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Ⅰ 調査概要

１ 調査の目的 
本調査は、川崎市が「（仮称）川崎市子ども・子育て支援事業計画」の策定に向け、実施するも

のである。子育て支援に関する市民の生活実態や利用者のニーズを把握し、教育･保育の事業、地

域子ども･子育て支援事業、放課後児童健全育成事業等の必要量の見込み、確保策を検討するため

の基礎資料を得ることを目的に実施する。 

２ 調査の種類と調査数 
調査の種類としては、小学校就学前子ども（以下「就学前子ども」）の保護者用調査、小学校就

学子ども（以下「就学子ども」）の保護者用調査の２種類を実施した。 

調査の種類 対象年齢 配布数 回収数 回収率 

就学前子どもの保護者用 ０～５歳 15,000 件 6,969 件 46.5％ 

就学子どもの保護者用 小学校１～６年生 3,000 件 1,338 件 44.6％ 

３ 抽出方法 
年齢別、地域別の分析が可能となるように、住民基本台帳および外国人登録原票より無作為に

抽出を行った。また、同一世帯に複数の調査票を送付しないよう抽出した。 

就学前子どもの対象者は、教育・保育の事業等の利用状況・ニーズを把握するため、低年齢を

中心に、０歳児、１～２歳児、３～５歳児の３区分で抽出した。 

就学子どもの対象者は、放課後児童健全育成事業である「わくわくプラザ」等の利用状況・ニ

ーズを把握するため、主な利用者である低学年を中心に、１年生、２～３年生、４～６年生（高

学年）の３区分で抽出した。抽出した年齢ごとのサンプル数は以下に示すとおりである。 

■就学前子どもの保護者用の内訳       ■就学子どもの保護者用の内訳 

年齢区分 抽出数 合計 年齢区分 抽出数 合計 

０歳児 4,300 4,300 １年生（６歳児） 1,000 1,000 

１歳児 2,543 
5,000 

２年生（７歳児） 471 
1,000 

２歳児 2,457 ３年生（８歳児） 529 

３歳児 1,978 

5,700 

４年生（９歳児） 316 

1,000 ４歳児 1,917 ５年生（10 歳児） 340 

５歳児 1,805 ６年生（11 歳児） 344 

４ 調査方法 
郵送配布／郵送回収 

５ 調査期間 
平成 25 年９月 27 日～10月 18 日 
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Ⅱ データの見方 

百分率（％）の計算は、小数第２位を四捨五入し、小数第１位まで表示した。そのため、単数

回答においても、％を足し合わせても 100％にならない場合がある。 

調査結果内の SA は単一回答であり、MAは複数回答を意味する。 

MA(複数回答)の場合、基数をその設問の回答対象人数としているものは、合計比が 100％を超え

ることがある。 

回答者の中には、性別や年齢など属性に関する質問に回答していない人がいるため、各設問の

全体の回答者数と、性別、年齢別などの属性別の回答者数の合計は一致しない。 

属性別や設問間のクロス集計表は、合計に回答者数の件数、選択肢ごとの内訳は％で示した。 
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Ⅲ 調査結果 

１ 子どもと家族の状況について 

（１）居住区 
■就学前子ども(SA) 

11.3 11.8 19.2 16.0 16.6 13.2 11.7 0.1

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

N=6969

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 無回答

■就学子ども(SA) 

11.1 10.7 16.3 17.2 16.9 11.8 14.4 1.6

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

N=1338

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 無回答

（２）子どもの年齢 
■就学前子ども(SA) 

30.9 16.5 15.7 12.3 12.0 11.5 1.1

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

N=6969

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 無回答

■就学子ども(SA) 

35.1 16.5 16.2 10.2 10.9 9.8 1.2

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

N=1338

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 無回答



4 

（３）子どもの人数 
■就学前子ども(SA) 

50.5 38.6 4.9

0.6 0.00.0

5.3

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

N=6969

1人 2人 3人 4人 5人 6人以上 無回答

■就学子ども(SA) 

20.3 61.5 13.5

1.7 0.1 0.1

2.9

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

N=1338

1人 2人 3人 4人 5人 6人以上 無回答

（４）子どもが２人以上のときの一番下の子の年齢 
■就学前子ども(SA) 

38.9 18.6 14.5 9.7 7.4 6.3 4.5

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

N=3080

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 無回答

■就学子ども(SA) 

4.4 3.9 6.1 8.8 8.1 5.9 19.3 10.7 11 6.5 6.7 6.5 2.1

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

N=1028

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 無回答
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（５）調査票の回答者 
■就学前子ども(SA) 

9.1 90.4

0.10.1 0.0

0.3

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

N=6969

父親 母親 祖父 祖母 その他親族等 無回答

■就学子ども(SA) 

10.5 88.6

0.1 0.3 0.1

0.4

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

N=1338

父親 母親 祖父 祖母 その他親族等 無回答

（６）子どもの家族の同居・近居の状況 
■就学前子ども(MA) 

93.3

0.2

2.3

0.1

1.3

4.2

17.7

6.1

20.0

4.3

1.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

N=6969

父母とも

父（ひとり親)

母（ひとり親）

父（母単身赴任）

母(父単身赴任)

祖父（同居）

祖父 (近居）

祖母（同居）

祖母（近居）

その他親族等

無回答

■就学子ども(MA) 

(%) 

89.7

1.0

4.6

0.1

2.5

6.8

17.4

10.2

21.2

3.9

1.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

N=1338

父母とも

父（ひとり親)

母（ひとり親）

父（母単身赴任）

母(父単身赴任)

祖父（同居）

祖父 (近居）

祖母（同居）

祖母（近居）

その他親族等

無回答

(%) 
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（７）家族構成の状況 
「核家族」世帯は就学前子どもで 68.5％、就学子どもで 60.8％であり、家族構成の中で最も多

い。就学前子どもでは、「親族同居家族」世帯は「祖父母近居」世帯の約２倍である。 

「ひとり親」世帯は、就学前子どもで 2.5％、就学子どもで 5.7％となり、共に母子家庭の方が

多い。「単身赴任」世帯は、就学前子どもで 1.3％、就学子どもで 2.8％となり、約２倍である。

■就学前子ども(SA) 

68.5 1.8

0.1 0.1

0.9 1.4 1.3 8.2 17.6

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

N=6969

核家族（父母とも） ひとり親（父子家庭） ひとり親（父子家庭）親族同居あり

ひとり親（母子家庭） ひとり親（母子家庭）親族同居あり 単身赴任

親族同居家族 祖父母近居 無回答

■就学子ども(SA) 

60.8 2.5 1.2

0.7 0.4

2.1 2.8 11.1 18.6

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

N=1338

核家族（父母とも） ひとり親（父子家庭） ひとり親（父子家庭）親族同居あり

ひとり親（母子家庭） ひとり親（母子家庭）親族同居あり 単身赴任

親族同居家族 祖父母近居 無回答

＊（６）家族の同居・近居状況の回答に基づき、父母の配偶関係、祖父母等親族の同居有無等から８区分の家族構成とした 

（８）子育てを主に行っている方 
就学前子ども・就学子どもで共に、父母ともに」が 50％を超え、「母親」も 40％を超えてい

るが、「父親」は 1%に満たない。 

■就学前子ども(MA) 

56.4 42.9

0.2 0.2 0.1

0.3

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

N=6969

父母ともに 母親 父親 祖父母 その他親族等 無回答

■就学子ども(MA) 

50.9 47.4

0.6 0.6 0.1

0.4

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

N=1338

父母ともに 母親 父親 祖父母 その他親族等 無回答
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２ 子どもの育ちをめぐる環境について 

（１）子育て（教育を含む）に日常的にかかわっている人や施設 
「父母ともに」が 62.1％であり、次いで「母親」34.2％、「保育所」27.6％、「幼稚園」20.0％

であった。 

■就学前子ども(MA) 

62.1

34.2

1.7

12.4

0.9

20.0

27.6

1.0

1.9

0.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

N=6969

父母ともに

母親

父親

祖父母

認定こども園

幼稚園

保育所

障害のある子どもの
ための施設・事業所

その他

無回答

(%) 
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（２）子育てに対する支え 
ア 日ごろ子どもをみてもらえる親族及び知人について 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母等にみてもらえる」が就学前子どもが 59.4％で、就学

子どもが 52.7％である。「緊急時もしくは用事の際にはみてもらえる友人・知人がいる」につい

ては、就学前子どもが 16.9％に対し、就学子どもが 39.8％であった。 

■就学前子ども(MA) 

17.0

59.4

2.7

16.9

20.4

0.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

N=6969

日常的に祖父母等の
親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には
祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる
友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもを
みてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

■就学子ども(MA) 

18.6

52.7

8.2

39.8

14.3

0.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

N=1338

日常的に祖父母等の親族に
みてもらえる

緊急時もしくは用事の際には
祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる
友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもを
みてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

(%) 

(%) 
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イ 祖父母等の親族に預かってもらえる場合の問題の有無 

就学前子ども、就学子ども共に「安心して子どもをみてもらえる」が約 70％である。「祖父

母等の親族の身体的負担が大きく心配である」と「親の立場として、負担をかけていることが

心苦しい」が約 20％である。 

■就学前子ども(MA) 

68.2

24.0

17.9

21.7

4.4

4.1

0.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

N=5092

安心して子どもをみてもらえる

祖父母等の親族の身体的負担が
大きく心配である

祖父母等の親族の時間的制約や
精神的な負担が大きく心配である

親の立場として、負担を
かけていることが心苦しい

子どもの教育や発達にとって
ふさわしい環境であるか、不安がある

その他

無回答

■就学子ども(MA) 

72.9

21.6

14.3

20.2

5.1

3.3

0.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

N=903

安心して子どもをみてもらえる

祖父母等の親族の身体的負担が
大きく心配である

祖父母等の親族の時間的制約や
精神的な負担が大きく心配である

親の立場として、負担を
かけていることが心苦しい

子どもの教育や発達にとって
ふさわしい環境であるか、不安がある

その他

無回答

(%) 

(%) 
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ウ 友人・知人に預かってもらえる場合の問題の有無 

就学前子ども、就学子ども共に「安心して子どもをみてもらえる」が約 60％である。「親の

立場として、負担をかけていることが心苦しい」が約 30％である。 

■就学前子ども(MA) 

62.0

7.4

19.4

34.3

1.7

3.2

4.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

N=1296

安心して子どもをみてもらえる

友人・知人の身体的負担が
大きく心配である

友人・知人の時間的制約や
精神的な負担が大きく心配である

親の立場として、負担を
かけていることが心苦しい

子どもの教育や発達にとって
ふさわしい環境であるか、不安がある

その他

無回答

■就学子ども(MA) 

62.1

5.4

16.4

31.5

0.8

3.4

9.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

N=591

安心して子どもをみてもらえる

友人・知人の身体的負担が
大きく心配である

友人・知人の時間的制約や精神的な
負担が大きく心配である

親の立場として、負担を
かけていることが心苦しい

子どもの教育や発達にとって
ふさわしい環境であるか、不安がある

その他

無回答

(%) 

(%) 
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（３）子育てに関する相談の状況 
ア 子育てに関する相談先の有無 

気軽に相談できる人や場所が「いる／ある」かどうかについて聞いた。 

就学前子ども、就学子ども共に、「いる／ある」が 90％を超えている。 

■就学前子ども(SA) 

93.1 6.1 0.8

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

N=6969

いる／ある いない／ない 無回答

■就学子ども(SA) 

93.4 6.1 0.5

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

N=1338

いる／ある いない／ない 無回答
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イ 子育てに関する相談先（人・施設等） 

就学前子どもでは、「祖父母等の親族」（83.7％）、「友人や知人」（70.0％）、「近所の子育て仲

間」（43.7％）の順に多い。 

就学子どもでは、「友人・知人」（72.6％）、「祖父母等の親族」（71.4％）、「近所の子育て仲間」

（50.9％）の順に多い。 

年齢別の相談先をみると、全体的な傾向と差異はないが、１歳以上で「保育士」が 30％前後

と施設とのかかわりがみられ、就学子どもの１年生以上において、「通学する小学校」が 20％

前後みられる。 

■就学前子ども(MA) 

83.7

70.0

43.7

3.5

0.6

10.5

23.5

11.3

0.2

13.3

1.0

1.5

2.1

0.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

N=6486

祖父母等の親族

友人や知人

近所の子育て仲間

各区保健福祉センター

児童相談所

地域子育て支援センター

保育士

幼稚園教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

ＮＰＯ法人や子育てサークルなど
障害のある子どもの
ための施設・事業所

その他

無回答

■就学子ども(MA) 

71.4

72.6

50.9

1.0

0.8

0.7

19.0

0.1

9.1

0.5

2.4

4.6

0.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

N=1250

祖父母等の親族

友人や知人

近所の子育て仲間

各区保健福祉センター

児童相談所

こども文化センター

通学する小学校（先生）

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

ＮＰＯ法人や子育てサークルなど
障害のある子どもの
ための施設・事業所

その他

無回答

(%) 

(%) 
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■年齢別の相談先 

（就学前子ども） 

合計
（N)

祖父母等
の親族(%)

友人や
知人(%)

近所の子
育て仲間
(%)

各区保健
福祉セン
ター(%)

児童
相談所(%)

地域子育
て支援セ
ンター(%)

保育士(%)
幼稚園
教諭(%)

民生委
員・児童
委員(%)

かかりつ
けの医師
(%)

ＮＰＯ法
人や子育
てサーク
ルなど(%)

障害のあ
る子ども
のための
施設・事
業所(%)

その他(%)

合計 6416 84.6 70.8 44.2 3.6 0.6 10.6 23.8 11.4 0.2 13.5 1.0 1.5 2.1

0歳 2005 89.2 72.6 33.5 6.3 1.0 17.2 12.6 1.3 0.1 15.8 1.0 0.3 1.8

1歳 1083 85.1 68.7 44.8 3.2 0.6 14.1 32.4 1.5 0.3 12.7 1.2 1.2 2.6

2歳 1023 85.4 68.6 47.1 2.5 0.3 8.2 32.8 4.0 0.2 10.4 1.1 1.7 2.4

3歳 777 81.5 68.9 49.4 1.4 0.3 5.9 27.4 24.5 0.1 12.1 1.0 1.9 1.8

4歳 777 77.0 67.3 50.7 2.3 0.5 3.2 24.6 27.7 0.0 14.8 0.9 3.9 2.2

5歳 751 74.6 71.4 52.3 1.5 0.5 3.1 22.5 31.0 0.4 11.6 1.1 1.9 2.0

（就学子ども） 

合計(N)
祖父母等
の親族(%)

友人や
知人(%)

近所の子
育て仲間
(%)

各区保健
福祉セン
ター(%)

児童
相談所(%)

こども文
化セン
ター(%)

通学する
小学校
（先生）(%)

民生委
員・児童
委員(%)

かかりつ
けの医師
(%)

ＮＰＯ法
人や子育
てサーク
ルなど(%)

障害のあ
る子ども
のための
施設・事
業所(%)

その他(%)

合計 1233 72.3 73.6 51.6 1.0 0.8 0.7 19.3 0.1 9.2 0.5 2.4 4.7

1年生 436 72.0 70.9 54.8 1.1 0.2 0.7 16.3 0.2 9.9 0.5 1.6 6.7

2年生 206 72.8 72.3 49.5 1.5 1.0 0.0 21.4 0.0 8.7 1.0 1.9 3.4

3年生 206 69.9 77.7 50.0 0.5 1.0 1.5 23.3 0.0 10.2 1.0 3.4 3.4

4年生 133 71.4 77.4 48.9 0.0 1.5 0.8 16.5 0.0 9.8 0.0 3.8 3.8

5年生 134 70.9 72.4 50.7 1.5 0.7 0.7 23.9 0.0 8.2 0.0 3.0 3.7

6年生 118 70.3 66.9 45.8 0.0 1.7 0.8 15.3 0.0 5.9 0.0 1.7 3.4

＊上位５位を網掛け 
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（４）安心して子育てを行うために、あればよいと思うサポート 
就学前子どもでは「保育所・幼稚園など希望できる事業が利用できる環境」が 65.8％と最も

多く、次いで「子どもを遊ばせる場や機会の提供」が 62.5％である。 

就学子どもでは「子どもを遊ばせる場や機会の提供」が 54.6％と最も多い。 

■就学前子ども(MA) 

22.5

22.8

29.4

23.9

45.8

65.8

62.5

22.0

31.1

49.5

28.5

22.6

21.0

23.1

17.5

14.6

2.9

1.0

3.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

N=6969

出産前からの子育てに関する教育

妊娠中の悩みや不安に対する相談や支援

妊娠中からの仲間づくり　　　　

出産病院で退院後の宿泊滞在型による産後ケア

子育て中の親同士の仲間づくり　

保育所・幼稚園など希望する事業が利用できる環境

子どもを遊ばせる場や機会の提供　

乳幼児期の子育てについての講座

親の子育てに関する不安や悩みの相談

親のリフレッシュの場や機会の提供

父親の育児参加に関する意識啓発

子どもの病気や障害についての相談

行政による子育て情報の提供

家事や育児に関するヘルパー

保健師・助産師等の家庭訪問

子育て経験者の先輩の話を聞く機会の提供

その他

特になし

無回答

■就学子ども(MA) 

32.4

36.5

24.4

8.9

54.6

31.8

15.5

17.0

7.0

2.2

4.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

N=1338

子育て上の不安や悩みの相談

子育てに関する総合的な情報提供

子育て中の親同士の仲間づくり

子育てについての講座

子どもを遊ばせる場や機会の提供

親のリフレッシュの場や機会の提供

父親の育児参加に関する意識啓発

子どもの病気や障害についての相談

特になし

その他

無回答

(%) 

(%) 
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３ 保護者の就労状況について 

（１）母親の就労状況 
母親の就労状況について、産休・育休等休業中を含めフルタイムは、就学前子ども 36.8％、

就学子ども 24.9％であり、パート・アルバイト等の就労は、就学前子ども 12.7％、就学子ども

32.2％と就学子どもでパート・アルバイト等の就労が多くなっている。 

■就学前子ども(SA) 

23.7 13.1 11.3 46.9

1.4 2.7

1.0

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

N=6969

フルタイム　（１週５日程度・１日８時間程度） フルタイムだが、産休・育休・介護休業中
パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労） パート・アルバイト等だが、産休・育休・介護休業中
以前は就労していたが、現在は就労していない これまでに就労したことがない
無回答

■就学子ども(SA) 

24.3 31.5 35.7 5.4

0.6 0.7

1.8

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

N=1338

フルタイム　（１週５日程度・１日８時間程度） フルタイムだが、産休・育休・介護休業中
パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労） パート・アルバイト等だが、産休・育休・介護休業中
以前は就労していたが、現在は就労していない これまでに就労したことがない
無回答

（２）父親の就労状況
父親の就労状況について、フルタイムは、就学前子ども、就学子ども共に 90％を超えており、

パート・アルバイト等の就労は、いずれも 1％未満である。 

■就学前子ども(SA) 

94.8

0.2 0.7 0.0 0.7 0.0

3.7

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

N=6969

フルタイム　（１週５日程度・１日８時間程度） フルタイムだが、育休・介護休業中 パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

パート・アルバイト等だが、育休・介護休業中 以前は就労していたが、現在は就労していない これまでに就労したことがない

無回答

■就学子ども(SA)  

92.5

0.0 0.6 0.0 0.9 0.0

6.0

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

N=1338

フルタイム　（１週５日程度・１日８時間程度） フルタイムだが、育休・介護休業中 パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

パート・アルバイト等だが、育休・介護休業中 以前は就労していたが、現在は就労していない これまでに就労したことがない

無回答
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（３）世帯（母親と父親）の就労状況 
母親と父親の就労状況から世帯の就労状況として４つに区分したところ、「フルタイムで共

働き」世帯は就学前子ども 25.8％に対し、就学子どもでは 19.6％と少ない。また、「パートを

含む共働き」世帯は、就学前子ども 23.7％に対し、就学子どもでは 38.5％と多い。就学前子ど

もでは「専業主婦（夫）」が 49.3％に対し、就学子どもが 40.8％と少ない。 

家族構成別の就労状況をみると、「フルタイムで共働き」「パートを含む共働き」「専業主婦

（夫）」において「核家族」が就学前子どもで 70％前後、就学子どもで 60％前後である。また

「親族同居家族」がいずれも 10％前後である。「ともに無業」において就学前子ども、就学子

ども共に「ひとり親（母子家庭）」が 20％台と多い。 

■就学前子ども(SA) 

25.8 23.7 49.3 1.1

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

N=6817

フルタイムで共働き パートを含む共働き 専業主婦（夫） ともに無業

■就学子ども(SA) 

19.6 38.5 40.8 1.1 

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

N=1303

フルタイムで共働き パートを含む共働き 専業主婦（夫） ともに無業

＊（１）母親（２）父親の就労状況から世帯の就労状況として４区分に分類（フルタイムで共働き（両方ともがフルタイム）、パー

トを含む共働き（両方ともパートまたは一方がパートの場合）、専業主婦（夫）（どちらか一方が無業）、共に無業（両方共が無業）） 

なお、フルタイムのうち、就労日数が４日以下、就労時間が８時間未満の場合は、パートの就労形態として補正した。 

■家族構成別の就労状況 

（就学前子ども） 

合計(N)
核家族
（父母と
も）(%)

ひとり親
（父子家
庭）(%)

ひとり親
（父子家
庭）親族
同居あり
(%)

ひとり親
（母子家
庭）(%)

ひとり親
（母子家
庭）親族
同居あり
(%)

単身赴任
(%)

親族同居
家族(%)

祖父母近
居(%)

合計 6701 70.0 0.1 0.1 0.9 1.5 1.3 8.2 17.9

フルタイムで共働き 1714 71.6 0.5 0.4 1.5 1.9 1.1 6.7 16.3

パートを含む共働き 1614 69.9 0.0 0.0 1.2 2.0 1.1 7.9 18.0

専業主婦（夫） 3311 70.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 9.3 19.0

ともに無業 62 12.9 0.0 0.0 22.6 58.1 0.0 4.8 1.6

（就学子ども） 

合計(N)
核家族
（父母と
も）(%)

ひとり親
（父子家
庭）(%)

ひとり親
（父子家
庭）親族
同居あり
(%)

ひとり親
（母子家
庭）(%)

ひとり親
（母子家
庭）親族
同居あり
(%)

単身赴任
(%)

親族同居
家族(%)

祖父母近
居(%)

合計 1290 62.2 0.7 0.2 2.5 2.1 2.5 10.9 19.0

フルタイムで共働き 253 57.3 2.4 1.2 7.1 4.7 2.4 10.7 14.2

パートを含む共働き 497 57.7 0.6 0.0 2.0 2.2 2.0 13.9 21.5

専業主婦（夫） 526 69.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 8.4 19.0

ともに無業 14 28.6 0.0 0.0 28.6 28.6 0.0 0.0 14.3

＊上位３位を網掛け 

＊ひとり親についてはフルタイム勤務の場合は、「フルタイムで共働き」、パート等の場合は「パートを含む共働き」、無職の場合は

「ともに無職」に分類した。 
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（４）母親の就労状況の詳細 
ア フルタイム・パートタイム勤務の状況（産休・育休・介護休業者の休業前の状況を含む） 

   「就労日数」については、「５日」が就学前子ども 74.4％、就学子どもでは 50.5％と最も多

い。 

「就労時間」については、「８時間」が就学前子ども 37.1％、就学子どもでは 27.4％と最も

多い。 

   「家を出る時間」については就学前子ども、就学子ども共に７～９時に集中している。 

「帰宅時間」については就学前子ども、就学子ども共に 18～19 時に集中している。 

■就学前子ども(SA)     ■就学子ども(SA) 

１週あたりの「就労日数」 合計(N) 全体(%)
1日 75 2.2
2日 131 3.8
3日 190 5.5
4日 210 6.1
5日 2,568 74.4
6日 149 4.3
7日 18 0.5
無回答 110 3.2
合計 3,451 100.0

１日あたりの「就労時間」 合計(N) 全体(%)
1時間 9 0.3
2時間 30 0.9
3時間 72 2.1
4時間 135 3.9
5時間 192 5.6
6時間 370 10.7
7時間 570 16.5
8時間 1,279 37.1
9時間 321 9.3
10時間 228 6.6
11時間 49 1.4
12時間 39 1.1
13時間 13 0.4
14時間以上 4 0.1
無回答 136 3.9
合計 3,451 100.0

家を出る時間 合計(N) 全体(%)
～5時 25 0.7
6時 81 2.4
7時 1,031 29.9
8時 1,512 43.8
9時 417 12.1
10時 94 2.7
11時 20 0.6
12時～ 77 2.3
無回答 194 5.6
合計 3,451 100.0

帰宅時間 合計(N) 全体(%)
～15時 229 6.6
16時 86 2.5
17時 376 10.9
18時 1,166 33.8
19時 876 25.4
20時 322 9.3
21時 110 3.2
22時～ 87 8.3
無回答 199 5.8
合計 3,451 100.0

＊上位３位を網掛け 

＊時間については、例えば４時間の場合は、３時間 30分以上４時間 30分未満の範囲となる。 

１週あたりの「就労日数」 合計（N) 全体（%）
1日 9 1.2
2日 45 5.9
3日 137 17.9
4日 128 16.8
5日 386 50.5
6日 34 4.5
7日 0 0.0
無回答 25 3.3
合計 764 100.0

１日あたりの「就労時間」 合計（N) 全体（%）
1時間 5 0.7
2時間 10 1.3
3時間 45 5.9
4時間 104 13.6
5時間 106 13.9
6時間 88 11.5
7時間 87 11.4
8時間 209 27.4
9時間 37 4.8
10時間 29 3.8
11時間 4 0.5
12時間 6 0.8
13時間 0 0.0
14時間以上 5 0.7
無回答 29 3.8
合計 764 100.0

家を出る時間 合計（N) 全体（%）
～5時 2 0.3
6時 14 1.8
7時 97 12.7
8時 358 46.9
9時 180 23.6
10時 25 3.3
11時 9 1.2
12時～ 27 3.5
無回答 52 6.8
合計 764 100.0

帰宅時間 合計（N) 全体（%）
～15時 209 27.4
16時 49 6.4
17時 91 11.9
18時 166 21.7
19時 144 18.8
20時 35 4.6
21時 8 1.0
22時～ 10 1.3
無回答 52 6.8
合計 764 100.0
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世帯就労別で母親の就労状況をみると、「フルタイムで共働き」は就学前子ども、就学子ども共に

も就労日数「５日」が 90％を超えており、就労時間についてはいずれも「８時間」が約 70％と最も

多い。「パートを含む共働き」の日数について、就学前子どもで「５日」58.6％と最も多く、就学子

どもでは「５日」が 31.5％と割合に差がある。また、「パートを含む共働き」の時間について、就学

前子どもで「７時間」が 35.9％であり、就学子どもでは「４時間」「５時間」が約 20％である。 

■世帯就労状況別の母親の就労状況 

（就学前子ども） 
就労日数 合計(N) 1日(%) 2日(%) 3日(%) 4日(%) 5日(%) 6日(%) 7日(%)

合計 3299 2.3 3.9 5.7 6.2 76.9 4.4 0.5

フルタイムで共働き 1708 0.0 0.0 0.0 0.0 93.7 5.7 0.5

パートを含む共働き 1573 4.8 8.3 11.8 13.0 58.6 3.0 0.5

専業主婦（夫） 18 0.0 0.0 5.6 5.6 83.3 5.6 0.0

就労時間 合計(N)
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
(%)

13時間
(%)

14時間
以上(%)

合計 3275 0.3 0.9 2.1 4.1 5.8 11.2 17.3 38.4 9.7 7.0 1.5 1.2 0.4 0.1

フルタイムで共働き 1692 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.2 17.1 12.0 2.6 2.1 0.8 0.2

パートを含む共働き 1565 0.6 1.9 4.5 8.5 12.1 23.3 35.9 9.4 1.7 1.5 0.3 0.1 0.0 0.4

専業主婦（夫） 18 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 11.1 16.7 50.0 5.6 5.6 0.0 5.6 0.0 0.0

（就学子ども）

就労日数 合計(N) 1日(%) 2日(%) 3日(%) 4日(%) 5日(%) 6日(%) 7日(%)

合計 727 1.2 6.2 18.4 17.3 52.1 4.7 0.0

フルタイムで共働き 245 0.0 0.0 0.0 0.0 92.7 7.3 0.0

パートを含む共働き 480 1.9 9.4 27.9 26.3 31.5 3.1 0.0

専業主婦（夫） 2 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0

就労時間 合計(N)
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(%)

13時
間(%)

14時間
以上(%)

合計 723 0.7 1.4 6.2 14.0 14.4 11.9 11.9 28.5 5.1 3.9 0.6 0.8 0.0 0.6

フルタイムで共働き 243 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.8 13.6 10.3 1.6 1.2 0.0 0.4

パートを含む共働き 478 1.0 2.1 9.2 21.1 21.8 18.0 18.0 6.1 0.8 0.6 0.0 0.4 0.0 0.8

専業主婦（夫） 2 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0
＊上位３位を網掛け 
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イ パート・アルバイト就労のフルタイムへの転換希望

フルタイム以外の就労をしている母親のフルタイムへの転換希望（見込みあり）について、就

学前子どもでは 8.8％、就学子どもでは 2.8％である。 

「パートタイムで引き続き就労予定」が就学前子どもでは 60.0％で、就学子どもでは 76.6％と

最も多くなっている。 

■就学前子ども(SA) 

8.8 24.5 60.0 5.2

1.5

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

N=885

フルタイムへ転換する希望があり、実現できる見込みがある フルタイムへ転換する希望はあるが実現できる見込みがない

パート・アルバイトで引き続き就労予定 パート・アルバイトをやめて、子育てや家事に専念する予定

無回答

■就学子ども(SA) 

18.6 76.6

2.8 0.2

1.9

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

N=431

フルタイムへ転換する希望があり、実現できる見込みがある フルタイムへ転換する希望はあるが実現できる見込みがない

パート・アルバイトで引き続き就労予定 パート・アルバイトをやめて、子育てや家事に専念する予定

無回答



20 

ウ 現在非就労の今後の就労希望と希望する時期や就労条件 

就労していない母親の就労希望は、就学前子ども、就学子ども共に 60％を超えており、いずれ

も「パート・アルバイト」を多く希望している。 

「１年より先、下の子どもが何歳になったころに就労したい」が就学前子どもでは 44.6％、就

学子どもでは34.2％である。その就労希望の時期②については、就学前子どもでは「３歳」が24.0％、

「４歳」が 16.6％、「７歳」が 18.9％である。就学子どもでは「８歳以上（３年生以上）」が 46.3％

である。 

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が就学前子どもでは 20.8％、就学子どもでは

32.0％である。すぐにでも就労したい方の希望する就労形態③は、「フルタイム」が就学前子ども

が 7.5％、就学子どもが 2.3％であり、「パート・アルバイト」では、就学子どもが 92.0％と多い。

パート・アルバイトを希望する際の就労条件④は、就学前子ども、就学子どもいずれも希望勤務

日数「３日」50％台、希望労働時間４～６時間に集中している。 

①今後の就労希望 

■就学前子ども(SA) 

23.3 44.6 20.8 11.3

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

N=3450

子育てや家事に専念したい（就労の予定はない） １年より先、一番下の子どもが何歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 無回答

■就学子ども(SA) 

27.3 34.2 32.0 6.5

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

N=550

子育てや家事に専念したい（就労の予定はない） １年より先、一番下の子どもが何歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 無回答

②就労希望の時期（一番下の子が何歳になったら働きたいか） 

■就学前子ども    ■就学子ども 

一番下の子の希望年齢 合計(N) 全体(%)
1歳 44 2.9
2歳 56 3.6
3歳 369 24.0
4歳 255 16.6
5歳 69 4.5
6歳 235 15.3
7歳 290 18.9
8歳以上 195 12.7
無回答 24 1.6
合計 1,537 100.0

＊上位３位を網掛け 

一番下の子の希望年齢 合計（N) 全体（%）
1歳 0 0.0
2歳 0 0.0
3歳 5 2.7
4歳 8 4.3
5歳 9 4.8
6歳 25 13.3
7歳 52 27.7
8歳以上 87 46.3
無回答 2 1.1
合計 188 100.0
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③希望する就労形態（すぐにでも、１年以内に就労したい方の希望） 

■就学前子ども(SA) 

7.5 61.8 30.7

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

N=719

フルタイム パート・アルバイト 無回答

■就学子ども(SA) 

92.0 5.72.3

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

N=176

フルタイム パート・アルバイト 無回答

④希望する就労条件（パート・アルバイトを希望する方の就労条件） 

■就学前子ども(SA)     ■就学子ども(SA) 

希望勤務日数 合計(N) 全体(%)
1日 2 0.5
2日 31 8.1
3日 198 51.4
4日 106 27.5
5日 48 12.5
6日 0 0.0
7日 0 0.0
無回答 0 0.0
合計 385 100.0

希望労働時間 合計(N) 全体(%)
1時間 0 0.0
2時間 0 0.0
3時間 25 6.5
4時間 103 26.8
5時間 130 33.8
6時間 78 20.3
7時間 27 7.0
8時間 17 4.4
9時間以上 0 0.0
無回答 5 1.3
合計 385 100.0

＊上位３位を網掛け 

希望勤務日数 合計（N) 全体（%）
1日 0 0.0
2日 10 6.2
3日 96 59.3
4日 46 28.4
5日 8 4.9
6日 0 0.0
7日 0 0.0
無回答 2 1.2
合計 162 100.0

希望労働時間 合計（N) 全体（%）
1時間 0 0.0
2時間 0 0.0
3時間 9 5.6
4時間 46 28.4
5時間 76 46.9
6時間 25 15.4
7時間 2 1.2
8時間 3 1.9
9時間以上 0 0.0
無回答 1 0.6
合計 162 100.0
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（５）父親の就労状況の詳細 
ア フルタイム・パートタイム勤務の状況（育休・介護休業者の休業前の状況を含む） 

   「父親の日数」については、「５日」が就学前子ども、就学子ども共に約 70％と最も多い。

「就労時間」については、「10時間」がいずれも 20％台と最も多い。 

   「家を出る時間」については就学前子ども、就学子ども共に６～８時に集中している。 

   「帰宅時間」については就学前子ども、就学子ども共に 20～22 時以降に集中している。 

■就学前子ども(SA)    ■就学子ども(SA) 

１週あたりの「就労日数」 合計(N) 全体(%)
1日 1 0.0
2日 4 0.1
3日 18 0.3
4日 19 0.3
5日 4,708 70.7
6日 1,359 20.4
7日 98 1.5
無回答 456 6.8
合計 6,663 100.0

１日あたりの「就労時間」 合計(N) 全体(%)
1時間 2 0.0
2時間 0 0.0
3時間 1 0.0
4時間 5 0.1
5時間 4 0.1
6時間 11 0.2
7時間 76 1.1
8時間 1,212 18.2
9時間 886 13.3
10時間 1,614 24.2
11時間 540 8.1
12時間 922 13.8
13時間 341 5.1
14時間以上 456 6.9
無回答 593 8.9
合計 6,663 100.0

家を出る時間 合計(N) 全体(%)
～5時 186 2.8
6時 772 11.6
7時 2,313 34.7
8時 2,052 30.8
9時 532 8.0
10時 114 1.7
11時 39 0.6
12時～ 104 1.6
無回答 1 0.0
合計 6,663 100.0

帰宅時間 合計(N) 全体(%)
～15時 328 4.9
16時 25 0.4
17時 80 1.2
18時 369 5.5
19時 840 12.6
20時 1,138 17.1
21時 1,231 18.5
22時～ 2,080 31.2
無回答 572 8.6
合計 6,663 100.0

＊上位３位を網掛け 

＊時間については、例えば４時間の場合は、３時間 30分以上４時間 30分未満の範囲となる。

１週あたりの「就労日数」 合計（N) 全体（%）
1日 0 0.0
2日 1 0.1
3日 2 0.2
4日 11 0.9
5日 900 72.2
6日 224 18.0
7日 27 2.2
無回答 81 6.5
合計 1246 100.0

１日あたりの「就労時間」 合計（N) 全体（%）
1時間 0 0.0
2時間 0 0.0
3時間 0 0.0
4時間 0 0.0
5時間 0 0.0
6時間 3 0.2
7時間 13 1.0
8時間 232 18.6
9時間 172 13.8
10時間 341 27.4
11時間 93 7.5
12時間 150 12.0
13時間 59 4.7
14時間以上 68 2.4
無回答 115 9.2
合計 1246 100.0

帰宅時間 合計（N) 全体（%）
～15時 39 3.2
16時 1 0.1
17時 20 1.6
18時 84 6.7
19時 164 13.2
20時 218 17.5
21時 213 17.1
22時～ 400 32.1
無回答 107 8.6
合計 1246 100.0

家を出る時間 合計（N) 全体（%）
～5時 28 2.3
6時 156 12.5
7時 473 38.0
8時 370 29.7
9時 75 6.0
10時 17 1.4
11時 3 0.2
12時～ 20 1.7
無回答 104 8.3
合計 1246 100.0
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世帯就労別で父親の就労状況をみると、就学前子ども、就学子ども共に「フルタイムで共働き」「パ

ートを含む共働き」「専業主婦（夫）」で、就労日数「５日」が 70％を超えており、時間については

いずれも「10時間」が最も多い。 

■世帯就労状況別の父親の就労状況 

（就学前子ども） 
就労日数 合計(N) 1日(%) 2日(%) 3日(%) 4日(%) 5日(%) 6日(%) 7日(%)

合計 6170 0.0 0.1 0.3 0.3 75.9 21.9 1.6

フルタイムで共働き 1677 0.0 0.0 0.0 0.0 79.1 19.3 1.6

パートを含む共働き 1558 0.0 0.0 0.6 0.6 74.5 22.8 1.5

専業主婦（夫） 2935 0.0 0.1 0.3 0.3 74.8 22.9 1.6

就労時間 合計(N)
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(%)

13時
間(%)

14時間
以上(%)

合計 6034 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 1.2 19.9 14.6 26.6 8.9 15.2 5.6 7.5

フルタイムで共働き 1646 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 15.0 25.8 10.1 15.2 5.5 6.3

パートを含む共働き 1528 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.3 2.6 22.9 16.0 26.2 7.7 12.6 4.5 6.8

専業主婦（夫） 2860 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 1.2 17.0 13.7 27.4 8.9 16.5 6.3 8.5

（就学子ども） 
就労日数 合計(N) 1日(%) 2日(%) 3日(%) 4日(%) 5日(%) 6日(%) 7日(%)

合計 1153 0.0 0.1 0.2 1.0 77.5 18.9 2.3

フルタイムで共働き 222 0.0 0.0 0.0 0.0 81.5 16.2 2.3

パートを含む共働き 470 0.0 0.2 0.2 1.1 73.6 22.3 2.6

専業主婦（夫） 461 0.0 0.0 0.2 1.3 79.6 16.7 2.2

就労時間 合計(N)
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(%)

13時
間(%)

14時間
以上(%)

合計 1119 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.2 20.6 15.3 30.0 8.2 13.2 5.3 6.0

フルタイムで共働き 220 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3 10.9 34.5 8.2 10.5 5.0 3.7

パートを含む共働き 456 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.2 23.7 16.9 24.8 8.3 13.8 3.7 6.0

専業主婦（夫） 443 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 14.2 15.8 33.2 8.1 14.0 7.0 6.8

＊上位３位を網掛け 
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イ パート・アルバイト就労のフルタイムへの転換希望 

「フルタイムへ転換する希望があり、実現できる見込みがある」が就学前子ども 17.8％、就学

子ども 12.5％である。「フルタイムへ転換する希望はあるが実現できる見込みがない」が就学前子

ども 28.9％、就学子ども 25.0％である。 

■就学前子ども(SA) 

17.8 28.9 22.2 31.1

0.0

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

N=45

フルタイムへ転換する希望があり、実現できる見込みがある フルタイムへ転換する希望はあるが実現できる見込みがない

パート・アルバイトで引き続き就労予定 パート・アルバイトをやめて、子育てや家事に専念する予定

無回答

■就学子ども(SA) 

12.5 25.0 25.0 

0.0 

37.5 

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

N=8

フルタイムへ転換する希望があり、実現できる見込みがある フルタイムへ転換する希望はあるが実現できる見込みがない

パート・アルバイトで引き続き就労予定 パート・アルバイトをやめて、子育てや家事に専念する予定

無回答
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ウ 現在非就労の今後の就労希望と希望する時期や就労条件 

「１年より先、下の子どもが＿歳になったころに就労したい」が就学前子どもでは 2.0％、就学

子どもでは 8.3％とわずかである。その就労希望の時期②については、就学前子ども、就学子ども

いずれも「６歳」が１件づつである。 

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が就学前子どもでは 34.7％、就学子どもでは

16.7％である。すぐにでも就労したい方の希望する就労形態③は、「フルタイム」が就学前子ども

が 23.5％である。 

①今後の就労希望 

■就学前子ども(SA) 

34.7 61.2

2.0 2.0

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

N=49

子育てや家事に専念したい（就労の予定はない） １年より先、一番下の子どもが＿歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 無回答

■就学子ども(SA) 

16.7 8.3 16.7 58.3 

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

N=12

子育てや家事に専念したい １年より先、一番下の子どもが＿歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 無回答

②希望する就労の時期（一番下の子が何歳になったら働きたいか） 

■就学前子ども(SA)    ■就学子ども(SA) 
一番下の子の希望年齢 合計(N) 全体(%)
～2歳 0 0.0
3歳 0 0.0
4歳 0 0.0
5歳 0 0.0
6歳 1 100.0
7歳以上 0 0.0
無回答 0 0.0
合計 1 100.0

＊最大値を網掛け

一番下の子の希望年齢 合計（N) 全体（%）
～2歳 0 0.0
3歳 0 0.0
4歳 0 0.0
5歳 0 0.0
6歳 1 100.0
7歳以上 0 0.0
無回答 0 0.0
合計 1 100.0
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希望勤務日数 合計（N) 全体（%）
1日 0 0.0
2日 0 0.0
3日 0 0.0
4日 0 0.0
5日 0 0.0
6日 1 100.0
7日 0 0.0
無回答 0 0.0
合計 1 100.0

③希望する就労形態（すぐにでも、１年以内に就労したい方の希望） 

■就学前子ども(SA) 

23.5 0.0 76.5

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

N=17

フルタイム パート・アルバイト 無回答

■就学子ども(SA) 

50.0 50.0

0.0

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

N=2

フルタイム パート・アルバイト 無回答

④希望する就労条件（パート・アルバイトを希望する方の就労条件） 

■就学前子ども(SA)    ■就学子ども(SA) 

＜該当者なし＞ 

＊最大値を網掛け

希望労働時間 合計（N) 全体（%）
1時間 0 0.0
2時間 0 0.0
3時間 0 0.0
4時間 0 0.0
5時間 0 0.0
6時間 0 0.0
7時間 0 0.0
8時間 1 100.0
9時間以上 0 0.0
無回答 0 0.0
合計 1 100.0
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４ 日中の定期的な教育・保育の事業等の利用状況について 

（１）定期的な教育・保育の事業の利用有無 
「定期的な教育・保育の事業」については、利用しているが 53.1％である。年齢別でみると０

歳が「利用していない」が 84.3％と最も多く、１・２歳では「利用している」40％台、３・４・

５歳では「利用している」が 90％台である。 

■就学前子ども(SA) 

53.1 45.7 1.2

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

N=6969

利用している 利用していない 無回答

■年齢別の定期的な教育・保育の事業の利用有無

合計（N) 利用している(%) 利用していない(%)

合計 6811 53.7 46.3

0歳 2138 15.7 84.3

1歳 1135 42.2 57.8

2歳 1083 47.2 52.8

3歳 840 90.1 9.9

4歳 825 97.1 2.9

5歳 790 98.2 1.8

＊最大値を網掛け 
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（２）定期的な教育・保育の事業の利用状況 
利用している事業は、「認可保育所」「幼稚園」が共に約 40％、「川崎市が認定した認可外保

育施設」が 7.5％である。 

年齢別の利用事業でみると、「認可保育所」が０歳で 51.0％、１・２歳が約 70％と多く、３・

４・５歳で「幼稚園」の利用が 60％前後と多い（０～２歳児において「幼稚園」の年齢対象外で

あるが、若干の利用がある）。「川崎市が認定した認可外保育施設」について、０歳で 20.6％、

１・２歳で 10％台の利用がある。 

世帯就労別の利用事業でみると、フルタイムで共働きについては、「認可保育所」が 75.9％、

「川崎市が認定した認可外保育施設」が 11.1％である。パートを含む共働きについては、「認可

保育所」が 57.2％、「幼稚園」が 24.0％である。また、専業主婦（夫）では「幼稚園」が 86.8％、

無業では「幼稚園」が 68.0％である。 

■就学前子ども(MA) 

2.5

40.4

43.4

0.9

0.5

0.3

4.8

7.5

3.9

0.7

1.5

1.1

0.1

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

N=3700

認定こども園

幼稚園

認可保育所

事業所内保育所

家庭保育福祉員

居宅訪問型保育

幼稚園の預かり保育
川崎市が認定した
認可外保育施設

その他の認可外保育施設

幼児園
障害のある子どもの
ための施設・事業

その他

無回答

■年齢別の定期的な教育・保育の事業の利用事業 

合計
（N)

認定
こども園
(%)

幼稚園(%)
認可

保育所(%)
事業所内
保育所(%)

家庭保育
福祉員(%)

居宅訪問
型保育(%)

幼稚園の
預かり保
育(%)

川崎市が
認定した
認可外保
育施設(%)

その他の
認可外保
育施設(%)

幼児園(%)

障害のあ
る子ども
のための
施設・事
業所(%)

その他(%)

合計 3657 2.5 40.9 43.9 0.9 0.5 0.3 4.8 7.6 3.9 0.7 1.5 1.1

0歳 335 3.3 4.2 51.0 2.1 1.8 0.9 0.6 20.6 13.7 0.3 0.6 2.1

1歳 478 1.9 1.7 69.2 1.7 1.0 0.2 0.2 15.9 7.9 0.2 1.0 0.8

2歳 511 3.3 6.5 70.1 1.2 0.4 0.4 0.6 11.4 5.9 0.2 2.2 1.8

3歳 757 1.5 56.8 35.4 0.1 0.1 0.5 5.5 2.9 1.8 1.7 1.7 0.8

4歳 800 2.4 61.5 30.5 0.4 0.4 0.0 6.5 3.8 0.8 0.8 2.0 0.6

5歳 776 3.0 64.3 28.2 0.9 0.0 0.0 9.5 2.3 1.3 0.5 0.9 0.9

■世帯就労別の定期的な教育・保育の事業の利用事業 

合計
（N)

認定
こども園
(%)

幼稚園(%)
認可

保育所(%)
事業所内
保育所(%)

家庭保育
福祉員(%)

居宅訪問
型保育(%)

幼稚園の
預かり保
育(%)

川崎市が
認定した
認可外保
育施設(%)

その他の
認可外保
育施設(%)

幼児園(%)

障害のあ
る子ども
のための
施設・事
業所(%)

その他(%)

合計 3623 2.5 41.3 44.3 0.9 0.5 0.3 4.9 7.7 4.0 0.7 1.5 1.1

フルタイムで共働き 1075 2.6 3.8 75.9 1.5 0.5 0.2 1.1 11.1 4.8 0.4 0.3 1.1

パートを含む共働き 1256 3.0 24.0 57.2 1.0 0.8 0.4 8.1 10.5 4.7 0.6 0.6 0.6

専業主婦（夫） 1267 1.7 86.8 2.8 0.2 0.2 0.2 4.7 1.8 2.3 1.0 3.5 1.5

ともに無業 25 0.0 68.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0

＊上位３位を網掛け



29 

（３）定期的な教育・保育の事業の利用日数・利用時間 
利用日数は、「幼稚園」「認可保育所」「幼児園」「認定こども園」で「５日」の利用が約 90％で

ある。また「居宅訪問型保育」「幼稚園の預かり保育」「障害のある子どものための施設・事業」

では「１日」の利用が多くなっている。 

利用時間は、「幼稚園」が４～７時間に集中しており、「認可保育所」が７～11 時間、「認定

こども園」「川崎市が認定した認可外保育施設」が８～11 時間に集中している。 

ア 事業別の利用日数 

■就学前子ども(MA) 

合計(N) 1日(%) 2日(%) 3日(%) 4日(%) 5日(%) 6日(%) 7日(%)

合計 3924 4.9 2.3 1.6 3.6 85.4 2.0 0.1

認定こども園 89 2.2 2.2 4.5 1.1 87.6 2.2 0.0

幼稚園 1477 0.8 0.6 0.3 2.8 94.9 0.4 0.1

認可保育所 1596 0.8 0.9 0.7 2.8 90.7 4.1 0.2

事業所内保育所 32 15.6 3.1 0.0 12.5 65.6 3.1 0.0

家庭保育福祉員 15 13.3 0.0 0.0 6.7 80.0 0.0 0.0

居宅訪問型保育 8 62.5 25.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0

幼稚園の預かり保育 149 39.6 20.8 10.1 9.4 20.1 0.0 0.0

川崎市が認定した認可外保育施設 275 2.2 2.5 2.2 6.2 85.8 1.1 0.0

その他の認可外保育施設 138 5.8 7.2 7.2 10.1 66.7 2.2 0.7

幼児園 27 3.7 7.4 0.0 0.0 88.9 0.0 0.0

障害のある子どものための施設・事業 53 77.4 9.4 11.3 0.0 1.9 0.0 0.0

その他 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

非該当 65 63.1 10.8 7.7 4.6 13.8 0.0 0.0

＊上位３位を網掛け 

イ 事業別の利用時間数 

■就学前子ども(MA) 

合計 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
(%)

13時間
(%)

14時間
以上(%)

合計 3929 1.1 2.2 2.4 6.8 24.5 8.6 4.2 7.3 14.8 18.5 8.1 1.1 0.2 0.1

認定こども園 89 1.1 1.1 1.1 2.2 18.0 4.5 6.7 9.0 13.5 24.7 15.7 1.1 1.1 0.0

幼稚園 1474 0.7 0.4 0.4 13.3 62.2 20.2 1.1 0.6 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1

認可保育所 1599 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.5 7.4 11.7 27.3 35.1 15.4 2.0 0.1 0.0

事業所内保育所 33 0.0 0.0 6.1 6.1 15.2 6.1 0.0 18.2 24.2 9.1 9.1 6.1 0.0 0.0

家庭保育福祉員 17 0.0 5.9 5.9 5.9 5.9 0.0 0.0 35.3 23.5 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0

居宅訪問型保育 8 0.0 12.5 50.0 12.5 0.0 0.0 12.5 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

幼稚園の預かり保育 153 6.5 30.7 32.7 18.3 3.3 0.7 2.0 2.0 0.7 0.0 2.0 0.7 0.0 0.7

川崎市が認定した認可外保育施設 274 0.0 0.7 1.5 1.5 0.4 2.6 1.1 16.1 27.0 33.9 12.8 1.5 0.7 0.4

その他の認可外保育施設 139 0.0 1.4 2.9 4.3 2.9 5.0 6.5 13.7 21.6 27.3 10.1 2.9 1.4 0.0

幼児園 27 3.7 0.0 3.7 3.7 14.8 14.8 22.2 11.1 11.1 11.1 3.7 0.0 0.0 0.0

障害のある子どものための施設・事業 51 19.6 5.9 17.6 51.0 3.9 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

非該当 65 13.8 36.9 16.9 3.1 7.7 7.7 3.1 3.1 3.1 0.0 1.5 1.5 1.5 0.0

＊上位５位を網掛け 

＊事業番号が未記入で判別できない場合や、問４－２と問４－３でそれぞれ異なる事業を選択した場合等を非該当として集計し

た。そのため、各事業の件数が合致しないことがある。 
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事業別の開始時間でみると、「幼稚園」では 7:31～10:00（「幼稚園の預かり保育」は 13：01

～15：00）に集中しており、「認可保育所」では 6：31～9：00、「川崎市が認定した認可外保育

施設」では 7:01～9:30 に集中している。 

事業別の終了時間でみると、「幼稚園」では 13：01～15:30（「幼稚園の預かり保育」は 15：

31～18：00）に集中しており、「認可保育所」、「川崎市が認定した認可外保育施設」では 16:31

～19:00 に集中している。 

■就学前子ども(MA) 

（開始時間） 

合計(N)
～
6:30(%)

6:31～
7:00(%)

7:01～
7:30(%)

7:31～
8:00(%)

8:01～
8:30(%)

8:31～
9:00(%)

9:01～
9:30(%)

9:31～
10:00(%)

10:01～
10:30(%)

10:31～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
(%)

合計 3935 0.0 1.8 11.5 17.8 19.9 34.7 7.0 2.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 3.0 0.4 0.3 0.4

認定こども園 89 0.0 3.4 16.9 13.5 19.1 38.2 3.4 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0

幼稚園 1476 0.0 1.0 0.1 3.7 18.4 59.4 15.2 2.6 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

認可保育所 1600 0.0 3.5 22.0 30.3 23.8 19.4 0.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

事業所内保育所 33 0.0 0.0 6.1 33.3 30.3 18.2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 3.0

家庭保育福祉員 17 0.0 0.0 0.0 17.6 41.2 23.5 5.9 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9

居宅訪問型保育 8 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 12.5 0.0 12.5 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 37.5

幼稚園の預かり
保育

153 0.0 0.0 2.0 0.7 2.0 4.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 1.3 3.9 69.9 9.8 3.9 0.7

川崎市が認定し
た認可外保育施
設

275 0.0 2.9 19.6 32.0 22.2 17.1 3.3 1.1 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.7

その他の認可外
保育施設

140 0.0 1.4 16.4 25.7 12.9 28.6 7.9 3.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.7 0.7

幼児園 27 0.0 0.0 0.0 22.2 11.1 40.7 14.8 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0

障害のある子ど
ものための施
設・事業

51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 2.0 66.7 3.9 3.9 0.0 2.0 0.0 5.9 2.0 2.0 3.9 2.0 2.0

非該当 66 1.5 3.0 0.0 7.6 15.2 39.4 13.6 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.5 3.0 0.0 3.0 4.5

（終了時間）

合計(N)
～

11:00(%)
11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
15:30(%)

15:31～
16:00(%)

16:01～
16:30(%)

16:31～
17:00(%)

17:01～
17:30(%)

17:31～
18:00(%)

18:01～
18:30(%)

18:31～
19:00(%)

19:01～
19:30(%)

19:31～
20:00(%)

20:01～
(%)

合計 3929 0.5 0.8 0.4 0.2 0.5 1.4 25.2 5.4 4.8 2.0 4.6 2.2 8.4 8.6 18.4 6.3 7.9 1.0 0.9 0.4

認定こども園 88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 3.4 3.4 0.0 5.7 1.1 8.0 8.0 28.4 8.0 8.0 5.7 2.3 0.0

幼稚園 1474 0.5 0.5 0.2 0.1 0.6 3.2 62.5 13.6 11.4 4.2 1.2 0.5 0.4 0.3 0.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1

認可保育所 1599 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 6.7 3.1 12.1 14.4 32.3 11.5 16.4 1.3 1.4 0.1

事業所内保育所 33 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 12.1 0.0 0.0 0.0 3.0 18.2 18.2 12.1 3.0 6.1 9.1 0.0 6.1

家庭保育福祉員 17 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 35.3 11.8 17.6 5.9 0.0 0.0 0.0 5.9

居宅訪問型保育 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 12.5 0.0 0.0 12.5 12.5 12.5

幼稚園の預かり
保育

154 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 1.9 2.6 20.1 11.7 24.0 11.7 20.1 3.9 1.3 0.0 0.0 0.6

川崎市が認定し
た認可外保育施

274 0.0 0.0 1.5 0.4 0.4 0.0 0.7 0.4 2.2 0.0 1.1 1.1 16.1 17.5 33.2 11.7 8.4 2.6 2.6 0.4

その他の認可外
保育施設

139 0.0 0.0 1.4 0.7 1.4 2.2 2.9 0.7 0.0 2.2 6.5 1.4 13.7 12.9 27.3 10.8 8.6 1.4 1.4 4.3

幼児園 27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 14.8 11.1 11.1 0.0 14.8 7.4 3.7 0.0 0.0 0.0

障害のある子ど
ものための施
設・事業

51 2.0 5.9 2.0 0.0 7.8 2.0 62.7 0.0 2.0 3.9 0.0 2.0 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

非該当 65 16.9 29.2 6.2 3.1 4.6 0.0 9.2 3.1 3.1 1.5 4.6 1.5 3.1 4.6 1.5 0.0 1.5 0.0 3.1 3.1

＊上位５位を網掛け 

＊事業番号が未記入で判別できない場合や、問４－２と問４－３でそれぞれ異なる事業を選択した場合等を非該当として集計した。そ

のため、各事業の件数が合致しないことがある。 
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（４）現在利用している定期的な教育・保育の事業の実施場所 
実施場所については、82.9％が「住んでいる区内」である。住んでいる区外を利用している場

合は、「高津区」「中原区」で約 25％と多い。 

■就学前子ども(SA) 

82.9 9.6 5.8 1.7

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

N=3677

住んでいる区内 住んでいる区外 他の市区町村 無回答

ア 住んでいる区外を利用している場合 

■就学前子ども(SA) 

7.7 3.7 24.4 25.0 13.1 16.5 6.0 3.7

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

N=352

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 無回答

イ 他の市町村を利用している場合 

東京都（世田谷区、大田区、文京区、目黒区） 

横浜市（青葉区、都筑区、港北区、神奈川区） 

町田市、調布市、多摩市、稲城市 

（５）現在利用している定期的な教育・保育の事業の実施場所を選んだ理由 
「自宅から近いから」が 47.5％と最も多く、次いで「利便性と教育・保育の質がよいから」が

19.4％であった。 

■就学前子ども(SA) 

47.5 7.6 4.3 12.0 19.4 8.6 0.6

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

N=3677

自宅から近いから 通勤経路等の最寄駅に近いから　 通園バスが使えるから

教育・保育の内容がよいから 利便性と教育・保育の内容がよいから その他

無回答
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（６）定期的な教育・保育の事業を利用している理由 
「子どもの教育や発達のため」「子育てをしている方が現在就労している」がいずれも 55％前

後である。 

利用事業別の理由をみると、「幼稚園」「幼児園」では「子どもの教育や発達のため」が 90％

台と最も多く、「認可保育所」「事業所内保育所」「川崎市が認定した認可外保育施設」では「子

育てをしている方が現在就労している」が約 90％と最も多い。 

■就学前子ども(MA) 

56.8

55.8

1.7

0.4

1.1

0.2

3.2

1.5

1.1

1.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

N=3700

子どもの教育や発達のため

子育てをしている方が
現在就労している

子育てをしている方が就労の
予定がある、または求職中である

子育てをしている方が
家族・親族などを介護している

子育てをしている方が
病気や障害がある

子育てをしている方が学生である

子育てをしている方が妊娠中
である又は出産後間もない

子どもの障害のため

その他

無回答

■利用事業別の理由 

合計
（N)

子どもの教
育や発達の
ため(%)

子育てをし
ている方が
現在就労し
ている(%)

子育てをし
ている方が
就労の予定
がある、また
は求職中で
ある(%)

子育てをし
ている方が
家族・親族
などを介護し
ている(%)

子育てをし
ている方が
病気や障害
がある(%)

子育てをし
ている方が
学生である
(%)

子育てをし
ている方が
妊娠中であ
る又は出産
後間もない
(%)

子どもの障
害のため(%)

その他(%)

合計(N) 3633 57.8 56.8 1.7 0.4 1.1 0.2 3.3 1.5 1.2

認定こども園 91 52.7 68.1 4.4 0.0 1.1 0.0 2.2 0.0 1.1

幼稚園 1469 98.4 10.0 1.0 0.3 0.3 0.0 1.5 1.5 1.3

認可保育所 1577 25.7 95.0 1.6 0.7 1.6 0.3 4.6 0.5 0.4

事業所内保育所 31 45.2 93.5 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2

家庭保育福祉員 16 12.5 81.3 6.3 0.0 0.0 12.5 12.5 0.0 6.3

居宅訪問型保育 10 60.0 70.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0

幼稚園の預かり保育 174 93.7 47.7 1.7 0.6 0.6 0.6 5.2 0.6 0.6

川崎市が認定した認可外保育施設 272 31.6 87.1 3.7 0.4 1.1 0.7 4.0 1.1 2.9

その他の認可外保育施設 143 49.0 72.7 4.2 0.0 2.1 0.0 6.3 0.7 3.5

幼児園 25 96.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0

障害のある子どものための施設・事業 56 78.6 16.1 1.8 0.0 3.6 0.0 1.8 89.3 3.6

その他 37 67.6 43.2 2.7 0.0 5.4 0.0 0.0 2.7 2.7

＊上位３位を網掛け 

(%) 



33 

（７）定期的な教育・保育の事業を利用していない理由 
現在、定期的な事業を利用していない方の理由については、「親がみているので利用する必要

がない」と「子どもがまだ小さいため」が共に約 40％である。子どもが大きくなったら利用した

いと思う年齢については、「３歳」が 43.1％、「１歳」が 32.1％である。

■就学前子ども(SA) 

38.1 11.8 38.4 6.2

0.6 0.1 2.4 0.3 0.6

1.5

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

N=3186

親がみているので利用する必要がない　　　 祖父母や親戚がみているので利用する必要がない
近所の人や友人・知人がみているので利用する必要がない 教育・保育の事業に空きがない
経済的理由で事業を利用できない　　　　 延長・夜間などの時間帯の条件が合わない
場所や質など、納得できるサービスがない 子どもがまだ小さいため
その他 無回答

ア 子どもが大きくなったら利用したいと思う年齢(SA：子どもがまだ小さいためと答えた方) 

希望する子どもの年齢 合計(N) 全体(%)
1歳 393 32.1
2歳 103 8.4
3歳 527 43.1
4歳 141 11.5
5歳 11 0.9
6歳 0 0.0
7歳 1 0.1
8歳以上 4 0.3
無回答 43 3.5
合計 1223 100

＊上位３位を網掛け 
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（８）定期的な教育・保育の事業の今後の利用希望について 
定期的な事業を利用している方は更なる利用希望について、また、利用していない方は今後

の利用希望について聞いた。 

「認可保育所」が 39.5％、「幼稚園」が 35.3％、「幼稚園の預かり保育」が 18.4％、「認定

子ども園」が 15.3％である。 

年齢別でみると０・１・２歳で「認可保育所」、「幼稚園」、「認定子ども園」の利用希望が

多い。また、「幼稚園の預かり保育」については０～５歳までの全年齢において 20％前後の希望

がある。３・４・５歳では既に事業を利用しているため、「特にない」が多い。 

世帯就労別でみると、「フルタイムで共働き」では「認可保育所」が 61.7％と最も多く、次い

で「認定こども園」21.0％である。「パートを含む共働き」では「認可保育所」が 44.5％と最も

多く、次いで「幼稚園」22.9％である。「専業主婦（夫）」「ともに無業」では、いずれも「幼稚

園」が最も多く、次いで「認可保育所」「幼稚園の預かり保育」である。 

■就学前子ども(MA) 

15.3

35.3

39.5

2.6

2.2

3.2

18.4

6.7

2.6

1.1

0.8

2.1

23.5

3.1

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

N=6969

認定こども園

幼稚園

認可保育所

事業所内保育所

家庭保育福祉員

居宅訪問型保育

幼稚園の預かり保育
川崎市が認定した
認可外保育施設

その他の認可外保育施設

幼児園
障害のある子どもの
ための施設・事業

その他

特にない

無回答

■年齢別の利用したい定期的な教育・保育の事業

合計
（N)

認定
こども園
(%)

幼稚園(%)
認可

保育所(%)
事業所内
保育所(%)

家庭保育
福祉員(%)

居宅訪問
型保育(%)

幼稚園の
預かり保
育(%)

川崎市が
認定した
認可外保
育施設(%)

その他の
認可外保
育施設(%)

幼児園(%)

障害のあ
る子ども
のための
施設・事

その他(%)
特にない
(%)

非該当(%)

合計 6683 15.8 36.4 40.8 2.7 2.2 3.3 18.9 6.9 2.7 1.1 0.9 2.2 24.2 0.0

0歳 2116 24.1 42.9 66.3 4.6 2.9 2.3 15.0 15.0 6.1 1.1 0.4 1.2 6.1 0.0

1歳 1129 15.6 48.2 44.4 2.6 2.2 3.4 20.6 6.0 2.3 1.4 1.1 3.0 16.5 0.0

2歳 1051 14.6 54.4 33.8 1.1 1.2 3.6 22.5 3.8 1.2 1.0 0.9 1.6 16.6 0.0

3歳 823 10.1 20.0 22.5 1.7 2.2 5.1 22.8 2.1 0.9 1.5 1.0 4.4 39.9 0.1

4歳 803 8.7 15.8 18.7 1.0 1.9 3.7 19.4 1.2 0.5 0.5 1.4 2.5 48.7 0.0

5歳 761 7.9 15.8 17.9 2.9 2.2 3.0 17.6 1.3 0.3 0.9 1.3 2.0 54.0 0.0

■世帯就労別の利用したい定期的な教育・保育の事業

合計(N)
認定
こども園
(%)

幼稚園(%)
認可

保育所(%)
事業所内
保育所(%)

家庭保育
福祉員(%)

居宅訪問
型保育(%)

幼稚園の
預かり保
育(%)

川崎市が
認定した
認可外保
育施設(%)

その他の
認可外保
育施設(%)

幼児園(%)

障害のあ
る子ども
のための
施設・事
業(%)

その他(%)
特にない
(%)

非該当(%)

合計 6618 15.9 36.4 40.7 2.7 2.2 3.3 19.0 6.9 2.8 1.1 0.8 2.2 24.3 0.0

フルタイムで共働き 1698 21.0 10.8 61.7 3.3 2.4 4.8 7.2 13.5 4.9 0.5 0.5 3.2 24.1 0.0

パートを含む共働き 1583 16.1 22.9 44.5 2.6 2.4 3.9 16.0 4.8 2.5 1.2 0.6 3.1 30.3 0.1

専業主婦（夫） 3277 13.1 56.0 28.1 2.4 2.0 2.2 26.4 4.5 1.8 1.3 1.1 1.3 21.7 0.0

ともに無業 60 15.0 46.7 36.7 1.7 5.0 0.0 28.3 8.3 1.7 3.3 1.7 3.3 16.7 0.0

＊上位３位を網掛け 

＊事業番号が未記入で判別できない場合や、問４－８と問４－９でそれぞれ異なる事業を選択した場合等を非該当として集計した。そ

のため、各事業の件数が合致しないことがある。 

(%) 
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（９）定期的な教育・保育の事業の希望日数・希望時間 
希望日数でみると、「幼稚園」「認定こども園」「認可保育所」で「５日」が最も多く、「居宅

訪問型保育」「障害のある子どものための施設事業」が「１日」の希望が最も多い。 

希望時間でみると、「幼稚園」が４～８時間に集中しており、「認定こども園」「認可保育所」

が８～12時間に集中している。「居宅訪問型保育」「幼稚園の預かり保育」が２～４時間に集中し

ている。 

ア 希望する事業別の希望日数 

■就学前子ども(MA) 

合計(N) 1日(%) 2日(%) 3日(%) 4日(%) 5日(%) 6日(%) 7日(%)

合計 8358 7.0 3.7 7.0 3.8 75.7 2.8 0.1

認定こども園 1000 1.4 1.7 5.4 4.3 84.1 3.0 0.1

幼稚園 2295 1.2 0.6 2.5 2.4 91.7 1.5 0.0

認可保育所 2619 2.3 1.1 5.3 4.3 82.4 4.5 0.2

事業所内保育所 171 4.7 3.5 7.6 4.1 76.6 2.9 0.6

家庭保育福祉員 133 25.6 11.3 17.3 5.3 38.3 1.5 0.8

居宅訪問型保育 191 51.8 14.7 13.6 1.0 17.8 0.5 0.5

幼稚園の預かり保育 1124 22.8 14.9 19.0 4.3 37.6 1.3 0.2

川崎市が認定した認可外保育施設 437 3.4 2.3 6.6 5.7 78.0 3.9 0.0

その他の認可外保育施設 174 8.0 1.7 7.5 6.3 72.4 4.0 0.0

幼児園 59 6.8 5.1 8.5 1.7 74.6 3.4 0.0

障害のある子どものための施設・事業 54 42.6 18.5 7.4 0.0 31.5 0.0 0.0

非該当 101 25.7 5.0 5.9 5.9 53.5 3.0 1.0

＊上位３位を網掛け 

イ 希望する事業別の希望時間数 

■就学前子ども(MA) 

合計 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
(%)

13時間
(%)

14時間
以上(%)

合計 8235 1.0 3.4 5.5 5.8 10.7 10.3 5.7 8.8 11.8 16.8 12.2 5.5 2.2 0.3

認定こども園 989 0.2 0.5 1.5 2.2 3.4 4.6 5.6 11.1 16.5 25.5 17.3 8.0 3.4 0.2

幼稚園 2244 0.1 0.4 1.0 8.9 31.2 27.5 9.4 7.6 5.6 4.9 2.5 0.7 0.3 0.0

認可保育所 2599 0.2 0.4 0.6 0.7 2.0 3.2 4.8 10.4 16.9 27.5 20.2 8.9 3.8 0.5

事業所内保育所 168 0.0 1.2 2.4 1.8 0.0 4.8 5.4 17.3 22.6 20.2 16.1 4.8 1.8 1.8

家庭保育福祉員 131 4.6 11.5 5.3 12.2 6.1 6.1 3.8 9.2 16.0 6.9 9.9 6.9 0.8 0.8

居宅訪問型保育 185 9.7 17.8 19.5 10.8 6.5 7.0 3.8 7.6 4.9 2.2 7.6 1.6 0.5 0.5

幼稚園の預かり保育 1099 3.2 17.7 30.2 15.7 4.0 3.4 2.4 4.4 5.7 5.6 4.8 2.2 0.7 0.1

川崎市が認定した認可外保育施設 436 0.2 0.7 1.1 0.9 1.1 4.4 3.4 8.7 14.9 26.8 21.6 11.7 3.9 0.5

その他の認可外保育施設 174 0.6 2.9 1.1 2.3 2.9 2.3 2.9 6.3 12.1 27.0 23.6 10.9 4.0 1.1

幼児園 59 1.7 0.0 3.4 6.8 15.3 11.9 11.9 16.9 13.6 13.6 0.0 1.7 1.7 1.7

障害のある子どものための施設・事業 53 7.5 9.4 5.7 20.8 18.9 11.3 3.8 9.4 7.5 1.9 3.8 0.0 0.0 0.0

非該当 98 5.1 2.0 8.2 4.1 1.0 5.1 5.1 6.1 14.3 22.4 10.2 13.3 3.1 0.0

＊上位５位を網掛け 

＊事業番号が未記入で判別できない場合や、問４－８と問４－９でそれぞれ異なる事業を選択した場合等を非該当として集計し

た。そのため、各事業の件数が合致しないことがある。 
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事業別の開始時間でみると、「幼稚園」では 7:31～10:00（「幼稚園の預かり保育」は 13：31

～15：00）に集中しており、「認定こども園」「認可保育所」では 6:31～9:00 の辺りに集中して

いる。実際の利用状況に比べて、希望の開始時間が 30分程早まっている。 

事業別の終了時間でみると、「幼稚園」では 13：31～18:00（「幼稚園の預かり保育」は「16：

31～19：00」）に集中しており、「認可保育所」では 16:31～20:00、「認定こども園」では 15:31

～20:00 に集中している。実際の利用状況に比べて、希望の終了時間が１時間程遅くなってい

る。 

■就学前子ども(MA) 

（開始時間） 

合計(N)
～

6:30(%)
6:31～
7:00(%)

7:01～
7:30(%)

7:31～
8:00(%)

8:01～
8:30(%)

8:31～
9:00(%)

9:01～
9:30(%)

9:31～
10:00(%)

10:01～
10：
30(%)

10:31～
11:00(%)

11:01～
11：
30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
(%)

合計 8255 0.3 9.6 10.7 23.3 9.7 28.8 1.5 4.1 121.1 0.2 363.4 0.4 0.0 0.4 0.2 6.2 0.8 2.2 1.5

認定こども園 990 0.3 14.8 16.4 30.0 11.4 21.2 1.1 3.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.0 0.2 0.2 0.1

幼稚園 2257 0.0 1.6 2.7 14.8 12.2 58.8 3.5 5.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0

認可保育所 2601 0.4 15.9 17.2 33.6 11.0 18.4 0.6 2.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.2

事業所内保育所 169 1.2 7.1 14.8 28.4 14.2 23.7 1.2 5.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.6 1.2

家庭保育福祉員 132 0.0 11.4 5.3 18.2 9.8 15.9 0.0 13.6 0.0 1.5 0.0 2.3 0.0 1.5 0.8 5.3 3.0 1.5 9.8

居宅訪問型保育 186 0.5 4.8 2.2 7.5 1.1 15.6 1.1 13.4 0.5 1.1 0.0 3.2 0.0 2.7 1.1 5.9 0.0 4.3 34.9

幼稚園の預かり
保育

1099 0.1 2.5 4.4 9.7 1.7 9.5 0.4 2.5 0.0 0.5 0.2 1.4 0.0 2.1 1.4 42.3 4.8 14.0 2.7

川崎市が認定した
認可外保育施設

436 0.7 18.6 17.9 31.4 9.6 16.7 1.1 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.2

その他の認可外
保育施設

174 1.1 19.5 21.8 27.6 6.9 16.7 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.1 0.6

幼児園 59 0.0 5.1 5.1 18.6 8.5 50.8 5.1 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.0 0.0

障害のある子ど
ものための施設・
事業

53 0.0 0.0 1.9 9.4 5.7 30.2 1.9 35.8 0.0 1.9 0.0 1.9 0.0 0.0 1.9 1.9 0.0 5.7 0.0

非該当 99 1.0 15.2 7.1 29.3 6.1 23.2 1.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 4.0 0.0

（終了時間） 

合計(N)
～

11:00(%)
11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
15:30(%)

15:31～
16:00(%)

16:01～
16:30(%)

16:31～
17:00(%)

17:01～
17:30(%)

17:31～
18:00(%)

18:01～
18:30(%)

18:31～
19:00(%)

19:01～
19:30(%)

19:31～
20:00(%)

20:01～
(%)

合計 8255 0.4 0.1 1.0 0.0 1.5 0.3 10.7 0.8 10.9 0.5 6.4 1.1 16.7 3.6 23.6 4.5 10.5 1.3 5.0 1.2

認定こども園 990 0.5 0.0 0.8 0.0 0.9 0.1 3.1 0.3 5.1 0.3 6.2 0.9 16.8 4.2 32.2 5.8 13.5 1.4 7.1 0.8

幼稚園 2246 0.1 0.2 1.0 0.1 3.6 0.8 33.7 2.8 28.5 1.1 7.3 0.7 8.5 1.2 6.5 1.2 1.9 0.1 0.6 0.1

認可保育所 2600 0.4 0.0 0.5 0.0 0.5 0.1 1.2 0.0 3.5 0.2 5.2 1.1 16.1 4.9 31.8 6.7 17.1 2.0 7.4 1.3

事業所内保育所 168 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 3.0 0.6 6.0 1.2 23.2 6.5 27.4 4.8 14.9 1.2 6.5 1.8

家庭保育福祉員 131 0.8 0.0 3.8 0.0 4.6 0.0 5.3 0.0 8.4 0.0 5.3 0.0 22.1 3.8 19.1 2.3 13.7 2.3 6.1 2.3

居宅訪問型保育 185 2.2 0.0 3.2 0.0 1.1 0.0 5.9 0.0 8.1 0.0 8.1 0.0 11.9 3.2 13.0 3.2 10.3 1.6 13.0 15.1

幼稚園の預かり
保育

1114 0.5 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 1.2 0.0 3.9 0.2 8.8 2.3 35.3 4.2 28.7 3.2 6.6 0.8 2.4 1.0

川崎市が認定した
認可外保育施設

436 0.7 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 4.4 0.5 3.9 1.1 13.8 4.4 31.9 8.0 16.3 2.8 9.2 1.4

その他の認可外
保育施設

174 0.6 0.0 1.7 0.6 1.7 0.6 1.1 0.0 2.3 0.6 4.0 0.6 12.1 1.7 33.9 11.5 13.8 1.1 10.3 1.7

幼児園 59 0.0 0.0 1.7 0.0 3.4 0.0 15.3 1.7 16.9 0.0 6.8 1.7 20.3 8.5 18.6 0.0 1.7 0.0 1.7 1.7

障害のある子ど
ものための施設・
事業

53 0.0 0.0 13.2 0.0 1.9 0.0 28.3 0.0 15.1 1.9 7.5 0.0 17.0 3.8 3.8 1.9 5.7 0.0 0.0 0.0

非該当 99 2.0 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 2.0 5.1 0.0 13.1 5.1 31.3 2.0 12.1 6.1 8.1 2.0

＊上位５位を網掛け 

＊事業番号が未記入で判別できない場合や、問４－８と問４－９でそれぞれ異なる事業を選択した場合等を非該当として集計し

た。そのため、各事業の件数が合致しないことがある。 
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（10）利用したい定期的な教育・保育の事業の希望する実施場所 
「住んでいる区内」が88.3％である。住んでいる区外を利用したい場合は、「中原区」が27.3％、

「高津区」が 22.1％であった。 

■就学前子ども(SA) 

88.3 3.3 3.5 5.0

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

N=5251

住んでいる区内 住んでいる区外 他の市区町村 無回答

ア 住んでいる区外を利用したい場合 

■就学前子ども(SA) 

7.6 27.3 22.17.6 15.7 8.1 5.2 6.4

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

N=172

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 無回答

イ 他の市町村を利用している場合 

東京都（世田谷区、目黒区、大田区） 

横浜市（青葉区、都筑区、港北区） 

町田市、調布市、多摩市、稲城市 

（11）利用したい定期的な教育・保育施設の実施場所を選んだ理由 
「自宅から近いから」が 70.2％であり、「利便性と教育・保育の内容がよいから」が 8.8％で

ある。 

■就学前子ども(SA) 

70.2 5.1 4.8 8.8 5.8

3.2 2.1

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

N=5251

自宅から近いから 通勤経路等の最寄駅に近いから　 通園バスが使えるから

教育・保育の内容がよいから 利便性と教育・保育の内容がよいから その他

無回答
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（12）特別なサポートを希望する内容 
利用したい教育・保育の事業で、子どもへの特別なサポートを望む場合、どのようなサポート

があればよいかを聞いた。 

■就学前子ども（自由記述） 

・教育・保育施設内での教育の充実（課外授業、語学（英会話）、運動、食育、音楽等） 

・保育施設でも教育を受けられると良い 

・教育・保育施設の職員による学習指導（語学、音楽、習字等） 

・食事、着替え、トイレといった日常生活の指導、しつけ 

・教育・保育施設の預かり時間内に利用できる習い事の紹介、情報提供 

・子どもを定期的に通わせることのできるスクール、施設等があればよい 

・教育・保育施設の受け入れ時間の拡大 

・夕方以降も対応の延長保育、休日の受け入れの充実 

・突発的な事情（親の残業、急用等）の際の延長保育の充実 

・親の就労時間に合わせた選択方式のカリキュラムがあるとよい 

・長期休暇中の預かり保育 

・長期休暇中の課外授業、宿泊保育、イベント（単発的なもの） 

・病児保育、病後児保育の充実 

・病児受け入れ施設、支援の情報提供、ホームページ等で調べても把握できない場合が多く、

利用したい施設を選べない 

・子どもが病気で、親が仕事を長期的に休む際のサポート 

・教育・保育施設の増設、受け入れ数拡大、待機児童の解消 

・施設利用料の減額、費用補助、平日の日中無料化等 
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５ 地域子育て支援センター等の地域の子育て支援事業の利用状況について 

（１）現在の地域子育て支援センターの利用有無 
「利用している」が 25.8％である。年齢別でみると、「０歳」「１歳」では「利用している」が

約 40％と多く、３歳以上では「利用していない」が約 90％である。 

年齢別の利用回数でみると、全年齢において、１週間あたり、１か月あたり共に１～３回に集

中している。 

■就学前子ども(SA) 

25.8 73.2 1.0

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

N=6969

利用している 利用していない 無回答

■年齢別の利用有無
合計（N) 利用している(%) 利用していない(%)

合計 6826 26.2 73.8

0歳 2138 40.5 59.5

1歳 1137 36.5 63.5

2歳 1087 22.7 77.3

3歳 844 12.7 87.3

4歳 826 10.3 89.7

5歳 794 8.2 91.8

＊最大値を網掛け 

■年齢別の利用回数

（１週あたり） 

合計
（N)

1回(%) 2回(%) 3回(%) 4回(%) 5回(%) 6回(%) 7回(%)

合計 629 48.5 23.5 18.9 5.6 3.2 0.3 0.0

0歳 368 44.3 24.5 22.3 5.4 3.3 0.3 0.0

1歳 135 53.3 21.5 17.8 5.2 2.2 0.0 0.0

2歳 73 60.3 19.2 9.6 8.2 2.7 0.0 0.0

3歳 25 44.0 28.0 8.0 8.0 8.0 4.0 0.0

4歳 11 72.7 9.1 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0

5歳 14 42.9 42.9 7.1 0.0 7.1 0.0 0.0

（１か月あたり） 

合計
（N)

1回(%) 2回(%) 3回(%) 4回(%) 5回(%)
6～10回
(%)

11～15回
(%)

16～20回
(%)

21回以上
(%)

合計 1246 42.8 28.2 15.6 5.0 2.5 4.3 1.0 0.6 0.0

0歳 547 35.6 30.0 19.6 6.2 1.8 4.6 1.6 0.5 0.0

1歳 302 39.1 31.1 16.6 4.0 2.6 4.6 1.0 1.0 0.0

2歳 184 50.0 23.9 12.0 4.9 4.9 3.3 0.5 0.5 0.0

3歳 86 65.1 17.4 7.0 4.7 0.0 4.7 0.0 1.2 0.0

4歳 68 58.8 25.0 10.3 1.5 2.9 1.5 0.0 0.0 0.0

5歳 49 55.1 28.6 4.1 2.0 4.1 6.1 0.0 0.0 0.0

＊上位３位を網掛け 
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（２）今後の地域子育て支援センターの利用希望 
「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」

を合わせると 34.0％である。 

年齢別の利用希望回数については、現在、利用していないが、今後利用したい方（新規で利用

したいと答えた方）は、１週間あたり「１回」が全年齢において最も多く、また、１か月あたり

１～３回に集中している。 

すでに利用しているが、今後利用をさらに増やしたい方（さらに利用を増やしたいと答えた方）

は、１週間あたり「１回」が全年齢において最も多く、また、１か月あたり２～４回に集中して

いる。 

■就学前子ども(SA) 

21.4 12.6 56.9 9.1

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

N=6969

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

■年齢別の利用希望(SA) 

合計
（N)

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(%)

合計 6267 23.5 13.9 62.6

0歳 2014 36.3 24.2 39.5

1歳 1034 20.7 17.2 62.1

2歳 983 17.8 10.0 72.2

3歳 770 16.6 6.1 77.3

4歳 744 15.6 4.6 79.8

5歳 722 15.2 3.7 81.0

＊最大値を網掛け

■年齢別の利用希望回数（現在、利用していないが、今後利用したい方）

（１週あたり） 

合計
（N)

1回(%) 2回(%) 3回(%) 4回(%) 5回(%) 6回(%) 7回(%)

合計 799 61.3 24.9 10.1 1.3 2.0 0.4 0.0

0歳 439 62.6 25.7 8.9 1.4 0.9 0.5 0.0

1歳 103 60.2 25.2 11.7 0.0 2.9 0.0 0.0

2歳 93 57.0 24.7 16.1 0.0 2.2 0.0 0.0

3歳 56 67.9 25.0 5.4 1.8 0.0 0.0 0.0

4歳 43 62.8 20.9 11.6 0.0 4.7 0.0 0.0

5歳 54 53.7 18.5 11.1 5.6 9.3 1.9 0.0

（１か月あたり） 

合計
（N)

1回(%) 2回(%) 3回(%) 4回(%) 5回(%)
6～10回
(%)

11～15回
(%)

16～20回
(%)

21回以上
(%)

合計 1003 28.5 30.8 13.5 11.5 4.3 8.3 1.9 0.7 0.6

0歳 463 22.0 33.5 15.6 13.2 3.9 8.9 1.9 0.6 0.4

1歳 145 33.8 35.2 5.5 11.0 2.8 9.0 1.4 0.7 0.7

2歳 117 33.3 27.4 15.4 7.7 6.0 7.7 1.7 0.9 0.0

3歳 98 35.7 23.5 15.3 11.2 5.1 8.2 1.0 0.0 0.0

4歳 89 32.6 32.6 13.5 9.0 2.2 6.7 2.2 0.0 1.1

5歳 76 39.5 22.4 7.9 9.2 5.3 6.6 3.9 2.6 2.6

＊上位３位を網掛け 
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■年齢別の利用希望（既に利用しており、今後利用をさらに増やしたい方） 

（１週あたり） 

合計
（N)

1回(%) 2回(%) 3回(%) 4回(%) 5回(%) 6回(%) 7回(%)

合計 435 52.6 25.7 14.0 3.9 2.5 0.9 0.2

0歳 262 50.4 28.2 13.4 3.1 3.4 1.1 0.4

1歳 91 52.7 22.0 18.7 5.5 1.1 0.0 0.0

2歳 46 58.7 21.7 17.4 2.2 0.0 0.0 0.0

3歳 14 71.4 21.4 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0

4歳 10 60.0 30.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0

5歳 11 54.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 0.0

（１か月あたり） 

合計
（N)

1回(%) 2回(%) 3回(%) 4回(%) 5回(%)
6～10回
(%)

11～15回
(%)

16～20回
(%)

21回以上
(%)

合計 496 10.5 31.9 20.8 15.1 8.1 11.1 2.0 0.4 0.2

0歳 271 8.5 29.9 18.8 14.8 11.1 13.7 2.2 0.7 0.4

1歳 93 10.8 30.1 30.1 11.8 2.2 11.8 3.2 0.0 0.0

2歳 56 10.7 41.1 16.1 19.6 7.1 5.4 0.0 0.0 0.0

3歳 33 21.2 36.4 15.2 18.2 6.1 0.0 3.0 0.0 0.0

4歳 23 17.4 30.4 17.4 21.7 4.3 8.7 0.0 0.0 0.0

5歳 16 12.5 37.5 25.0 12.5 6.3 6.3 0.0 0.0 0.0

＊上位３位を網掛け 

（３）地域子育て支援センターを利用していない理由 
「保育所や幼稚園を定期的に利用している」が 43.4％であり、次いで「施設の内容や利用方法

がわからない」が 20.6％、「特に利用する必要性を感じない」が 19.1％である。 

■就学前子ども(MA) 

43.4

13.6

20.6

6.2

11.0

4.1

4.0

19.1

15.3

13.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

N=5104

保育所や幼稚園などを
定期的に利用している

自宅から遠い

施設の内容や利用方法
がわからない

施設の利用対象になる
のかがわからない

子どもの年齢が大きく、
室内では遊びづらい

施設が混んでいる

施設の雰囲気が合わない

特に利用する必要性
を感じない

その他

無回答

(%) 

■その他の記入例 

・まだ子どもが小さいため 

・どこにあるか分からない 

・情報がないため 

・開館日や時間が子どもの生活リ

ズムや予定とあわない 

・土日祝の使用が不可能のため 

・施設内容が充実していない 
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（４）各事業の認知度、利用有無及び利用時の満足度、今後の利用意向 

ア 知っている事業について（認知度） 

知っている事業については、「妊婦健診費用助成」86.1％、「かわさきし子育てガイドブック」

85.8％、「新生児訪問」83.4％の順に割合が多くなっている。

■就学前子ども(SA) 

29.6

31.5

47.1

83.4

58.0

5.5

86.1

45.1

85.8

39.9

62.4

35.4

22.7

71.1

26.9

12.1

9.9

64.8

62.9

46.7

8.9

35.9

89.0

6.0

50.5

8.7

55.3

31.9

60.0

72.9

26.0

68.8

83.7

86.0

5.6

5.7

6.2

7.6

6.1

5.4

7.9

4.4

5.5

4.7

5.7

4.6

4.5

2.9

4.3

4.2

4.2

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

１．ふれあい子育てサポート事業

２．幼稚園における子育て支援事業

３．保育所における地域活動事業

４．新生児訪問

５．こんにちは赤ちゃん訪問

６．養育支援訪問事業

７．妊婦健診費用助成

８．産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業

９．かわさきし子育てガイドブック

10．かわさきし子育て応援ナビ

11．子育てサロン・赤ちゃん広場

12．子育てサークルへの支援

13．地域子育て自主グループへの支援

14．マタニティマークの普及啓発

15．地域療育センター

16．児童発達支援事業所

17．障害児・者一時預かり

はい いいえ 無回答

N=6969Ａ.知っている
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イ 利用したことがある事業について（利用状況） 

利用したことがある事業については、「妊婦健診費用助成」82.0％、「新生児訪問」66.9％、「か

わさきし子育てガイドブック」62.6％の順に割合が多くなっている。 

■就学前子ども(SA) 

6.8

9.8

20.5

66.9

27.3

82.0

2.2

62.6

22.3

32.5

6.3

3.3

4.4

59.9

57.1

50.5

20.7

49.3

58.8

7.7

68.6

21.5

47.3

45.8

62.7

63.1

62.1

62.6

62.6

33.3

33.2

29.1

12.4

23.4

40.6

10.3

29.2

15.9

30.3

21.7

31.0

33.6

33.5

36.8

37.2

0.6

0.6

0.2

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

１．ふれあい子育てサポート事業

２．幼稚園における子育て支援事業

３．保育所における地域活動事業

４．新生児訪問

５．こんにちは赤ちゃん訪問

６．養育支援訪問事業

７．妊婦健診費用助成

８．産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業

９．かわさきし子育てガイドブック

10．かわさきし子育て応援ナビ

11．子育てサロン・赤ちゃん広場

12．子育てサークルへの支援

13．地域子育て自主グループへの支援

14．マタニティマークの普及啓発

15．地域療育センター

16．児童発達支援事業所

17．障害児・者一時預かり

はい いいえ 無回答

N=6969Ｂ.利用したことがある

＊14.マタニティマークの普及啓発については、Ｂ．利用したことがあるについては対象外
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ウ 利用した際の満足度 

 各事業について利用したことがある方の利用した際の満足度については、「満足」「やや満足」

を合わせると、「妊婦健診費用助成」が 14.5％と最も多く、次いで、「障害児・者一時預かり」12.5％、

「産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業」11.6％、「かわさきし子育て応援ナビ」が 8.4％であっ

た。 

 一方、「不満」の割合が多い事業は、「新生児訪問」47.3％、「こんにちは赤ちゃん訪問」38.6％、

「幼稚園における子育て支援事業」が 38.1％であった。 

■就学前子ども(SA) 

2.1

3.6

4.5

2.6

2.9

4.8

2.9

2.6

3.2

4.3

0.0

10.9

7.1

2.3

6.5

5.4

3.4

5.2

5.5

12.5

32.1

21.8

29.2

22.8

30.7

15.0

16.3

17.5

37.9

39.6

32.7

30.4

24.9

23.3

16.3

18.8

34.0

33.9

32.3

23.4

20.9

30.0

30.7

27.3

32.1

31.3

33.7

31.7

30.1

32.4

34.9

6.3

26.0

38.1

32.6

47.3

38.6

30.0

34.8

37.0

23.5

17.7

23.8

27.9

29.7

30.7

27.9

37.5

2.3

2.5

2.7

2.1

3.4

17.5

3.8

6.5

3.6

3.0

3.0

5.7

7.4

5.2

11.6

25.0

1.4

0.9

0.6

7.5

1.3

0.5

0.7

0.8

1.9

0.0

0.0

9.3

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

１．ふれあい子育てサポート事業

２．幼稚園における子育て支援事業

３．保育所における地域活動事業

４．新生児訪問

５．こんにちは赤ちゃん訪問

６．養育支援訪問事業

７．妊婦健診費用助成

８．産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業

９．かわさきし子育てガイドブック

10．かわさきし子育て応援ナビ

11．子育てサロン・赤ちゃん広場

12．子育てサークルへの支援

13．地域子育て自主グループへの支援

14．マタニティマークの普及啓発

15．地域療育センター

16．児童発達支援事業所

17．障害児・者一時預かり

満足 やや満足 ふつう やや不満 不満 無回答

N=6969利用した満足度

＊14.マタニティマークの普及啓発については、利用したことがある方の満足度については対象外



45 

エ 今後利用したい事業について 

 今後利用したい事業については、「かわさきし子育てガイドブック」40.3％、「妊婦健診費用助

成」38.5％、「かわさきし子育て応援ナビ」34.8％の順に割合が多くなっている。 

■就学前子ども(SA) 

24.4

29.8

29.9

26.4

19.2

8.4

38.5

19.5

40.3

34.8

29.5

18.5

13.8

12.2

9.6

6.3

32.8

26.7

26.3

20.8

32.9

44.6

9.8

38.1

10.9

19.1

26.0

37.6

42.0

41.6

43.9

47.0

42.8

43.4

43.8

52.7

47.9

47.0

51.7

42.5

48.8

46.1

44.5

43.9

44.1

46.2

46.5

46.8

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

１．ふれあい子育てサポート事業

２．幼稚園における子育て支援事業

３．保育所における地域活動事業

４．新生児訪問

５．こんにちは赤ちゃん訪問

６．養育支援訪問事業

７．妊婦健診費用助成

８．産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業

９．かわさきし子育てガイドブック

10．かわさきし子育て応援ナビ

11．子育てサロン・赤ちゃん広場

12．子育てサークルへの支援

13．地域子育て自主グループへの支援

14．マタニティマークの普及啓発

15．地域療育センター

16．児童発達支援事業所

17．障害児・者一時預かり

はい いいえ 無回答

N=6969Ｃ.今後利用したい

＊14.マタニティマークの普及啓発については、Ｃ．今後利用したいものについては対象外
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６ 土･日曜日や長期休暇中の定期的な教育・保育の事業等の利用について 

（１）土曜日の教育・保育の事業等の利用状況 
「ほぼ毎週利用している」「月に１～２回は利用している」をあわせて、7.4％である。 

「ほぼ毎週利用している」「月に１～２回は利用している」共に、開始時間については 6：31～9：

00、終了時間については 16：31～19：00 に集中している。 

年齢別にみると、０歳では「利用していない」96.9％であり、１～５歳では「ほぼ毎週利用し

ている」「月に１～２回は利用している」をあわせて、約 10％である。 

世帯就労別にみると、「ほぼ毎週利用している」「月に１～２回は利用している」をあわせて、「フ

ルタイムで共働き」で 14.7％、「パートを含む共働き」で 12.8％である。 

■就学前子ども(SA) 

3.0 

4.4 91.6 1.1 

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

N=6969

ほぼ毎週利用している 月に１～２回は利用している 利用していない 無回答

■開始時間と終了時間(SA) 

開始時間
合計
(N)

～
6:30(%)

6:31～
7:00(%)

7:01～
7:30(%)

7:31～
8:00(%)

8:01～
8:30(%)

8:31～
9:00(%)

9:01～
9:30(%)

9:31～
10:00(%)

10:01～
10:30(%)

10:31～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
(%)

ほぼ毎週 204 0.0 4.9 11.3 27.0 20.6 28.4 3.4 2.9 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

月に１～２回 301 0.3 6.6 13.6 30.2 19.3 23.3 3.0 2.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

終了時間
合計
(N)

～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
15:30(%)

15:31～
16:00(%)

16:01～
16:30(%)

16:31～
17:00(%)

17:01～
17:30(%)

17:31～
18:00(%)

18:01～
18:30(%)

18:31～
19:00(%)

19:01～
19:30(%)

19:31～
20:00(%)

20:01～
(%)

ほぼ毎週 206 0.0 0.0 0.5 0.0 2.5 2.0 0.0 1.5 1.0 3.4 4.9 1.5 17.2 13.7 32.4 7.4 8.8 1.0 2.5 0.0

月に１～２回 301 0.6 5.0 4.0 1.3 1.0 0.7 1.3 0.3 6.0 0.7 4.7 2.0 13.6 9.0 35.2 5.0 7.6 0.7 0.7 0.7

＊上位５位を網掛け 

■年齢別の利用状況 

合計(N)
ほぼ毎週利
用している
(%)

月に１～２回
は利用して
いる(%)

利用してい
ない(%)

合計 6820 3.0 4.5 92.6
0歳 2114 1.2 1.9 96.9
1歳 1136 3.4 5.4 91.2
2歳 1085 4.5 5.1 90.4
3歳 853 3.6 6.7 89.7
4歳 835 3.2 5.7 91.0
5歳 797 4.0 5.4 90.6

■世帯就労別の利用状況 

合計(N)
ほぼ毎週利
用している
(%)

月に１～２回
は利用して
いる(%)

利用してい
ない(%)

合計 6753 3.0 4.5 92.5
フルタイムで共働き 1724 6.1 8.6 85.2
パートを含む共働き 1631 5.6 7.2 87.2
専業主婦（夫） 3336 0.2 1.1 98.7
ともに無業 62 0.0 0.0 100.0

＊最大値を網掛け 
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（２）日曜日・祝日の教育・保育の事業等の利用状況 
「ほぼ毎週利用している」「月に１～２回は利用している」をあわせても 0.5％であり、「利用し

ていない」が 85.4％である。 

開始時間については、「ほぼ毎週利用している」で 7：31～10：00、「月に１～２回利用している」

で 7：01～9：00、終了時間については 16：31～20：00 に分布している（件数が少ない為、バラつ

きがある）。 

年齢別や世帯就労別でみると、どの年齢においても「利用していない」がほとんである。 

■就学前子ども(SA) 

0.1 0.4 

85.4 14.1 

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

N=6969

ほぼ毎週利用している 月に１～２回は利用している 利用していない 無回答

■開始時間と終了時間(SA) 

開始時間
合計
(N)

～
6:30(%)

6:31～
7:00(%)

7:01～
7:30(%)

7:31～
8:00(%)

8:01～
8:30(%)

8:31～
9:00(%)

9:01～
9:30(%)

9:31～
10:00(%)

10:01～
10:30(%)

10:31～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
(%)

ほぼ毎週 6 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 33.3 33.3 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

月に１～２回 27 3.7 3.7 11.1 48.1 7.4 11.1 0.0 3.7 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4

終了時間
合計
(N)

～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
15:30(%)

15:31～
16:00(%)

16:01～
16:30(%)

16:31～
17:00(%)

17:01～
17:30(%)

17:31～
18:00(%)

18:01～
18:30(%)

18:31～
19:00(%)

19:01～
19:30(%)

19:31～
20:00(%)

20:01～
(%)

ほぼ毎週 6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0

月に１～２回 27 3.7 0.0 3.7 0.0 3.7 3.7 0.0 0.0 7.4 0.0 0.0 3.7 7.4 3.7 37.0 7.4 0.0 3.7 11.1 3.7

＊上位５位を網掛け 

■年齢別の利用状況 

合計(N)
ほぼ毎週利
用している
(%)

月に１～２回
は利用して
いる(%)

利用してい
ない(%)

合計 5927 0.1 0.5 99.4
0歳 1799 0.0 0.2 99.8
1歳 992 0.2 0.6 99.2
2歳 951 0.1 0.4 99.5
3歳 747 0.0 0.1 99.9
4歳 741 0.3 0.9 98.8
5歳 697 0.1 0.9 99.0

■世帯就労別の利用状況  

合計(N)
ほぼ毎週利
用している
(%)

月に１～２回
は利用して
いる(%)

利用してい
ない(%)

合計 5871 0.1 0.5 99.4
フルタイムで共働き 1507 0.2 1.0 98.8
パートを含む共働き 1436 0.1 0.7 99.2
専業主婦（夫） 2870 0.1 0.1 99.8
ともに無業 58 0.0 0.0 100.0

＊最大値を網掛け 
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（３）休日の教育・保育の事業等を利用している理由 
「月に数回仕事が入るため」が 78.2％で最も多い。 

■就学前子ども(SA) 

78.2

1.3

2.1

1.2

17.7

4.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

N=519

月に数回仕事が入るため

親族の介護や手伝いが
必要なため

親が病気や障害を
もっているため

子どもの障害のため

その他

無回答

■その他の記入例 

・親の仕事、休日出勤のため 

・親の用事のため（通院、介護、冠婚葬祭等） 

・親の気分転換、リフレッシュのため 

・家事等の家の用事をまとめて済ませるため 

(%) 
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（４）土曜日の教育・保育の事業等の利用希望 
「土曜日の教育・保育事業」の利用を希望する人は、「ほぼ毎週利用したい」「月に１～２回は

利用したい」をあわせて 29.1％である。 

開始時間については、「ほぼ毎週利用したい」では 6：31～9：00、「月に１～２回利用したい」

では 7：01～10：00 に集中している。終了時間については「ほぼ毎週利用したい」では 16：31～

20：00、「月に１～２回利用したい」では 14：31～19：00 に集中している。開始・終了時間共に

が幅広い時間帯にわたって希望がある。 

年齢別にみると、全年齢で「ほぼ毎週利用したい」「月に１～２回利用したい」をあわせて約 30％

である。 

世帯就労別にみると、「ほぼ毎週利用したい」「月に１～２回は利用したい」をあわせて、「フル

タイムで共働き」で 40.0％、「パートを含む共働き」で 36.8％である。 

現在の利用状況に比べて、土曜日の利用希望が２割ほど多い傾向にある。 

■就学前子ども(SA) 

6.4 22.7 70.0 0.9 

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

N=6969

ほぼ毎週利用したい 月に１～２回は利用したい 利用する必要はない 無回答

■開始時間と終了時間(SA) 

開始時間
合計
(N)

～
6:30(%)

6:31～
7:00(%)

7:01～
7:30(%)

7:31～
8:00(%)

8:01～
8:30(%)

8:31～
9:00(%)

9:01～
9:30(%)

9:31～
10:00(%)

10:01～
10:30(%)

10:31～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
(%)

ほぼ毎週 429 0.4 10.0 9.8 28.7 14.5 25.4 2.3 4.2 0.5 0.5 0.0 0.9 0.0 1.6 0.2 0.0 0.0 0.2 0.6

月に１～２回 1508 0.5 6.2 6.4 22.9 7.6 38.1 1.2 13.5 0.1 1.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3

終了時間
合計
(N)

～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
15:30(%)

15:31～
16:00(%)

16:01～
16:30(%)

16:31～
17:00(%)

17:01～
17:30(%)

17:31～
18:00(%)

18:01～
18:30(%)

18:31～
19:00(%)

19:01～
19:30(%)

19:31～
20:00(%)

20:01～
(%)

ほぼ毎週 429 0.2 0.2 3.0 0.0 1.4 0.5 3.5 0.5 4.2 0.9 4.9 1.4 14.5 6.5 29.1 5.4 14.9 0.5 6.8 1.6

月に１～２回 1508 0.7 0.7 5.2 0.1 1.8 0.1 5.2 0.2 11.4 0.3 10.6 0.6 24.5 3.4 21.5 2.7 7.2 0.5 2.5 1.0

＊上位５位を網掛け 

■年齢別の利用状況 

合計(N)
ほぼ毎週利
用したい(%)

月に１～２回
は利用した
い(%)

利用する必
要はない(%)

合計 6832 6.4 22.9 70.6
0歳 2135 6.2 22.9 70.9
1歳 1138 5.9 22.7 71.4
2歳 1084 7.6 22.4 70.0
3歳 848 7.1 24.3 68.6
4歳 829 6.0 22.3 71.7
5歳 798 5.9 23.4 70.7

■世帯就労別の利用状況 

合計(N)
ほぼ毎週利
用したい(%)

月に１～２回
は利用した
い(%)

利用する必
要はない(%)

合計 6760 6.4 22.9 70.6
フルタイムで共働き 1737 10.2 29.8 60.0
パートを含む共働き 1617 9.8 27.0 63.1
専業主婦（夫） 3345 2.9 17.3 79.8
ともに無業 61 3.3 26.2 70.5

＊最大値を網掛け 
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（５）日曜日・祝日の教育・保育の事業等の利用希望 
「ほぼ毎週利用したい」「月に１～２回は利用したい」をあわせて 15.9％である。 

開始時間については、「ほぼ毎週利用したい」、「月に１～２回利用したい」共に、6：31～9：00、

終了時間については 14：31～19：00 に渡って希望がある。開始・終了時間共にが幅広い時間帯に

わたって希望がある。 

年齢別にみると、全年齢で「ほぼ毎週利用したい」「月に１～２回利用したい」をあわせて約 20％

である。 

世帯就労別にみると、「ほぼ毎週利用したい」「月に１～２回は利用したい」をあわせて、「フル

タイムで共働き」で 21.5％、「パートを含む共働き」で 19.8％である。 

■就学前子ども(SA) 

2.0 

13.9 79.7 4.3 

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

N=6969

ほぼ毎週利用したい 月に１～２回は利用したい 利用する必要はない 無回答

■開始時間と終了時間(SA) 

開始時間
合計
(N)

～
6:30(%)

6:31～
7:00(%)

7:01～
7:30(%)

7:31～
8:00(%)

8:01～
8:30(%)

8:31～
9:00(%)

9:01～
9:30(%)

9:31～
10:00(%)

10:01～
10:30(%)

10:31～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
(%)

ほぼ毎週 132 1.6 10.6 11.4 27.3 9.8 23.5 4.5 6.8 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 1.5 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8

月に１～２回 927 0.3 7.3 5.1 23.7 7.3 37.4 1.2 13.5 0.0 1.0 0.1 1.3 0.0 1.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2

終了時間
合計
(N)

～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
15:30(%)

15:31～
16:00(%)

16:01～
16:30(%)

16:31～
17:00(%)

17:01～
17:30(%)

17:31～
18:00(%)

18:01～
18:30(%)

18:31～
19:00(%)

19:01～
19:30(%)

19:31～
20:00(%)

20:01～
(%)

ほぼ毎週 132 0.8 0.0 1.5 0.0 0.8 0.0 3.8 0.0 6.8 0.8 6.8 0.8 12.9 3.8 28.8 3.0 15.9 0.8 9.1 3.9

月に１～２回 927 0.1 0.2 2.8 0.0 1.5 0.1 3.0 0.2 9.3 0.4 9.9 0.8 22.7 3.7 26.6 3.7 9.2 0.6 4.1 1.0

＊上位５位を網掛け 

■年齢別の利用状況 

合計(N)
ほぼ毎週利
用したい(%)

月に１～２回
は利用した
い(%)

利用する必
要はない(%)

合計 6596 2.1 14.5 83.3
0歳 2069 2.6 15.4 82.0
1歳 1098 2.7 13.4 83.9
2歳 1045 2.3 13.5 84.2
3歳 815 1.1 15.0 83.9
4歳 799 1.6 12.6 85.7
5歳 770 1.4 16.8 81.8

■世帯就労別の利用状況 

合計(N)
ほぼ毎週利
用したい(%)

月に１～２回
は利用した
い(%)

利用する必
要はない(%)

合計 6530 2.1 14.5 83.4
フルタイムで共働き 1684 3.0 18.5 78.4
パートを含む共働き 1570 2.6 17.2 80.2
専業主婦（夫） 3218 1.4 11.1 87.5
ともに無業 58 3.4 17.2 79.3

＊最大値を網掛け 



51 

（６）休日の教育・保育の事業等を利用したい理由 
「月に数回仕事が入るため」が 53.0％で最も多い。 

■就学前子ども(MA) 

53.0

2.7

2.7

1.5

34.0

12.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

N=2073

月に数回仕事が入るため

親族の介護や手伝いが
必要なため

親が病気や障害を
もっているため

子どもの障害のため

その他

無回答

■その他の記入例 

・親の用事のため（通院、介護、結婚式、習い事、兄弟の出産等） 

・親の気分転換、リフレッシュのため 

・子どもを預けて、掃除や洗濯等の家事を集中してやるため 

・ほかの子どもの世話のため 

・親族等、ほかに預けられないため 

・子どもの教育、子ども同士の交流、社会性を養うため 

・子どもを家にこもりきりにせず、安全で快適な遊び場を提供するため 

(%) 
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（７）幼稚園利用者の夏休みなど長期の休暇期間中の事業の利用状況 
幼稚園利用者のみに、夏休みなどの長期の休暇期間中の利用状況を聞いた。 

利用状況については、「利用している」が 18.0％であり、「利用していない」が 79.0％である。 

■就学前子ども(SA：幼稚園を利用している方) 

18.0 79.0 2.9 

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

N=1496

利用している 利用していない 無回答

ア 利用している曜日・利用時間 

利用している曜日については、いずれも「月～金」の平日が 50％前後と多く、土曜日の利用者

は 1.9％と少ない。 

利用日数別の利用時間をみると、「月～金曜日の３日以内の利用」では、「４時間以上８時間未

満」が 55.7％、「月～金曜日の４日以内の利用」では、「８時間以上 11 時間未満」が 53.5％であ

る。「土曜日の利用あり」では、「８時間以上 11 時間未満」が 80.0％である。利用日数が多い場合

は、利用時間も長い傾向がみられる。 

■就学前子ども(MA：幼稚園を利用している方) 

48.1 

53.0 

41.9 

52.2 

50.0 

1.9 

33.3 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 

N=270

月

火

水

木

金

土

無回答

■利用日数別の利用時間(MA：幼稚園を利用している方) 

合計(N) 4時間未満(%)
4時間以上8時
間未満(%)

8時間以上11
時間未満(%)

11時間以上(%)

合計 176 5.1 45.5 46.6 2.8

月～金曜日の３日以内の利用 70 10.0 55.7 34.3 0.0

月～金曜日の４日以上の利用 101 2.0 40.6 53.5 4.0

土曜日の利用あり 5 0.0 0.0 80.0 20.0

＊上位２位を網掛け

(%) 



53 

イ 利用している事業 

利用している事業については「幼稚園の預かり保育」が 76.7％が最も多い。 

■就学前子ども(MA：幼稚園を利用している方) 

76.7 

10.7 

7.0 

5.9 

3.3 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 

N=270

幼稚園の預かり保育

一時保育

認可外保育施設

その他

無回答

（８）夏休みなど長期の休暇期間中の事業の利用希望 
全員に、夏休みなどの長期の休暇期間中の利用状況を聞いた。 

利用希望については、「利用したい」が 33.1％、「利用したいと思わない」が 37.0％である。 

■就学前子ども(SA) 

33.1 37.0 29.9

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

N=6969

利用したい 利用したいとは思わない 無回答

(%) 
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59.3 

1.3 

1.2 

39.6 

13.7 

2.7 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 

N=2310

長期休業期間中も就労

により休めないため

親族の介護や手

伝いがあるため

保護者が病気や

障害があるため

子ども同士が遊ぶ

機会がほしいため

その他

無回答

ア 利用したい曜日・利用時間 

利用したい曜日については、いずれも「月～金」の平日が 70％台であり、「土曜日」の希望は

18.0％である。 

利用日数別の利用時間をみると、「月～金曜日の３日以内の利用」では、「４時間未満」が 57.6％、

「月～金曜日の４日以内の利用」では、「８時間以上 11時間未満」が 48.9％である。「土曜日の

利用あり」では、「４時間以上８時間未満」が 66.6％である。利用日数が多い場合は、利用時間

も長い傾向がみられる。 

■就学前子ども(MA) 

76.1 

72.8 

74.2 

72.9 

74.8 

18.0 

14.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 

N=2310

月

火

水

木

金

土

無回答

■利用日数別の利用時間 

合計(N) 4時間未満(%)
4時間以上8時
間未満(%)

8時間以上11
時間未満(%)

11時間以上(%)

合計 1564 22.4 59.0 18.6 0.0

月～金曜日の３日以内の利用 66 57.6 37.9 4.5 0.0

月～金曜日の４日以上の利用 562 39.7 48.9 11.4 0.0

土曜日の利用あり 936 9.5 66.6 23.9 0.0

＊上位２位を網掛け 

（９）夏休みなど長期の休暇期間中の事業を利用したい理由 
「長期休業期間中も就労により休めないため」が 59.3％であり、次いで「子ども同士が遊ぶ機

会がほしいため」が 39.6％である。 

■就学前子ども(MA) 

(%) 

(%) 
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７ 子どもが病気の際の対応について 

（１）子どもが病気等で休んだ場合の対応 
就学前子どもには、この１年間に子どもが病気やケガで通常の事業（保育所や幼稚園での教育・

保育の事業）が利用できなかったことがあったかどうか、就学子どもには、この１年間に子ども

が病気やケガで学校を休んだことがあったかどうかを聞いた。 

就学前子どもでは「あった」が 86.6％、就学子どもでは 67.5％である。 

■就学前子ども(SA) 

86.6 11.4 2.0

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

N=3700

あった なかった 無回答

■就学子ども(SA) 

67.5 30.1 2.4

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

N=1338

あった なかった 無回答
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（２）休んだときの対処方法 
「就労している母親が休んで看た」が就学前子どもでは 62.0％、就学子どもでは 42.4％である。

「就労している父親が休んで看た」が就学前子どもでは30.9％、就学子どもでは11.0％である。 

■就学前子ども(MA) 

62.0 

30.9 

36.1 

28.7 

5.1 

1.1 

2.0 

1.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 

N=3204

就労している母親が休んで看た

就労している父親が休んで看た

父親又は母親のうち就労して

いない方の保護者が看た

祖父母等の親族・知人に看てもらった

病児・病後児の保育を利用した

訪問型保育事業を利用した

その他

無回答

■就学子ども(MA) 

42.4

11.0

46.3

13.7

6.3

1.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

N=903

就労している母親が休んで看た

就労している父親が休んで看た

父親又は母親のうち就労して
いない方の保護者が看た

祖父母等の親族・知人に預けた

その他

無回答

■その他の記入例 

（就学前子ども） 

・就労している両親が時間を取得して看た 

・夜勤の母親が日中看た 

（就学子ども） 

・母の職場に連れていった 

・母親が看なくても大丈夫と判断し、半日ほど一人で留守番させた 

・たまたま仕事がない日だった 

(%) 

(%) 
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対処した日数でみると、就学前子どもでは、「就労している母親が休んで看た」が「５日」「10 日」

約 18％と多く、「就労している父親が休んで看た」が「１日」「２日」約 20％と多い。「親族・知人

に看てもらった」が「２日」「５日」が約 17％である。「病児・病後児の保育を利用した」が「１日」

24.8％、「訪問型保育事業を利用した」が「１日」50.0％と最も多い。母親、父親をはじめとする親

族が看た日数が多いのに対し、保育事業では１～５日程度となっている。 

就学子どもは「就労している母親が休んで看た」が「１日」35.4％、「就労している父親休んで看

た」が「１日」59.2％と最も多い。「親族・知人に看てもらった」が「１日」37.6％が最も多い。 

就学子どもは就学前子どもに比べて対処した日数が全体的に少ない。 

■対処した年間日数(MA:休んだことがあった方) 

（就学前子ども） 
合計
(N)

1日(%) 2日(%) 3日(%) 4日(%) 5日(%) 6日(%) 7日(%) 8日(%) 9日(%)
10日
(%)

11～15
日(%)

16～20
日(%)

21～25
日(%)

26～30
日(%)

31～35
日(%)

36～40
日(%)

41～45
日(%)

46～50
日(%)

51～55
日(%)

56～60
日(%)

61日
以上(%)

就労している母親が休んで
看た

1940 6.9 11.1 13.4 3.9 18.0 2.7 5.5 2.2 0.3 18.6 8.0 5.6 0.7 1.8 0.1 0.5 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2

就労している父親が休んで
看た

982 23.4 22.3 18.6 2.3 18.2 1.0 2.7 0.9 0.3 7.9 1.2 0.6 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

父親又は母親のうち就労し
ていない方の保護者が看た

1122 11.3 13.6 14.0 3.5 15.5 2.4 7.5 1.3 0.4 16.9 4.7 4.6 0.9 2.3 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1

祖父母等の親族・知人に
看てもらった

909 12.0 17.3 15.7 3.5 17.7 1.3 5.2 1.1 0.0 15.6 3.6 4.4 0.2 1.4 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1

病児・病後児の保育を利用
した

161 24.8 18.0 16.1 5.0 18.6 0.6 3.1 1.2 0.0 7.5 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

訪問型保育事業を利用し
た

36 50.0 13.9 2.8 2.8 16.7 2.8 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他 58 20.7 13.8 17.2 3.4 8.6 0.0 6.9 1.7 0.0 15.5 5.2 5.2 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

（就学子ども） 
合計
(N)

1日(%) 2日(%) 3日(%) 4日(%) 5日(%) 6日(%) 7日(%) 8日(%) 9日(%)
10日
(%)

11～15
日(%)

16～20
日(%)

21～25
日(%)

26～30
日(%)

31～35
日(%)

36～40
日(%)

41～45
日(%)

46～50
日(%)

51～55
日(%)

56～60
日(%)

61日
以上(%)

就労している母親が休んで
看た

378 35.4 21.2 20.1 3.7 9.3 0.5 2.1 0.3 0.0 5.0 1.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

就労している父親が休んで
看た

98 59.2 19.4 11.2 2.0 5.1 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

父親又は母親のうち就労し
ていない方の保護者が看た

403 25.8 26.1 17.9 4.7 11.2 1.2 4.2 1.5 0.5 4.2 1.2 0.5 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2

祖父母等の親族・知人に
預けた

117 37.6 32.5 10.3 2.6 6.8 0.0 2.6 0.0 0.0 5.1 1.7 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他 53 37.7 35.8 11.3 3.8 3.8 0.0 1.9 1.9 0.0 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

＊上位３位を網掛け 
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（３）就労している父親･母親が看た際の病児･病後児保育の利用意向 
ア 病児･病後児保育の利用希望 

就学前子どもで「利用したいと思った」が 45.7％である。病児・病後児のための施設等があ

れば、就学子どもで「利用したいと思う」が 29.3％である。 

■就学前子ども(SA) 

45.7 52.7 1.6 

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

N=2034

病児・病後児保育施設等を利用したいと思った 利用したいとは思わなかった 無回答

■就学子ども(SA) 

29.3 69.0 1.7

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

N=403

病児・病後児保育施設等を利用したいと思う 　 利用したいと思わない 無回答

イ 病児･病後児保育を利用したい年間日数 

病児・病後児保育施設等を利用したいと思ったと答えた方に、利用したい年間日数を聞いた。 

就学前子ども、就学子ども共に「１～10 日」に集中している。 

■就学前子ども(SA:利用したい方)      ■就学子ども(SA:利用したい方) 

利用したかった日数 合計(N) 全体(%)
1～5日 453 48.7
6～10日 310 33.3
11～15日 35 3.8
16～20日 56 6.0
21～25日 2 0.2
26～30日 26 2.8
31～35日 3 0.3
36～40日 5 0.5
41～45日 0 0.0
46～50日 2 0.2
51～55日 0 0.0
56～60日 2 0.2
61日以上 0 0.0
無回答 36 3.9
合計 930 100.0

＊上位３位を網掛け 

利用したかった日数 合計（N) 全体（%）
1～5日 71 60.2
6～10日 32 27.1
16～20日 2 1.7
21～25日 0 0.0
26～30日 0 0.0
31～35日 0 0.0
36～40日 0 0.0
41～45日 0 0.0
46～50日 0 0.0
51～55日 0 0.0
56～60日 0 0.0
61日以上 0 0.0
無回答 12 10.2
合計 118 100.0
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ウ 希望する病児･病後児保育の事業形態 

「小児科に併設した施設で子どもを看る事業」が就学前子ども 75.5％、就学子ども 81.4％と

共に多く、次いで「保育所等に併設・隣接した施設で子どもを保育する事業」が就学前子ども

75.5％である。 

■就学前子ども(MA:病児・病後児保育施設等を利用したい方) 

75.5

78.9

25.3

2.2

1.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

N=930

保育所等に併設・隣接した
施設で子どもを保育する事業

小児科に併設・隣接した
施設で子どもを保育する事業

当該児童の自宅に訪問して
保育する事業

その他

無回答

■就学子ども(MA:病児・病後児保育施設等を利用したい方) 

42.4

81.4

28.8

4.2

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

N=118

保育所等に併設・隣接した
施設で子どもを看る事業

小児科に併設・隣接した
施設で子どもを看る事業

当該児童の自宅に訪問して
子どもを看る事業

その他

無回答

(%) 

(%) 
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エ 病児･病後児保育の利用を希望しない理由 

病児・病後児保育施設等を利用したいとは思わなかった方の理由については、「病児・病後児

は父母が看るべきと思う」は、就学前子どもで 43.3％、就学子どもで 47.5％と共に多く、次い

で「病児・病後児を他人に看てもらうのは不安」が就学前子どもで 43.0％、就学子どもで 39.6％

である。 

「手続きや申込みが面倒」が就学前子どもで 39.2％、就学子どもで 25.5％と多い。 

■就学前子ども(MA:病児・病後児保育施設等を利用したいとは思わなかった方) 

43.4

43.0

6.5

29.8

22.8

39.2

36.7

11.8

2.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

N=1071

病児・病後児は父母が
看るべきと思う

病児・病後児を他人に
看てもらうのは不安

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性がよくない

利用料がかかる・高い

手続きや申込みが面倒

親が仕事を休んで対応できる

その他

無回答

■その他の記入例 

・子どもが小さく、人見知りするので負担になるため 

・子どもが体調が悪いと心細くなるので、看てあげたかったため 

・他の病気の子どもが集まり、衛生面に不安があるため 

・仕事をしていない親、祖父母、他の家族が看ることができたため 

・自宅から遠く、簡単に利用できる場所にないため 

・具合が悪い子どもを遠くの施設まで連れて行きたくないため 

・施設の存在、制度の詳細を知らなかったため 

・預かりの時間を過ぎていたため

(%) 
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■就学子ども(MA:病児・病後児保育施設等を利用したいとは思わなかった方) 

47.5

39.6

6.5

10.8

25.5

30.6

49.3

3.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

N=278

病児・病後児は父母が
看るべきと思う

病児・病後児を他人に
看てもらうのは不安

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性がよくない
利用料がかかる・高い

手続きや申込みが面倒

親が仕事を休んで対応できる

その他

無回答

■その他の記入例 

・他の病気がうつりそう、又、うつしそう 

・小学校低学年～幼児の時に利用したかった 

・高学年なのである程度快復すれば一人で大丈夫だから 

・子どもに不安でさみしい思いをさせるから 

・病児は不安でいっぱいだから親が見るべき、会社（社会のしくみ）が、子育てに寄りそうべき 

・近居の祖父母に看てもらっているから 

(%) 
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（４）就労している父親･母親以外の親族等が見ている場合の状況 
ア 就労している父親･母親が看たいと思ったか 

「休んで看ることは難しい」が就学前子ども 37.0％、就学子ども 36.6％と共に多い。 

■就学前子ども(SA) 

37.0 27.3 35.7 

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

N=2143

休んで看ることは難しい できれば仕事を休んで看たい 無回答

■就学子ども(SA) 

36.6 27.4 36.0

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

N=577

休んで看ることは難しい できれば仕事を休んで看たい 無回答

イ 休んで看ることができる日数 

「できれば仕事を休んで看たい」と答えた方のうち、休んで看ることが可能な日数について

は、「１～５日」が就学前子ども 59.5％、就学子ども 71.5％と共に多い。 

■就学前子ども(SA:仕事を休んで看たい) ■就学前子ども(SA:仕事を休んで看たい) 

可能な日数 合計(N) 全体(%)
1～5日 348 59.5
6～10日 99 16.9
11～15日 11 1.9
16～20日 19 3.2
21～25日 2 0.3
31～35日 1 0.2
36～40日 0 0.0
41～45日 0 0.0
46～50日 0 0.0
51～55日 0 0.0
56～60日 0 0.0
61日以上 0 0.0
無回答 99 16.9
合計 585 100.0

可能な日数 合計（N) 全体（%）
1～5日 113 71.5
6～10日 6 3.8
11～15日 0 0.0
16～20日 1 0.6
21～25日 0 0.0
26～30日 0 0.0
31～35日 0 0.0
36～40日 0 0.0
41～45日 0 0.0
46～50日 0 0.0
51～55日 0 0.0
56～60日 0 0.0
61日以上 0 0.0
無回答 38 24.1
合計 158 100.0

＊上位３位を網掛け 
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ウ 休んで看ることが難しい理由

「仕事が忙しくて休めない」が就学前子ども 79.2％、就学子ども 70.1％と共に多い。 

■就学前子ども(MA:休んで看ることが難しい方) 

79.2

25.5

5.4

13.2

14.4

0.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

N=793

仕事が忙しくて休めない

子どもの看護を理由に
休みがとれない

自営業なので休めない

休暇日数が足りない
ので休めない

その他

無回答

■その他の記入例 

・仕事が忙しく、他の人に任せて休むことができないため 

・職場に迷惑がかかるため 

・パートタイム、アルバイトなので仕事を休むと生活費に影響するため 

・症状が軽く、親族等に看てもらうことができたため 

■就学子ども(MA:休んで看ることが難しい方) 

70.1

31.3

6.2

5.7

20.4

0.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

N=211

仕事が忙しくて休めない

子どもの看護を理由に
休みがとれない

自営業なので休めない

休暇日数が足りない
ので休めない

その他

無回答

■その他の記入例 

・仕事の客先都合やシフトで他に迷惑をかけるため、自分の都合で休めない 

(%) 

(%) 
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８ 不定期の教育・保育の事業等の利用について 

（１）不定期の事業の利用状況 
「利用している」が 15.5％であり、「利用していない」が 81.4％である。 

■就学前子ども(SA) 

15.5 81.4 3.1 

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

N=6969

利用している 利用していない 無回答

ア 利用している事業 

「幼稚園の預かり保育」が 55.2％と多く、次いで「認可保育所における一時保育」20.6％で

ある。 

年齢別の利用事業でみると、０歳は「認可外保育施設における一時預かり事業」「認可保育所

における一時保育」が約 30％であり、また１・２歳は「認可保育所における一時保育」が最も

多い。３・４・５歳は「幼稚園の預かり保育」が最も多くなっている。 

■就学前子ども(MA：利用している方) 

55.2 

20.6 

4.3 

12.0 

4.6 

3.4 

3.2 

4.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 

N=1078

幼稚園の預かり保育

認可保育所における

一時保育

川崎認定保育園で行う

リフレッシュ保育

認可外保育施設における

一時預かり事業

ふれあい子育てサポート

ベビーシッター

障害のある子どもの

ための施設・事業

その他

（％）

■年齢別の利用事業(MA：利用している方) 

合計
（N)

幼稚園の預
かり保育(不
定期利用）
(%)

認可保育所
における一
時保育(%)

川崎認定保
育園で行う
リフレッシュ
保育(%)

認可外保育
施設におけ
る一時預か
り事業(%)

ふれあい子
育てサポー
ト(%)

ベビー
シッター(%)

障害のある
子どものた
めの施設・
事業(%)

その他(%)

合計 1070 55.2 20.7 4.3 11.8 4.7 3.5 3.3 4.9

0歳 107 5.6 30.8 11.2 31.8 12.1 10.3 0.9 9.3

1歳 142 8.5 43.7 10.6 23.2 4.2 4.9 4.9 7.0

2歳 142 6.3 55.6 5.6 18.3 3.5 2.1 6.3 8.5

3歳 182 74.7 9.9 2.7 8.8 6.6 3.3 1.6 6.0

4歳 238 84.0 5.9 0.8 3.8 2.9 3.8 4.2 1.7

5歳 259 88.0 5.8 1.5 3.1 2.7 0.4 1.9 1.9

＊上位３位を網掛け 
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利用事業別の利用状況でみると、１年間の利用日数については「幼稚園の預かり保育」で「５日」

が 17.0％、「認可保育園における一時保育」で「１日」「16～20 日」が 12.9％「川崎認定保育所で行

うリフレッシュ保育」で「10日」が 24.2％と多い。 

また、「ふれあい子育てサポート」で「１日」が 14.7％、「ベビーシッター」で「１日」が 19.4％

と多い。「障害のある子どものための施設・事業」では「16～20 日」が 14.3％と多い。 

利用日数は、年間に 1～5日、「10 日」に集中しており、週の利用は 1～2日に集中している。 

利用時間については、「認可保育園における一時預かり」「川崎認定保育所で行うリフレッシュ保

育」では「８時間」が最も多く、「ふれあい子育てサポート」「ベビーシッター」では２～４時間に

集中している。 

■利用事業別の利用状況(MA：利用している方) 

（１年間の利用日数） 

合計
(N)

1日(%) 2日(%) 3日(%) 4日(%) 5日(%) 6日(%) 7日(%) 8日(%) 9日(%) 10日(%)

幼稚園の預かり保育 500 9.0 9.2 14.8 3.4 17.0 2.2 4.2 1.4 0.2 16.0
認可保育園における一時保育 124 12.9 7.3 6.5 3.2 11.3 1.6 0.0 0.8 0.0 12.1
川崎認定保育園で行うリフレッシュ保育 33 12.1 6.1 9.1 3.0 6.1 3.0 0.0 3.0 0.0 24.2
認可外保育施設における一時預かり事業 92 12.0 9.8 16.3 3.3 15.2 1.1 1.1 1.1 0.0 13.0
ふれあい子育てサポート 34 14.7 2.9 5.9 8.8 11.8 2.9 0.0 0.0 0.0 17.6
ベビーシッター 31 19.4 12.9 6.5 0.0 3.2 0.0 0.0 3.2 0.0 12.9
障害のある子どものための施設・事業 21 9.5 9.5 4.8 4.8 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
その他 28 7.1 0.0 7.1 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3

合計
(N)

11～15
日(%)

16～20
日(%)

21～25
日(%)

26～30
日(%)

31～35
日(%)

36～40
日(%)

41～45
日(%)

46～50
日(%)

51～55
日(%)

56～60
日(%)

61日
以上(%)

幼稚園の預かり保育 500 6.2 6.2 1.2 2.6 0.0 1.8 0.2 1.4 0.0 0.8 2.2
認可保育園における一時保育 124 8.1 12.9 4.8 2.4 0.0 4.8 0.0 3.2 0.0 1.6 6.5
川崎認定保育園で行うリフレッシュ保育 33 15.2 6.1 3.0 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0
認可外保育施設における一時預かり事業 92 10.9 7.6 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 1.1 1.1
ふれあい子育てサポート 34 2.9 11.8 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 2.9 2.9
ベビーシッター 31 3.2 9.7 12.9 3.2 0.0 0.0 0.0 12.9 0.0 0.0 0.0
障害のある子どものための施設・事業 21 9.5 14.3 9.5 0.0 0.0 0.0 4.8 4.8 0.0 9.5 0.0
その他 28 7.1 7.1 10.7 0.0 7.1 14.3 7.1 0.0 0.0 0.0 10.7

＊上位５位を網掛け 

（１週間の利用日数） 
合計(N) 1日(%) 2日(%) 3日(%) 4日(%) 5日(%) 6日(%) 7日(%)

幼稚園の預かり保育 596 50.9 24.2 7.9 5.5 10.9 0.6 0.0

認可保育園における一時保育 223 46.6 19.8 23.3 1.7 8.6 0.0 0.0

川崎認定保育園で行うリフレッシュ保育 47 80.0 6.7 6.7 0.0 6.7 0.0 0.0

認可外保育施設における一時預かり事業 130 41.9 23.3 23.3 2.3 9.3 0.0 0.0

ふれあい子育てサポート 51 68.2 13.6 13.6 0.0 4.5 0.0 0.0

ベビーシッター 38 72.7 18.2 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0

障害のある子どものための施設・事業 36 68.4 10.5 15.8 0.0 5.3 0.0 0.0

その他 54 66.7 16.7 10.0 0.0 6.7 0.0 0.0

＊上位３位を網掛け 

（利用時間） 

合計(N)
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
以上(%)

幼稚園の預かり保育 564 2.3 27.3 42.9 12.8 4.3 1.2 0.7 2.0 0.2 1.6 0.0 4.8

認可保育園における一時保育 203 1.0 0.5 4.4 3.4 5.4 6.4 22.7 48.8 4.4 1.0 0.5 1.5

川崎認定保育園で行うリフレッシュ保育 42 2.4 0.0 11.9 11.9 19.0 7.1 14.3 28.6 4.8 0.0 0.0 0.0

認可外保育施設における一時預かり事業 120 1.7 10.0 6.7 15.0 18.3 9.2 11.7 16.7 2.5 5.8 0.8 1.7

ふれあい子育てサポート 45 11.1 37.8 31.1 13.3 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0

ベビーシッター 34 2.9 14.7 23.5 14.7 2.9 17.6 2.9 11.8 0.0 2.9 0.0 5.9

障害のある子どものための施設・事業 34 29.4 17.6 8.8 35.3 0.0 0.0 2.9 0.0 2.9 0.0 0.0 2.9

その他 43 25.6 11.6 11.6 18.6 2.3 4.7 0.0 2.3 7.0 7.0 0.0 9.3

＊上位３位を網掛け 
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イ 利用の目的 

「私用・リフレッシュ」が 54.5％が最も多く、「不定期の就労」が 27.1％、「保護者の病気、

冠婚葬祭」が 26.3％である。 

■就学前子ども(MA：利用している方) 

27.1 

26.3 

54.5 

12.7 

4.3 

15.2 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 

N=1293

不定期の就労

保護者の病気、冠婚葬祭

私用・リフレッシュ

その他

利用する必要はない

無回答

■その他の記入例 

・他のきょうだいの世話や、学校の行事に参加するため（検診、習い事の送迎、授業参観、PTA、

保護者懇談会、面談等） 

・保護者の用事（試験、就職活動等）のため 

・教育・保育施設が休園しているとき 

・子どもに社会性を身につけさせるため 

・子ども同士で遊ぶ機会を作るため

ウ 今後利用したい施設類型 

「幼稚園の預かり保育」55.5％、「認可保育所における一時保育」31.5％である。 

■就学前子ども(MA：利用している方) 

55.5

31.5

13.9

8.5

5.4

5.9

2.1

2.3

18.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

N=1238

幼稚園の預かり保育

認可保育所における一時保育

川崎認定保育園で
行うリフレッシュ保育

認可外保育施設における
一時預かり事業

ふれあい子育てサポート

ベビーシッター

障害のある子どもの
ための施設・事業

その他

無回答

(%) 

(%) 
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（２）不定期の事業を利用していない理由 
「特に利用する必要がない」41.3％、「４日以上の定期保育を利用しているから必要ない」40.9％

が多く、「事業の利用方法がわからない」20.8％である。 

■就学前子ども(MA：利用していない方) 

40.9 

41.3 

3.6 

3.4 

4.9 

18.0 

9.4 

14.1 

20.8 

2.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 

N=5676

４日以上の定期保育を

利用しているから必要ない

特に利用する必要がない

利用したい事業が地域にない

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

自分が事業の対象者

なのかわからない

事業の利用方法がわからない

無回答

(%) 
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（３）平日の夜間や休日の一時預かりの状況 
ア 平日の夜間や休日の一時預かりの状況 

就学子どもの平日の夜間や休日の一時預かりについては、「親族や知人にもてもらった」18.1％

である。また、「なかった」が 74.7％である。 

年間日数をみると、「親族や知人にみてもらった」が「５日」15.9％と多く、「仕方なく子ども

を同行させた」「仕方なく子どもだけで留守番をさせた」が「１日」約 30％である。

■就学子ども(MA) 

18.1

3.2

5.8

0.5

74.7

2.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

N=1338

親族や知人にみてもらった

仕方なく子どもを同行させた

仕方なく子どもだけで
留守番をさせた

その他

なかった

無回答

■年間日数(MA) 
合計
(N)

1日(%) 2日(%) 3日(%) 4日(%) 5日(%) 6日(%) 7日(%) 8日(%) 9日(%)
10日
(%)

11～15
日(%)

16～20
日(%)

21～25
日(%)

26～30
日(%)

31～35
日(%)

36～40
日(%)

41～45
日(%)

46～50
日(%)

51～55
日(%)

56～60
日(%)

61日
以上(%)

親族や知人にみてもらった 226 15.0 14.2 13.7 4.0 15.9 0.9 4.9 0.4 0.9 14.6 5.3 3.5 0.0 2.7 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.4 1.8

仕方なく子どもを同行させ
た

42 33.3 28.6 7.1 2.4 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 2.4 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

仕方なく子どもだけで留守
番をさせた

70 30.0 17.1 8.6 4.3 12.9 1.4 2.9 0.0 0.0 8.6 1.4 4.3 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0

その他 4 0.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0

＊上位５位を網掛け 

イ 夜間養護等（トワイライトステイ）事業の利用希望 

就学子どもの夜間養護等事業の利用希望については、「利用したい」20.5％である。また、「特

に利用する必要はない」が 72.6％である。 

■就学子ども(SA:平日の夜間や休日の一時預かりがあった方) 

20.5 72.6 6.9

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

N=303

利用したい 特に利用する必要はない 無回答

＊現在、本市では当事業は実施していない。

(%) 
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９ 宿泊を伴う一時預かり等の利用について 

（１）泊まりがけで預けなければならなかった場合の対処方法 
「親族や知人にみてもらった」が就学前子ども 13.7％、就学子ども 10.5％である。また、「な

かった」が就学前子どもでは 73.4％、就学子どもでは 84.7％である。 

就学前子どもの「短期入所生活援助事業」の利用は 5件である。 

■就学前子ども(MA) 

13.7 

0.1 

0.1 

2.8 

0.1 

0.1 

0.5 

73.4 

10.2 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 

N=6969

親族や知人にみてもらった

短期入所生活援助事業

短期入所生活援助事業以外の保育事業

仕方なく子どもを同行させた

仕方なく子どもだけで

留守番をさせた

障害のある子どもの

ための短期入所

その他

なかった

無回答

■就学子ども(MA) 

10.5

1.7

0.2

0.1

0.0

0.0

84.7

3.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

N=1338

親族や知人にみてもらった

仕方なく子どもを同行させた

仕方なく子どもだけで
留守番をさせた

その他

短期入所生活援助事業
を利用した

障害のある子どもの
ための短期入所

なかった

無回答

(%) 

(%) 
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年間日数をみると、就学前子どもでは、「親族や知人にみてもらった」で「１～２日」が多く、

「短期入所生活援助事業」で「２日」が 50％であり、「短期入所生活援助事業以外の保育事業」で

「１日」87.5％である。「仕方なく子どもを同行させた」が「２日」32.5％、「仕方なく子どもだ

けで留守番をさせた」が「１日」75％である。 

親族や知人にみてもらう日数が１～５日に比べて、事業を利用する日数は１日～２日と少ない。 

就学子どもについては、「親族や知人にみてもらった」で「１日」「２日」が 25％と最も多く、

「仕方なく子どもを同行させた」が「２日」36.8％と最も多い。

■年間宿泊日数(MA：宿泊を伴う一時預かりがあった方) 

（就学前子ども） 

合計
(N)

1日(%) 2日(%) 3日(%) 4日(%) 5日(%) 6日(%) 7日(%) 8日(%) 9日(%)
10日
(%)

11～15
日(%)

16～20
日(%)

21～25
日(%)

26～30
日(%)

31～35
日(%)

36～40
日(%)

41～45
日(%)

46～50
日(%)

51～55
日(%)

56～60
日(%)

61日
以上(%)

親族や知人にみてもらった 883 26.0 15.3 10.1 6.8 10.8 4.0 6.0 1.5 0.6 5.8 3.4 3.4 0.8 2.3 0.0 1.0 0.7 0.2 0.0 0.9 0.6

短期入所生活援助事業 4 25.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 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

短期入所生活援助事業以
外の保育事業

8 87.5 12.5 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 0.0 0.0 0.0 0.0

仕方なく子どもを同行させ
た

160 31.3 32.5 12.5 6.9 6.3 1.3 3.1 0.0 0.0 2.5 1.9 0.0 0.6 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

仕方なく子どもだけで
留守番をさせた

4 75.0 0.0 0.0 0.0 25.0 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 0.0 0.0

障害のある子どもの
ための短期入所

5 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他 20 40.0 10.0 15.0 0.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0

（就学子ども） 

合計
(N)

1日(%) 2日(%) 3日(%) 4日(%) 5日(%) 6日(%) 7日(%) 8日(%) 9日(%)
10日
(%)

11～15
日(%)

16～20
日(%)

21～25
日(%)

26～30
日(%)

31～35
日(%)

36～40
日(%)

41～45
日(%)

46～50
日(%)

51～55
日(%)

56～60
日(%)

61日
以上(%)

親族や知人にみてもらった 136 27.9 25.0 8.8 5.9 13.2 1.5 8.1 0.0 0.0 2.2 2.9 2.9 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0

仕方なく子どもを同行させ
た

19 15.8 36.8 21.1 10.5 0.0 5.3 5.3 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

仕方なく子どもだけで留守
番をさせた

2 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 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

その他 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 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

短期入所生活援助事業
を利用した

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 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 0.0

障害のある子どものための
短期入所

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 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

（２）親族や知人に預けた場合の困難度 
就学前子どもにおいて「非常に困難」「どちらかというと困難」を合わせると 55.5％である。 

■就学前子ども(SA：親族･知人にみてもらった) 

17.3 38.2 42.4 2.0

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

N=957

非常に困難 どちらかというと困難 特に困難ではない 無回答
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（３）短期入所生活援助（ショートステイ）事業の利用希望 
親族･知人にみてもらった及び同行･留守番をさせた方について、短期入所生活援助事業の利用

希望があるかを聞いた。 

就学子どもにおいて、今後の宿泊を伴う一時預かりについて、「利用したい」が 23.9％である。 

■就学子ども(SA：親族･知人にみてもらった及び同行･留守番をさせた方) 

23.9 71.6 4.5

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

N=155

利用したい 特に利用する必要はない 無回答
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１０ 小学校就学後の放課後事業の利用希望について（４歳以上の就学前子ども） 

（１）低学年のうちの保護者が希望する子どもの放課後の過ごし方 
「習い事」が 62.2％（希望日数は「２日」が 44.6％と多い）と最も多く、次いで「自宅」が 56.5％

（希望日数は「２日」が 29.0％と多い）、「わくわくプラザ」が 54.1％（希望日数は「５日」が 30.4％

と多い）である。 

■就学前子ども(MA：あて名の子が４歳以上) 

56.5 

20.5 

62.2 

12.3 

54.1 

20.2 

1.8 

0.7 

27.2 

5.7 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 

N=1676

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

こども文化センター

わくわくプラザ

民間事業者が行う

放課後児童クラブ

ふれあい子育てサポート

障害のある子どもの

ための施設・事業所

その他

無回答

＊その他：図書館、市民館、公園など              

■週あたりの希望日数(MA：あて名の子が４歳以上) 

合計(N) 1日(%) 2日(%) 3日(%) 4日(%) 5日(%) 6日(%) 7日(%)
自宅 890 21.1 29.0 21.5 8.0 16.3 1.1 3.0
祖父母宅や友人・知人宅 317 59.3 20.8 9.5 1.3 7.6 1.6 0.0
習い事 1002 37.5 44.6 15.1 1.5 1.2 0.1 0.0
こども文化センター 187 46.5 21.9 11.2 2.1 16.6 1.1 0.5
わくわくプラザ 867 24.8 19.7 16.4 7.0 30.4 1.6 0.0
民間事業者が行う放課後児童クラブ 323 13.6 14.2 15.8 7.4 47.1 1.9 0.0
ふれあい子育てサポート 27 22.2 14.8 7.4 0.0 44.4 11.1 0.0
障害のある子どものための施設・事業所 11 54.5 18.2 9.1 0.0 18.2 0.0 0.0
その他 429 39.6 28.2 18.9 4.9 7.2 0.2 0.9

＊上位３位を網掛け 

(%) 
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（２）高学年のときの保護者が希望する子どもの放課後の過ごし方 
「習い事」が 79.3％（希望日数は「２日」が 42.2％と多い）が多く、次いで、「自宅」63.6％

（希望日数は「２日」が 31.9％と多い）、「わくわくプラザ」が 33.4％（希望日数は「１日」「２

日」が約 28％と多い）である。 

■就学前子ども(MA：あて名の子が４歳以上) 

63.6 

22.9 

79.3 

17.0 

33.4 

14.7 

1.6 

0.7 

34.4 

6.5 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 

N=1676

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

こども文化センター

わくわくプラザ

民間事業者が行う

放課後児童クラブ

ふれあい子育てサポート

障害のある子どもの

ための施設・事業所

その他

無回答

＊その他：図書館、市民館、公園など              

■週あたりの希望日数(MA：あて名の子が４歳以上) 
合計(N) 1日(%) 2日(%) 3日(%) 4日(%) 5日(%) 6日(%) 7日(%)

自宅 984 26.1 31.9 18.5 4.9 15.1 0.8 2.6
祖父母宅や友人・知人宅 342 55.8 26.9 7.3 2.9 5.8 0.6 0.6
習い事 1249 18.2 42.2 31.0 5.4 3.0 0.2 0.0
こども文化センター 252 46.6 22.3 13.5 2.8 13.1 1.2 0.4
わくわくプラザ 524 28.2 28.1 16.2 4.0 22.1 1.3 0.0
民間事業者が行う放課後児童クラブ 231 16.5 29.0 16.9 7.8 28.1 1.7 0.0
ふれあい子育てサポート 25 16.0 16.0 12.0 8.0 40.0 8.0 0.0
障害のある子どものための施設・事業所 11 36.4 18.2 9.1 9.1 27.3 0.0 0.0
その他 538 37.0 30.3 17.8 5.0 8.2 0.9 0.7

＊上位３位を網掛け 

(%) 
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（３）わくわくプラザや民間学童保育の利用希望 
ア 月～金曜日の利用希望 

「低学年の間は利用したい」が 42.3％、「高学年になっても利用したい」が 51.1％である。 

希望する時間帯については、低学年・高学年の利用希望共に、下校時より 15:31～19:00 に集中

している。 

■就学前子ども(SA：わくわくプラザや民間学童クラブの利用希望者) 

42.3 51.1 

2.5 

4.0 

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

N=1141

低学年（１～３年生）の間は利用したい 高学年（４～６年生）になっても利用したい 利用希望はない 無回答

■希望する時間帯(SA) 
合計
(N)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
15:30(%)

15:31～
16:00(%)

16:01～
16:30(%)

16:31～
17:00(%)

17:01～
17:30(%)

17:31～
18:00(%)

18:01～
18:30(%)

18:31～
19:00(%)

19:01～
19:30(%)

19:31～
20:00(%)

20:01～
(%)

低学年（１～３年生）
の間は利用したい

476 0.2 0.2 0.0 1.2 0.6 0.8 0.8 11.8 3.5 28.4 6.2 24.4 4.8 10.8 2.7 1.4 0.6

高学年（４～６年生）
の間は利用したい

574 0.0 0.2 0.2 0.9 0.3 1.0 0.3 4.6 2.4 26.4 5.3 28.0 3.9 19.0 2.2 2.9 0.7

＊上位５位を網掛け 

イ 土曜日の利用希望 

「低学年の間は利用したい」が 11.7％、「高学年になっても利用したい」が 14.7％である。 

希望する時間帯については、低学年・高学年の利用希望共に、開始時間は 7:01～10:00、終了

時間は 16:31～19:00 に集中している。 

■就学前子ども(SA：わくわくプラザや民間学童クラブの利用希望者) 

11.7 14.7 68.1 5.4 

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

N=1141

低学年（１～３年生）の間は利用したい 高学年（４～６年生）になっても利用したい 利用希望はない 無回答

■希望する時間帯(SA) 
開始時間

合計
(N)

～
6:00(%)

6:01～
6:30(%)

6:31～
7:00(%)

7:01～
7:30(%)

7:31～
8:00(%)

8:01～
8:30(%)

8:31～
9:00(%)

9:01～
9:30(%)

9:31～
10:00(%)

10:01～
10:30(%)

10:31～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
(%)

低学年（１～３年生）
の間は利用したい

132 0.0 0.0 3.8 6.1 26.5 20.5 35.6 1.5 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

高学年（４～６年生）
の間は利用したい

163 0.0 0.0 3.1 4.3 23.3 17.8 41.7 1.8 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0

終了時間
合計
(N)

～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
15:30(%)

15:31～
16:00(%)

16:01～
16:30(%)

16:31～
17:00(%)

17:01～
17:30(%)

17:31～
18:00(%)

18:01～
18:30(%)

18:31～
19:00(%)

19:01～
19:30(%)

19:31～
20:00(%)

20:01～
(%)

低学年（１～３年生）
の間は利用したい

132 0.0 0.0 7.6 0.0 2.3 0.0 1.5 0.0 10.6 0.0 6.1 1.5 21.2 3.0 27.3 2.3 12.9 2.3 1.5 0.0

高学年（４～６年生）
の間は利用したい

164 0.0 0.6 3.7 0.0 1.2 0.0 2.4 0.0 4.9 0.0 6.7 2.4 26.8 6.1 25.0 3.7 12.2 1.2 3.0 0.0

＊上位５位を網掛け 
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ウ 日曜日・祝日の利用希望 

「低学年の間は利用したい」が 3.2％、「高学年になっても利用したい」が 6.7％である。 

希望する時間帯については、低学年・高学年の利用希望共に、開始時間は 7:31～9:00、終了

時間は 16:31～19:00 に集中している。 

■就学前子ども(SA：わくわくプラザや民間学童クラブの利用希望者) 

3.2 

6.7 83.9 6.1 

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

N=1141

低学年（１～３年生）の間は利用したい 高学年（４～６年生）になっても利用したい 利用希望はない 無回答

■希望する時間帯 
開始時間

合計
(N)

～
6:00(%)

6:01～
6:30(%)

6:31～
7:00(%)

7:01～
7:30(%)

7:31～
8:00(%)

8:01～
8:30(%)

8:31～
9:00(%)

9:01～
9:30(%)

9:31～
10:00(%)

10:01～
10:30(%)

10:31～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
(%)

低学年（１～３年生）
の間は利用したい

37 0.0 0.0 2.7 5.4 21.6 13.5 48.6 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

高学年（４～６年生）
の間は利用したい

73 0.0 0.0 2.7 2.7 26.0 17.8 35.6 1.4 9.6 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

終了時間
合計
(N)

～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
15:30(%)

15:31～
16:00(%)

16:01～
16:30(%)

16:31～
17:00(%)

17:01～
17:30(%)

17:31～
18:00(%)

18:01～
18:30(%)

18:31～
19:00(%)

19:01～
19:30(%)

19:31～
20:00(%)

20:01～
(%)

低学年（１～３年生）
の間は利用したい

37 0.0 0.0 5.4 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 8.1 0.0 5.4 0.0 29.7 0.0 24.3 2.7 13.5 2.7 5.4 0.0

高学年（４～６年生）
の間は利用したい

74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 5.4 0.0 10.8 2.7 24.3 4.1 24.3 4.1 14.9 1.4 6.8 0.0

＊上位５位を網掛け 

エ 夏休みなどの長期の休暇期間中の利用希望 

「低学年の間は利用したい」が 33.8％、「高学年になっても利用したい」が 49.4％である。 

希望する時間帯については、低学年・高学年の利用希望共に、開始時間は 7:01～10:00、終了

時間は 14:31～19:00 に集中している。 

■就学前子ども(SA：わくわくプラザや民間学童クラブの利用希望者) 

33.8 49.4 12.5 4.2 

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

N=1141

低学年（１～３年生）の間は利用したい 高学年（４～６年生）になっても利用したい 利用希望はない 無回答

■希望する時間帯(SA) 
開始時間

合計
(N)

～
6:00(%)

6:01～
6:30(%)

6:31～
7:00(%)

7:01～
7:30(%)

7:31～
8:00(%)

8:01～
8:30(%)

8:31～
9:00(%)

9:01～
9:30(%)

9:31～
10:00(%)

10:01～
10:30(%)

10:31～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
(%)

低学年（１～３年生）
の間は利用したい

378 0.0 0.0 2.4 7.4 27.2 20.6 36.2 1.3 4.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

高学年（４～６年生）
の間は利用したい

554 0.0 0.0 4.2 9.7 28.7 17.3 31.6 0.5 6.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.9 0.0 0.2 0.0 0.0 0.6

終了時間
合計
(N)

～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
15:30(%)

15:31～
16:00(%)

16:01～
16:30(%)

16:31～
17:00(%)

17:01～
17:30(%)

17:31～
18:00(%)

18:01～
18:30(%)

18:31～
19:00(%)

19:01～
19:30(%)

19:31～
20:00(%)

20:01～
(%)

低学年（１～３年生）
の間は利用したい

378 0.0 0.5 3.2 0.0 0.0 0.3 2.4 0.0 8.2 0.3 10.8 1.6 22.0 4.0 25.1 5.8 12.4 2.1 1.3 0.0

高学年（４～６年生）
の間は利用したい

555 0.0 0.0 2.0 0.0 0.4 0.0 1.3 0.0 5.4 0.2 6.7 1.3 25.8 3.8 24.7 4.3 17.3 3.1 3.4 0.6

＊上位５位を網掛け 
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１１ 小学校就学後の放課後事業の利用状況について（就学子ども） 

（１）放課後事業の利用について 
ア 放課後事業に関する情報入手先 

「学校」が 78.2％と最も多く、次いで「友人・知人」が 8.5％である。 

■就学子ども(SA) 

78.2 3.1 8.5 5.6

0.4 2.2 0.7

1.3

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

N=1338

学校 市・区役所の窓口・電話 市・区役所が配布するパンフレット等

友人・知人 インターネット その他

どこに聞けばよいかわからない 無回答

イ 放課後事業の利用状況 

「利用している」が 49.9％であり、「いずれも利用していない」が 47.5％である。利用して

いる事業は「わくわくプラザ」が低学年・高学年共に 90％台である。 

■就学子ども(SA) 

49.9 2.747.5

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

N=1338

利用している いずれも利用していない 無回答

■就学子ども(MA：利用している方） 

97.3

7.7

0.9

0.5

0.2

97.7

7.6

0.8

0.5

0.2

93.7

9.5

1.6

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

わくわくプラザ

民間の事業者が行う
放課後児童クラブ（学童保育）

ふれあい子育てサポート

放課後等デイサービス

障害児タイムケア事業

合計（N=659)

低学年（N=596）

高学年（N=63）

(%)
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ウ 利用してない理由 

「児童が帰宅する時間に保護者が自宅にいるから」が 65.0％と最も多く、次いで「習い事に

通っているから」が 48.2％、「子どもが行きたがらないから」が 46.8％である。 

■就学子ども(MA：放課後事業をいずれも利用していない方） 

65.0

11.8

48.2

8.2

23.9

46.8

0.3

8.5

0.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

N=635

児童が帰宅する時間に
保護者が自宅にいるから

祖父母宅や友人・知人宅で
過ごせるから

習い事に通っているから

こども文化センターを
利用しているから　

放課後の短時間なら子どもだけで
過ごしても大丈夫だと思うから

子どもが行きたがらないから

利用したいが定員が
いっぱいであるから

その他

無回答

■その他の記入例 

・３年生までは利用していたのですが、４年生からは一人で留守番ができるため 

・進級とともに同級生の利用が減ってしまったため、行きたがらなったため 

・どこでどのような放課後事業があるか、わからないため 

・放課後事業についての詳しい利用方法を知る機会がないため 

・私学に通っているので利用しにくいため 

(%) 
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エ 今後利用したい事業 

「利用したい」が 60.1％、「今後とも利用したいとは思わない」が 28.9％である。利用した

い事業としては、「わくわくプラザ」の低学年が 87.5％と最も多い。「放課後等ディサービス」

では低学年より高学年が 5.6％とやや多い。 

60.1 11.028.9

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

N=1338

利用したい 今後も利用したいとは思わない 無回答

■就学子ども(MA) 

83.8

13.8

6.2

3.9

1.4

9.6

87.5

14.0

6.1

3.6

1.3

6.0

64.0

12.8

6.4

5.6

1.6

28.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

わくわくプラザを利用したい

民間の事業者が行う
放課後児童クラブ（学童保育）を利用したい

ふれあい子育てサポートを利用したい

放課後等デイサービスを利用したい

障害児タイムケア事業を利用したい

その他

合計（N=795)

低学年（N=670）

高学年（N=125）

(%)

■その他の記入例 

・こども文化センター  ・スポーツ教室 

・利用料のない事業  ・補助授業等、勉強、宿題を無料なら利用したい

（２）わくわくプラザの利用について 
ア １週間の利用日数 

低学年で「１日」が 43.0％、高学年で「１日」が 45.8％と最も多く、次いで低学年で「５日」

が 23.2％である。 

■就学子ども(SA:わくわくプラザを利用している方) 

43.3

43.0

45.8

11.1

11.2

10.2

8.2

8.1

8.5

6.9

6.4

11.9

21.6

23.2

8.5

0.9

1.0

0.0

8.0

7.2

15.3

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

合計(N=649)

低学年(N=582)

高学年(N=59)

1日 2日 3日 4日 5日 6日 無回答
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２）現在の利用状況 

「月～金曜日」が 85.1％、「夏休み等長期休暇期間中」が 48.4％である。 

利用している時間帯については、「月～金曜日」で下校時より 15:01～18:00、「土曜日」で開始時

間が 7：31～10：00、終了時間が 15：01～18：00、「夏休み等長期休暇」で開始時間が 7：31～10:00、

終了時間が 14：31～18：00 に集中している。 

■就学子ども(MA:わくわくプラザを利用している方) 

85.1

6.5

48.4

8.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

N=649

月～金曜日

土曜日

夏休み等長期休暇期間中

無回答

■利用している時間帯(MA:わくわくプラザを利用している方) 

（月～金曜日：下校時より） 

合計(N)
～

12:30(%)
12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
15:30(%)

15:31～
16:00(%)

16:01～
16:30(%)

16:31～
17:00(%)

17:01～
17:30(%)

17:31～
18:00(%)

18:01～
18:30(%)

18:31～
19:00(%)

19:01～
(%)

合計 543 0.2 0.7 0.0 0.7 1.8 4.6 6.8 21.4 11.8 25.4 6.4 12.7 2.2 5.2 0.0

低学年 503 0.2 0.8 0.0 0.8 2.0 4.8 7.0 21.9 11.5 24.7 6.2 12.5 2.4 5.4 0.0

高学年 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 5.0 15.0 15.0 35.0 10.0 15.0 0.0 2.5 0.0

（土曜日） 

開始時間 合計(N)
～
7:30(%)

7:31～
8:00(%)

8:01～
8:30(%)

8:31～
9:00(%)

9:01～
9:30(%)

9:31～
10:00(%)

10:01～
10:30(%)

10:31～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
(%)

合計 40 0.0 2.5 55.0 22.5 7.5 7.5 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5

低学年 35 0.0 2.9 60.0 22.9 8.6 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7

高学年 5 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 40.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

終了時間 合計(N)
～

11:00(%)
11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
15:30(%)

15:31～
16:00(%)

16:01～
16:30(%)

16:31～
17:00(%)

17:01～
17:30(%)

17:31～
18:00(%)

18:01～
18:30(%)

18:31～
19:00(%)

19:01～
(%)

合計 39 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 10.3 0.0 7.7 0.0 10.3 7.7 23.1 7.7 25.6 2.6 0.0 0.0

低学年 34 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 5.9 0.0 8.8 8.8 20.6 8.8 29.4 2.9 0.0 0.0

高学年 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

（夏休み等長期休暇） 

開始時間 合計(N)
～
7:30(%)

7:31～
8:00(%)

8:01～
8:30(%)

8:31～
9:00(%)

9:01～
9:30(%)

9:31～
10:00(%)

10:01～
10:30(%)

10:31～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
(%)

合計 309 0.0 5.5 64.1 19.4 4.5 3.9 0.6 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0

低学年 278 0.0 5.8 64.7 18.7 4.3 4.0 0.7 0.4 0.0 0.0 0.7 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0

高学年 31 0.0 3.2 58.1 25.8 6.5 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0

終了時間 合計(N)
～

11:00(%)
11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
15:30(%)

15:31～
16:00(%)

16:01～
16:30(%)

16:31～
17:00(%)

17:01～
17:30(%)

17:31～
18:00(%)

18:01～
18:30(%)

18:31～
19:00(%)

19:01～
(%)

合計 309 1.3 0.6 5.5 0.3 2.3 0.3 3.2 1.9 9.7 3.2 13.3 6.8 18.1 5.8 17.2 3.2 7.1 0.0

低学年 278 1.1 0.7 6.1 0.4 1.8 0.0 2.9 1.4 9.4 3.2 13.3 6.5 18.3 5.4 18.0 3.6 7.9 0.0

高学年 31 3.2 0.0 0.0 0.0 6.5 3.2 6.5 6.5 12.9 3.2 12.9 9.7 16.1 9.7 9.7 0.0 0.0 0.0

＊上位５位を網掛け 

(%) 
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開始時間 合計(N)
～
7:30(%)

7:31～
8:00(%)

8:01～
8:30(%)

8:31～
9:00(%)

9:01～
9:30(%)

9:31～
10:00(%)

10:01～
10:30(%)

10:31～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
(%)

合計 328 2.4 22.9 43.9 21.3 3.4 3.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0

低学年 298 2.7 23.5 44.3 21.1 3.0 3.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0

高学年 30 0.0 16.7 40.0 23.3 6.7 6.7 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0

終了時間 合計(N)
～

11:00(%)
11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
15:30(%)

15:31～
16:00(%)

16:01～
16:30(%)

16:31～
17:00(%)

17:01～
17:30(%)

17:31～
18:00(%)

18:01～
18:30(%)

18:31～
19:00(%)

19:01～
(%)

合計 325 0.9 0.0 3.1 0.3 1.2 0.6 4.0 1.2 9.5 3.4 14.5 4.6 18.2 6.5 17.5 4.0 8.0 2.5

低学年 296 0.7 0.0 3.4 0.3 1.4 0.3 3.7 1.0 9.1 3.4 14.9 4.4 18.2 6.4 17.6 4.1 8.4 2.7

高学年 29 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 6.9 3.4 13.8 3.4 10.3 6.9 17.2 6.9 17.2 3.4 3.4 0.0

ウ 今後の利用希望 

「月～金曜日の利用希望」が 75.3％、「夏休み等長期休暇期間中」が 52.9％である。 

希望する時間帯については、「月～金曜日」で下校時より 15:31～19:00、「土曜日」で開始時

間が 7：30 以前～10：00、終了時間が 13：31～19：00、「日曜日・祝日」で開始時間が 7：30 以

前～10：00、終了時間が 15：31～19：00、「夏休み等長期休暇」で開始時間が 7：31～10:00、

終了時間が 14：31～19：00 に集中している。 

開始時間、終了時間共に幅広い時間帯に希望がある。 

■就学子ども(MA:わくわくプラザを利用している方) 

75.3

8.8

6.5

52.9

3.7

12.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

N=649

月～金曜日

土曜日

日曜日・祝日

夏休み等長期休暇期間中

利用希望はない

無回答

■希望する時間帯(MA:わくわくプラザを利用している方) 

（月～金曜日：下校時より） 

合計(N)
～

12:30(%)
12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
15:30(%)

15:31～
16:00(%)

16:01～
16:30(%)

16:31～
17:00(%)

17:01～
17:30(%)

17:31～
18:00(%)

18:01～
18:30(%)

18:31～
19:00(%)

19:01～
(%)

合計 470 0.0 0.4 0.2 1.1 1.5 3.4 4.5 19.4 8.9 26.0 5.7 16.4 3.4 6.8 2.3

低学年 436 0.0 0.5 0.2 1.1 1.6 3.2 4.6 19.7 8.5 26.8 5.3 15.8 3.7 6.4 2.5

高学年 34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 2.9 14.7 14.7 14.7 11.8 23.5 0.0 11.8 0.0

（土曜日） 

開始時間 合計(N)
～
7:30(%)

7:31～
8:00(%)

8:01～
8:30(%)

8:31～
9:00(%)

9:01～
9:30(%)

9:31～
10:00(%)

10:01～
10:30(%)

10:31～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
(%)

合計 55 3.6 23.6 36.4 20.0 3.6 7.3 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 1.8

低学年 47 4.2 23.4 40.4 19.1 4.3 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 2.1

高学年 8 0.0 25.0 12.5 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

終了時間 合計(N)
～

11:00(%)
11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
15:30(%)

15:31～
16:00(%)

16:01～
16:30(%)

16:31～
17:00(%)

17:01～
17:30(%)

17:31～
18:00(%)

18:01～
18:30(%)

18:31～
19:00(%)

19:01～
(%)

合計 53 0.0 0.0 5.7 0.0 1.9 1.9 7.5 1.9 5.7 0.0 9.4 1.9 18.9 3.8 30.2 3.8 5.7 1.9

低学年 45 0.0 0.0 6.7 0.0 2.2 2.2 6.7 2.2 4.4 0.0 8.9 2.2 15.6 4.4 33.3 4.4 4.4 2.2

高学年 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 12.5 0.0 12.5 0.0 37.5 0.0 12.5 0.0 12.5 0.0

（日曜日・祝日） 

開始時間 合計(N)
～
7:30(%)

7:31～
8:00(%)

8:01～
8:30(%)

8:31～
9:00(%)

9:01～
9:30(%)

9:31～
10:00(%)

10:01～
10:30(%)

10:31～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
(%)

合計 41 2.4 26.8 39.0 22.0 2.4 2.4 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0

低学年 34 2.9 26.5 44.1 20.6 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0

高学年 7 0.0 28.6 14.3 28.6 0.0 14.3 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

終了時間 合計(N)
～

11:00(%)
11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
15:30(%)

15:31～
16:00(%)

16:01～
16:30(%)

16:31～
17:00(%)

17:01～
17:30(%)

17:31～
18:00(%)

18:01～
18:30(%)

18:31～
19:00(%)

19:01～
(%)

合計 40 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 5.0 0.0 5.0 2.5 10.0 2.5 25.0 2.5 30.0 5.0 7.5 0.0

低学年 33 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 6.1 0.0 12.1 3.0 21.2 3.0 33.3 6.1 6.1 0.0

高学年 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 42.9 0.0 14.3 0.0 14.3 0.0

（夏休み等長期休暇） 

(%) 

＊上位５位を網掛け 
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ウ わくわくプラザを利用したい学年 

低学年の方では、「３年生までくらいまで」が 33.9％と最も多く、次いで「４年生くらいまで」

29.8％である。 

また高学年の方では、「６年生まで」が 65.2％である。 

■就学子ども(SA:わくわくプラザを利用している方) 

0.4 

3.9 33.9 29.8 

15.2 

6.4 

19.6 

25.7 

65.2 

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

低学年(N=564)

高学年(N=46)

１年生くらいまで ２年生くらいまで ３年生くらいまで ４年生くらいまで ５年生くらいまで ６年生くらいまで

エ 利用している理由 

「安全に放課後を過ごせるから」が 66.7％と最も多く、次いで「就労などで保護者が家庭にい

ないから」が 56.9％である。 

■就学子ども(MA:わくわくプラザを利用している方) 

8.3

24.8

10.2

66.7

56.9

24.3

45.9

22.0

11.1

1.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

N=649

近所に遊ぶ場所がないから

大勢の友だちと遊ばせたいから

活動内容が充実しているから

安全に放課後を過ごせるから

就労などで保護者が
家庭にいないから
だれでも登録すれば
利用できるから

利用料が無料だから

子どもが行きたいというから

その他

無回答

■その他の記入例 

・親に用事がある時に、その日の朝に利用決定できるため 

・急な用事で親が留守にしているため 

・一人で留守番させたくない、危なくて一人で遊びに行かせられないため 

・授業参観後の学級懇談会の時、家に一人でいないようにするため 

(%) 
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オ 19 時までの時間延長の利用状況と意向 

「利用している」が 8.6％、「今後利用したい」が 12.8 である。また「利用していない、また、

今後の利用予定もない」が 76.6％と最も多い。 

■就学子ども(SA:わくわくプラザを利用している方) 

8.6 12.8 76.6 2.0

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

N=649

利用している 今は利用していないが、利用したい 利用していない、また、今後の利用予定もない 無回答

カ わくわくプラザ参加後の子どもの変化 

「友だちが増えた」と「いろいろな遊びを覚えた」がいずれも約 40％である。 

■就学子ども(MA:わくわくプラザを利用している方) 

40.5

7.4

2.8

42.8

2.9

25.7

11.9

2.9

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

N=649

友だちが増えた

学校へ行くのが楽しくなった

ゲームで遊ぶことが少なくなった

いろいろな遊びを覚えた

積極的になった

わからない

その他

無回答

■その他の記入例 

・特に変わっていません 

・知らない子ばかりでつまらない 

・本を読むことが好きになった 

・楽しくないから行きたくないと言っている、いやがる 

・学校の延長のような気持ちらしく、楽しんで帰ってきている 

(%) 



83 

キ わくわくプラザの満足度 

「満足」、「やや満足」をあわせて 58.3％である。 

■就学子ども(SA:わくわくプラザを利用している方) 

29.6 28.7 29.4 8.2

1.1

3.1

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

N=649

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答

ク わくわくプラザに今後望むこと 

「活動内容の充実」が 48.2％と最も多く、次いで「児童の安全確保」が 41.1％である。 

■就学子ども(MA:わくわくプラザを利用している方) 

48.2

33.3

31.7

13.7

24.5

8.2

41.1

7.2

12.6

2.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

N=649

活動内容の充実

スタッフの体制の充実

施設の充実

保護者との連携強化

学校との連携強化

地域との連携強化

児童の安全確保

その他

特になし

無回答

時間の拡大

■その他の記入例 

・長期休暇時の８時開始 

・学習時間の充実 

・スタッフの質の向上 

・制度自体変えてほしい 

・プラザ内での遊びだけでなく、学校のグランドや遊具等も許可してほしい 

・お菓子を当日でも持ち込めるようにしてほしい 

(%) 
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（３）民間学童保育について 
ア １週間の利用日数 

「５日」が 55.8％と最も多く、次いで「１日」が 17.3％であった。 

■就学子ども(SA:民間学童保育を利用している方) 

17.3

17.8

16.7

7.7

8.9

0.0

3.8

4.4

0.0

9.6

8.9

16.7

55.8

57.8

50.0

0.0

0.0

0.0

5.8

2.2

16.7

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

合計（N=52)

低学年（N=45)

高学年（N=6)

1日 2日 3日 4日 5日 6日 無回答

イ 現在の利用状況 

「月～金曜日」が 94.2％と最も多く、次いで「夏休み等長期休暇期間中」が 59.6％である。 

■就学子ども(MA:民間学童保育を利用している方) 

94.2

9.6

0.0

59.6

3.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

N=52

月～金曜日

土曜日

日曜日・祝日

夏休み等長期休暇期間中

無回答

(%) 
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利用している時間帯については、「月～金曜日」で下校時より 16:31～19:01 以降、「土曜日」で開

始時間が 7：31～9：00 と 12：01～13：00、15：01 以降、終了時間が 14：31～16：00、19：01 以降

に件数がある（件数が少ないためバラつきがある）。「夏休み等長期休暇」で開始時間が 7：30 以前

～11:00、終了時間が 16：31～19:01 以降にある。 

■利用している時間帯(MA:民間学童保育を利用している方) 

（月～金曜日：下校時より） 

合計
～

12:30(%)
12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
15:30(%)

15:31～
16:00(%)

16:01～
16:30(%)

16:31～
17:00(%)

17:01～
17:30(%)

17:31～
18:00(%)

18:01～
18:30(%)

18:31～
19:00(%)

19:01～
(%)

合計 49 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 0.0 4.1 8.2 16.3 20.4 28.6 14.4

低学年 43 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 2.3 2.3 2.3 0.0 2.3 9.3 14.0 20.9 27.9 16.4

高学年 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 33.3 16.7 33.3 0.0

（土曜日） 

開始時間 合計
～
7:30(%)

7:31～
8:00(%)

8:01～
8:30(%)

8:31～
9:00(%)

9:01～
9:30(%)

9:31～
10:00(%)

10:01～
10:30(%)

10:31～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
(%)

合計 5 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0

低学年 5 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0

高学年 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 0.0 0.0 0.0

終了時間 合計
～

11:00(%)
11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
15:30(%)

15:31～
16:00(%)

16:01～
16:30(%)

16:31～
17:00(%)

17:01～
17:30(%)

17:31～
18:00(%)

18:01～
18:30(%)

18:31～
19:00(%)

19:01～
(%)

合計 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0

低学年 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0

高学年 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 0.0 0.0 0.0 0.0

（日曜日・祝日） 

該当者なし

（夏休み等長期休暇） 

開始時間 合計
～
7:30(%)

7:31～
8:00(%)

8:01～
8:30(%)

8:31～
9:00(%)

9:01～
9:30(%)

9:31～
10:00(%)

10:01～
10:30(%)

10:31～
11:00(%)

11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
(%)

合計 31 6.5 45.2 19.4 6.5 3.2 0.0 6.5 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 6.4

低学年 26 3.8 53.8 19.2 0.0 3.8 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 7.6

高学年 5 20.0 0.0 20.0 40.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

終了時間 合計
～

11:00(%)
11:01～
11:30(%)

11:31～
12:00(%)

12:01～
12:30(%)

12:31～
13:00(%)

13:01～
13:30(%)

13:31～
14:00(%)

14:01～
14:30(%)

14:31～
15:00(%)

15:01～
15:30(%)

15:31～
16:00(%)

16:01～
16:30(%)

16:31～
17:00(%)

17:01～
17:30(%)

17:31～
18:00(%)

18:01～
18:30(%)

18:31～
19:00(%)

19:01～
(%)

合計 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 3.2 9.7 29.0 16.1 29.0 9.7

低学年 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 11.5 30.8 15.4 26.9 11.5

高学年 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0 40.0 0.0

＊上位５位を網掛け

ウ 利用している理由 

「預けていると安心だから」76.9％、「独自のサービスを受けられるから」が 73.1％、「利用で

きる時間が長いから」が 53.8％である。 

■就学子ども(MA:民間学童保育を利用している方)          

76.9

73.1

28.8

25.0

53.8

23.1

23.1

13.5

5.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

N=52

預けていると安心だから

独自のサービスを受けられるから

お迎えに行きやすい場所にあるから

自宅の近所にあるから

利用できる時間が長いから

親しい友だちと遊べるから

子どもが行きたいというから

その他

無回答

(%) 

■その他の記載例

・カリキュラムがしっかりしてい

るため 

・子どもを理解し、柔軟な対応を

してくれるため 

・学校、自宅から近くにあるため
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（４）ふれあい子育てサポートについて 
ア 現在の利用状況 

１年間の利用日数が「３日」「４日」が 16.7％であり、１週間の利用日数が「１日」「５日」

16.7％である。利用時間は「１時間」が 33.3％、「３時間」「８時間」が 16.7％である（件数が

少ないためバラつきがある）。 

■就学子ども（SA：ふれあい子育てサポートを利用している方） 
１年間の利用日数 合計（N) 全体（%）

1日 0 0.0
2日 0 0.0
3日 1 16.7
4日 1 16.7
5日 0 0.0
6日以上 0 0.0
無回答 4 66.7
合計 6 100.0

１週間の利用日数 合計（N) 全体（%）
1日 1 16.7
2日 0 0.0
3日 0 0.0
4日 0 0.0
5日 1 16.7
6日以上 0 0.0
無回答 4 66.7
合計 6 100.0

１回あたりの利用時間 合計（N) 全体（%）
1時間 2 33.3
2時間 0 0.0
3時間 1 16.7
4時間 0 0.0
5時間 0 0.0
6時間 0 0.0
7時間 0 0.0
8時間 1 16.7
9時間以上 0 0.0
無回答 2 33.3
合計 6 100.0

＊上位３位を網掛け 

イ 利用している理由 

「就労などで保護者が家庭にいないから」が 83.3％と最も多く、次いで「安全に放課後を過

ごせるから」50.0％である。 

■就学子ども（MA：ふれあい子育てサポートを利用している方） 

50.0

83.3

0.0

0.0

16.7

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

N=6

安全に放課後を過ごせるから

就労などで保護者が
家庭にいないから

利用できる時間が長いから

子どもが行きたいというから

その他

無回答

■その他の記載例

・わくわくプラザ等の利用規定に合わない場合に、利用している 

(%) 
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１２ 特別な支援が必要な家庭の状況について 

（１）ひとり親家庭の状況 
ア ひとり親家庭について 

ひとり親家庭は、就学前子どもの世帯の約 2.5%、就学子どもの世帯の約 5.7%である。 

就学前子どものひとり親家庭では、親族同居の母子家庭（約 1.4%）、母子家庭（約 0.9%）、父

子家庭及び親族同居の父子家庭（約 0.1%）の順に多い。 

就学子どものひとり親家庭では、母子家庭（約 2.5%）、親族同居の母子家庭（約 2.1%）、父子

家庭（約 0.7%）、親族同居の父子家庭（約 0.4%）の順に多い。 

■就学前子ども(SA)（再掲） 

68.5 1.8

0.1 0.1

0.9 1.4 1.3 8.2 17.6

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

N=6969

核家族（父母とも） ひとり親（父子家庭） ひとり親（父子家庭）親族同居あり

ひとり親（母子家庭） ひとり親（母子家庭）親族同居あり 単身赴任

親族同居家族 祖父母近居 無回答

■就学子ども(SA)（再掲） 

60.8 2.5 1.2

0.7 0.4

2.1 2.8 11.1 18.6

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

N=1338

核家族（父母とも） ひとり親（父子家庭） ひとり親（父子家庭）親族同居あり

ひとり親（母子家庭） ひとり親（母子家庭）親族同居あり 単身赴任

親族同居家族 祖父母近居 無回答
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イ ひとり親家庭の子育てに対する支えの有無 

就学前子どものひとり親家庭では、「いずれもいない」は、母子家庭で約 16%、父子家庭で約

50%であり、親族と同居している家庭よりも高い。 

特に、父子家庭と同居親族がある父子家庭を比較すると、「いずれもいない」は、父子家庭が

約 50%に対して同居親族がいる父子家庭では約 0%、「日常的に親族にみてもらえる」は、父子家

庭では約 10%に対して同居親族がいる父子家庭は約 100%である。 

また、父子家庭では、「日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる」と「緊急時もしく

は用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる」がともに約 0%である。 

就学子どものひとり親家庭では、「いずれもいない」は、母子家庭で約 24%、父子家庭で約 33%

であり、親族と同居している家庭よりも高い。 

「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」は、母子家庭（約 15%）と父子家庭（約 11%）と

もに 10％台であるのに対し、親族同居の母子家庭（約 57%）と親族同居の父子家庭（約 60%）で

はともに約 60%である。 

■ 家族構成別の子育てに対する支えの有無（就学前子ども） 

合計(N)

日常的に
祖父母
等の親
族にみて
もらえる

緊急時も
しくは用
事の際に
は祖父
母等の
親族にみ
てもらえ
る

日常的に
子どもを
みてもら
える友
人・知人
がいる

緊急時も
しくは用
事の際に
は子ども
をみても
らえる友
人・知人
がいる

いずれも
いない

合計 6831 17.2 59.6 2.7 17.0 20.3
核家族（父母とも） 4765 8.2 58.2 2.4 17.9 27.0
ひとり親（父子家庭） 10 10.0 40.0 0.0 0.0 50.0
ひとり親（父子家庭）親族同居あり 6 100.0 16.7 16.7 16.7 0.0
ひとり親（母子家庭） 61 16.4 62.3 4.9 29.5 16.4
ひとり親（母子家庭）親族同居あり 101 40.6 56.4 3.0 15.8 9.9
単身赴任 92 34.8 48.9 4.4 15.2 17.4
親族同居家族 571 53.1 50.1 5.1 14.0 4.6
祖父母近居 1225 31.8 71.1 2.5 14.6 2.9

＊最大値を網掛け 

■ 家族構成別の子育てに対する支えの有無（就学子ども） 

合計(N)

日常的に
祖父母
等の親
族にみて
もらえる

緊急時も
しくは用
事の際に
は祖父
母等の
親族にみ
てもらえ
る

日常的に
子どもを
みてもら
える友
人・知人
がいる

緊急時も
しくは用
事の際に
は子ども
をみても
らえる友
人・知人
がいる

いずれも
いない

合計 1319 18.9 52.9 8.3 39.9 14.2
核家族（父母とも） 810 4.8 51.1 7.5 46.1 19.8
ひとり親（父子家庭） 9 11.1 33.3 0.0 33.3 33.3
ひとり親（父子家庭）親族同居あり 5 60.0 40.0 20.0 0.0 20.0
ひとり親（母子家庭） 33 15.2 39.4 6.1 42.4 24.2
ひとり親（母子家庭）親族同居あり 28 57.1 46.4 0.0 14.3 0.0
単身赴任 37 27.0 46.0 2.7 35.1 16.2
親族同居家族 148 63.5 40.5 15.5 25.7 2.7
祖父母近居 249 32.5 70.7 8.8 32.5 2.0

＊最大値を網掛け 
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ウ ひとり親家庭の就労状況 

就学前子どもでは、父子家庭は、親族同居のある・なしともに、全て「フルタイム」である。 

母子家庭は、親族同居のある・なしともに、「フルタイム」、「パート」、「無業」と多様であり、

特に「無業」に占める母子家庭全般の割合が高い。 

就学子どもでは、ひとり親全般で、「パート」よりも「フルタイム」の割合が高い。 

■家族構成別の就労状況 （再掲） 

（就学前子ども） 

合計(N)
核家族
（父母と
も）(%)

ひとり親
（父子家
庭）(%)

ひとり親
（父子家
庭）親族
同居あり
(%)

ひとり親
（母子家
庭）(%)

ひとり親
（母子家
庭）親族
同居あり
(%)

単身赴任
(%)

親族同居
家族(%)

祖父母近
居(%)

合計 6701 70.0 0.1 0.1 0.9 1.5 1.3 8.2 17.9

フルタイムで共働き 1714 71.6 0.5 0.4 1.5 1.9 1.1 6.7 16.3

パートを含む共働き 1614 69.9 0.0 0.0 1.2 2.0 1.1 7.9 18.0

専業主婦（夫） 3311 70.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 9.3 19.0

ともに無業 62 12.9 0.0 0.0 22.6 58.1 0.0 4.8 1.6

（就学子ども） 

合計(N)
核家族
（父母と
も）(%)

ひとり親
（父子家
庭）(%)

ひとり親
（父子家
庭）親族
同居あり
(%)

ひとり親
（母子家
庭）(%)

ひとり親
（母子家
庭）親族
同居あり
(%)

単身赴任
(%)

親族同居
家族(%)

祖父母近
居(%)

合計 1290 62.2 0.7 0.2 2.5 2.1 2.5 10.9 19.0

フルタイムで共働き 253 57.3 2.4 1.2 7.1 4.7 2.4 10.7 14.2

パートを含む共働き 497 57.7 0.6 0.0 2.0 2.2 2.0 13.9 21.5

専業主婦（夫） 526 69.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 8.4 19.0

ともに無業 14 28.6 0.0 0.0 28.6 28.6 0.0 0.0 14.3
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20.7

55.2

13.8

37.9

13.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

N=29

日常的に祖父母等の
親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には
祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる
友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもを
みてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

（２）障害のある子どものいる家庭の状況 
子育てに関する相談先について、「障害のある子どものための施設・事業所」を選んだ方は、就学

前子どもが 1.5％、就学子どもが 2.4％である。 

子育てに対する支えの有無について、就学前子ども・就学子どもの状況は、それぞれ保護者全体

の状況にほぼ近い。就学前子どもでは、「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえ

る」（約 57%）に次いで、「いずれもいない」（約 24%）である。就学子どもでは「いずれもいない」

は約 14%である。 

「定期的な障害のある子どものための施設・事業所」の利用者の世帯就労状況については、「専業

主婦（夫）」（約 81％）、「パートを含む共働き」（約 13%）、「フルタイムで共働き」（約 5.6%）の順に

多く、就学前子ども全体の世帯就労状況における「専業主婦（夫）」（約 49%）の割合に比べて高い。 

■子育てに関する相談先(MA) （再掲） 

（就学前子ども）              （就学子ども） 

■子育てに対する支えの有無(MA：障害のある子どものための施設・事業所の利用者） 

（就学前子ども）          （就学子ども） 

20.0

57.1

1.4

15.7

24.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

N=70

日常的に祖父母等の
親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には
祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる
友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもを
みてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

■世帯の就労状況 （定期的な障害のある子どものための施設・事業所の利用者）

（就学前子ども） 

5.6 13.0 81.3 0.0

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

N=56

フルタイムで共働き パートを含む共働き 専業主婦（夫） ともに無業

(%) (%) 

(%) (%) 



91 

１３ 育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度について 

（１）健康保険料及び厚生年金保険料の免除制度の認知度 
「育児休業給付、保険料免除とも知っている」が 39.9％、「育児休業給付のみ知っている」が

29.3％である。 

■就学前子ども(SA) 

39.9 29.3 

1.4 

23.5 5.9 

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

N=6969

育児休業給付、保険料免除とも知っている 育児休業給付のみ知っている 保険料免除のみ知っている

育児休業給付、保険料免除のいずれも知らない 無回答

（２）育児休業制度の取得状況 
ア 取得状況 

「取得した」「育児休業中である」をあわせると母親が 38.9％、父親が 2.2％である。 

■母親(SA) 

43.0 27.2 11.7 15.4 2.7 

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

N=6969

働いていなかった 取得した 育児休業中である 取得していない 無回答

■父親(SA) 

0.8 2.1 0.1 

87.8 9.0 

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

N=6969

働いていなかった 取得した 育児休業中である 取得していない 無回答
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イ 取得しなかった理由 

母親の理由としては、「子育てや家事に専念するため退職した」が 46.7％と最も多く、次いで

「職場に育児休業の制度がなかった」が 17.8％である。 

父親の理由としては、「仕事が忙しかった」が 39.9％と最も多く、次いで「職場に育児休業を

取りにくい雰囲気があった」が 32.0％である。 

■母親・父親別の理由(MA：育児休業を取得していない方) 

15.1

4.2

3.0

14.3

0.5

3.2

1.9

0.1

1.6

46.7

17.8

12.1

1.8

3.4

11.8

8.6

32.0

39.9

0.1

4.9

8.2

25.3

0.9

30.5

29.7

0.2

10.3

0.2

1.6

0.0

4.0

6.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

職場に育児休業を取りにくい
雰囲気があった

仕事が忙しかった

仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみて
もらえるなど、制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

有期雇用のため育児休業の
取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

産前産後の休暇を取得できる
ことを知らず、退職した

その他

無回答

母親（N=1073）

父親（N=6122）

(%) 
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（３）育児休業制度の取得状況や希望 
ア 職場復帰の状況 

母親が「職場に復帰した」87.3％、父親が「職場に復帰した」87.9％である。 

■母親(SA：育児休業を取得した方) 

87.3 9.3 3.3

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

N=1897

育児休業取得後、職場に復帰した（転職を含む） 育児休業中に離職した 無回答

■父親(SA：育児休業を取得した方) 

87.9 3.4 8.7

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

N=149

育児休業取得後、職場に復帰した（転職を含む） 育児休業中に離職した 無回答

イ 職場復帰のタイミング 

母親が「年度初めの入所に合わせたタイミングだった」72.1％、父親が「それ以外だった」

84.0％である。 

■母親(SA：育児休業を取得した方) 

72.1 26.3 1.6 

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

N=1657

年度初めの入所に合わせたタイミングだった それ以外だった 無回答

■父親(SA：育児休業を取得した方) 

5.3 84.0 10.7 

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

N=131

年度初めの入所に合わせたタイミングだった それ以外だった 無回答
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ウ 実際と希望の育児休業取得期間 

実際の取得期間については、母親が「７～12 ヶ月」47.4％と最も多く、父親が「～６ヶ月」

42.7％と最も多い。 

希望の取得期間については、母親の「７～12ヶ月」が 39.5％と実際の取得期間の割合よりも

少なくなっている。父親の「～６ヶ月」34.4％と実際の取得期間の割合よりも多くなっている。 

母親、父親においてより長い取得期間を望む傾向にある。 

①実際の取得期間 

■母親(SA：育児休業を取得した方) 

13.2 47.4 30.7 7.7 1.1 

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

N=1657

～6ヶ月 7～12ヶ月 13～18ヶ月 19ヶ月～ 無回答

■父親(SA：育児休業を取得した方) 

42.7 5.3 3.8 

1.5 

46.6 

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

N=131

～6ヶ月 7～12ヶ月 13～18ヶ月 19ヶ月～ 無回答

②希望の取得期間 

■母親(SA：育児休業を取得した方) 

4.1 39.5 31.0 19.7 5.6 

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

N=1657

～6ヶ月 7～12ヶ月 13～18ヶ月 19ヶ月～ 無回答

■父親(SA：育児休業を取得した方) 

34.4 14.5 4.6 5.3 41.2 

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

N=131

～6ヶ月 7～12ヶ月 13～18ヶ月 19ヶ月～ 無回答
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エ 希望の時期に職場復帰しなかった理由 

希望より早く復帰した方については、母親が「希望する保育所に入るため」71.4％、父親が

「経済的な理由で早く復帰する必要があった」41.9％である。 

希望より遅く復帰した方については、母親が「希望する保育所に入るため」76.7％である。 

■希望より早く復帰した方(MA) 

71.4

1.1

15.9

7.1

19.3

7.3

6.5

3.2

41.9

6.5

32.3

25.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

希望する保育所に入るため

家族の希望があったため

経済的な理由で早く
復帰する必要があった

人事異動の時期に
合わせるため

その他

無回答
母親（N=999）

父親（N=31）

■その他の記入例

・職場が人手不足、代わりがいないため 

・早く仕事に復帰したかったため 

・職場に保育所があり、1年しか取得できなかったため 

・認可保育所に入ることができず、認可外保育施設に預けることにしたため

■希望より遅く復帰した方(MA) 

76.7

1.7

0.6

6.1

10.0

0.0

10.0

9.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

希望する保育所に
入れなかったため

自分や子どもなどの体調が
思わしくなかった

家族の希望があったため

職場の受け入れ態勢が
整っていなかったため

子どもをみてくれる人が
いなかったため

子どもの障害のため

その他

無回答
母親（N=180）

父親（N=0）

＊父親は該当者なし 

■その他の記入例

・二人目が生まれ、育児休暇を取得したため 

・他の兄弟の病気等の世話をするため 

・復職して教育・保育施設に預けると経済面の負担が増えるため

(%) 

(%) 
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オ ３歳までの休暇取得制度があった場合の希望 

母親が「31～36 ヶ月（３歳）」30.9％であり、父親が「～６ヶ月」23.7％であった。 

■母親(SA：育児休業を取得した方) 

2.3 

23.7 20.0 13.9 

2.1 

30.9 

2.2 

4.8 

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

N=1657

～6ヶ月 7～12ヶ月（1歳） 13～18ヶ月（1歳半） 19～24ヶ月（2歳） 25～30ヶ月（2歳半） 31～36ヶ月（3歳） 37ヶ月以上（3歳以上） 無回答

■父親(SA：育児休業を取得した方) 

23.7 16.0 4.6 

1.5 0.0 

19.1 

0.0 

35.1 

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

N=131

～6ヶ月 7～12ヶ月（1歳） 13～18ヶ月（1歳半） 19～24ヶ月（2歳） 25～30ヶ月（2歳半） 31～36ヶ月（3歳） 37ヶ月以上（3歳以上） 無回答

カ 育児休業明けに必ず利用できる事業があれば、１歳になるまで育児休業を取得するか 

「必ず利用できる事業があれば、１歳になるまで育児休業を取得したい」が母親で 87.3％で

あり、父親で 30.0％である。 

■母親(SA：育児休業中の方) 

87.3 3.8 8.9

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

N=813

必ず利用できる事業があれば、１歳になるまで育児休業を取得したい 預けられる事業があっても、１歳になる前に復帰したい 無回答

■父親(SA：育児休業中の方)  

30.0 20.0 50.0

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

N=10

必ず利用できる事業があれば、１歳になるまで育児休業を取得したい 預けられる事業があっても、１歳になる前に復帰したい 無回答
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（４）短時間勤務制度の取得状況 
ア 短時間勤務制度の取得有無 

母親が「短時間勤務制度を利用した」が 64.3％であり、父親が「短時間勤務制度を利用した」

が 7.6％である。 

■母親(SA:育児休業取得後、職場に復帰した方) 

64.3 33.3 2.5 

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

N=1657

短時間勤務制度を利用した 短時間勤務制度を利用しなかった 無回答

■父親(SA:育児休業取得後、職場に復帰した方) 

7.6 75.6 16.8 

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

N=131

短時間勤務制度を利用した 短時間勤務制度を利用しなかった 無回答
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イ 短時間勤務制度を取得しなかった理由 

母親が「職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった」36.7％と最も多く、次いで、「短

時間勤務にすると給与が減額され、経済的に苦しくなる」32.1％である。父親が「仕事が忙し

かった」40.4％と最も多く、次いで「配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、制

度を利用する必要がなかった」31.3％である。 

■短時間勤務制度を利用しなかった方(MA) 

36.7

31.4

32.1

0.4

2.9

19.4

5.3

22.0

1.5

17.2

40.4

22.2

23.2

31.3

10.1

5.1

3.0

4.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

職場に短時間勤務制度を
取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

短時間勤務にすると給与が
減額され、経済的に苦しくなる

配偶者が育児休暇制度や
短時間勤務制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族に
みてもらえるなど、制度を利用する必要がなかった

職場に短時間勤務制度がなかった

短時間勤務制度を利用できる
ことを知らなかった

その他

無回答

母親（N=551）

父親（N=99）

■その他の記入例 

・制度を利用しなくても子育てが充分にできるため 

・育児のためのフレックス制度を利用したため 

・自営業で勤務時間に融通がきくため 

・パートタイム勤務として復職したため 

・制度を利用すると給料は減るのに仕事量は減らず、休日出勤や残業、自宅で仕事をすること

になるため 

・制度を利用すると役職に就けない、出世に影響する、勤務地が変更になる等のため 

(%) 
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１４ これまでの川崎市の子育てに関する事業への取組について 

（１）「次世代育成支援対策行動計画 かわさき子ども「夢と未来」プラン（後期計画）」

に基づく取組への感想 
就学前子ども、就学子ども共に、「取組みは十分」「取組みは普通」をあわせて「子育て家庭を

支援する地域づくり」が約 40％と最も多く、次いで就学前子どもで「親と子の心とからだの健康

づくり」が 34.9％、就学子どもで「子どもの権利を尊重する社会づくり」が 35.4％と多い。 

■就学前子ども(SA) 

3.9

3.1

21.4

17.0

37.6

30.3

25.9

21.9

7.8

30.2

17.3

16.7

26.1

30.2

54.9

40.0

28.0

37.5

33.6

34.5

11.6

8.6

7.9

8.9

8.4

8.4

2.6

2.3

7.2

4.6

1.8

1.9

2.0

2.0

2.0

1.9

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

子どもの権利を尊重する社会づくり

家庭の育てる力を支える仕組みづくり

子育て家庭を支援する地域づくり

親と子の心とからだの健康づくり

子どもが豊かに育つ学びや遊びの場づくり

子どもと子育てにやさしいまちづくり

取組は十分 取組は普通 取組は不十分である 計画を知らない わからない 無回答

N=6969

■就学子ども(SA) 

3.7

3.0

30.6

22.4

36.2

28.6

25.3

25.6

6.7

23.8

14.2

15.2

28.4

29.3

38.6

35.0

28.8

34.8

28.8

28.3

17.9

15.2

14.6

17.1

12.3

12.6

4.8

2.2

4.3

2.7

1.4

1.3

1.8

1.6

1.5

1.3

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

子どもの権利を尊重する社会づくり

家庭の育てる力を支える仕組みづくり

子育て家庭を支援する地域づくり

親と子の心とからだの健康づくり

子どもが豊かに育つ学びや遊びの場づくり

子どもと子育てにやさしいまちづくり

取組は十分 取組は普通 取組は不十分である 計画を知らない わからない 無回答

N=1338
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１５ 自由意見 

教育・保育環境の充実、子育て支援に関する取組等についての意見を聞いた。 

（１）就学前子どもの自由意見 
ア 未就学児童の教育・保育施設について 

■施設の不足、待機児童について 

・ 教育・施設が少なく常に満員状態のため、施設が不足している。 

・ 入所倍率の高さ、待機児童の多さを真剣に受け止め、早期解消に取り組んでほしい。 

・ 妊娠中・育児休暇中から入所先を探さなければならないのは困る。 

・ 施設だけでなく、施設の職員を人数、指導力ともに充実させてほしい。 

・ わくわくプラザ、ふれあい子育てサポート、サロン等、利用したいが施設や職員が少なく、

利用者が多いこと、開園時間が仕事に合わないことなどから利用できない。 

・ 各施設で、単発的に参加できるプログラムをもっと増やしてほしい。 

■育児休暇と入所の時期等について 

・ 教育・保育施設によっては年度途中での入所が難しく、４月からでないと受け入れてもらえ

ないのが困る。 

・ 育児休暇の期間を伸ばして欲しい。施設が 4月からでないと入れないので、出産の時期によ

っては 1歳未満で子どもと離れることになってしまう。 

・ 市や教育・保育施設の HP などに「途中入園あり」と書かれているが、実際は空きがなく受

け入れてもらえないため、記載を見直して欲しい。 

・ 職場の状況としても経済的にも育児休暇を長くとるわけにいかない。復職しても乳幼児期の

子育てを乗り切れるだけの施設側、職場側のサポートを充実させてほしい。 

■施設利用料について 

・ 教育・保育施設の入園料・利用料が他自治体と比べても高い。 

・ 施設利用料による家計への負担が大きい。幼稚園無料化、2人目は半額等、金銭的な補助を

充実させてほしい。 

・ 施設の利用料は高いが、保育時間が短く、充分に仕事ができない。 

・ 子育てや施設利用料の家庭負担が減れば、女性の出産率も上がるのではないか。 

■病児・病後児保育について 

・ 病児保育が少なく、利用したくても常に満員状態で困る。 

・ 病後児保育だけではなく、病児保育をもっと増やして欲しい。 

・ 民間の病児保育の施設に補助を出し、保育時間・受け入れ人数等のサービス拡大を図って欲

しい。 

・ 病気で弱っている子どもを、いつもと違う保育園等に預けるのは負担になる。いつもの保育

園や病院で病児預かりができるとよい。 

■施設の設備・サービス・受け入れについて 

・ 施設の設備や園庭が充実しておらず、職員の態度も良くない。 

・ 地域や施設によってサービスの充実度が違う。 

・ 夕方以降、休日も対応できる施設をもっと増やしてほしい。 

・ 仕事の都合に合わせて預ける時間を延長できるよう、選択の幅を広げてほしい。 

・ 平日休みの仕事の場合、施設を休むように言われるのは納得できない。 

・ きょうだいを同じ施設に入れることができるようにしてほしい。 

・ 施設に駐車場を整備してほしい。 

・ 休園日に園庭、遊び場を開放して欲しい。 

・ 雨天でも体を動かせるような、屋内遊具のある施設があるとよい。 

・ 民間の屋内施設は利用料が高いので、市からの助成をして欲しい。 

・ 一時預かり施設へ昼食、飲み物、おやつ等を持ちこめるようにしてほしい。 
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・ 教育・保育施設を利用していない子どもが、親以外の大人や同年代の友達と定期的に触れ合

える場所がほしい。 

・ 病児保育や産後ヘルパーの事前手続きが多く、いざ利用しようとしたときに困る。もっと手

軽に利用できるようにしてほしい。 

イ 小学校、中学校について 

・ 中学校まで学校給食にしてほしい。 

・ 給食の食材について放射線検査を厳しく行ってほしい。 

・ 学校の教職員の質をもっと良くしてほしい。家庭教育に頼りすぎている。 

・ 小学校の保護者会等の負担が大きい。仕事を休まずに支援できる内容になればよい。 

ウ 就学後の預かり施設について（学童、わくわくプラザ等？） 

・ わくわくプラザは人が多すぎる、民間の学童保育は利用料が高い。 

・ 都内のように、勉強を見てもらえるなど内容を充実させてほしい。 

エ 市政全般・市の子育て支援について 

■市の子育て支援（全般）について 

・ 他市との制度の連携を図ってほしい。市境に住んでいる、市の施設の空きがないことから市

外に通わせているが、施設利用料や医療費・予防接種の補助に川崎市の助成が受けられない

のが困る。 

・ 出生率が高いにも関わらず施設や子育て支援が不十分に感じる。子育てにやさしいまちづく

りをしてほしい。 

・ マンションなどが建設され、人口が増えているにも関わらず、教育・保育施設の整備が追い

付いていない状況を改善してほしい。 

・ 市のサービスはどれも満員状態で、受けたいサービスをすぐに受けられる状況にない。 

・ 地域で困っている人と人とをつなげるシステムをもっと充実させてほしい。 

・ ここ数年で子育て支援の取り組みは充実してきたと感じる。 

・ 今の若い子育て世代の意見を反映させた政策をしてほしい。行政の担当者とは年代が違うの

ではないか。 

■医療助成について 

・ 小児医療、医療助成の対象年齢を上げてほしい。 

・ 医療証の発行に親の収入審査、限度額があるのはおかしい。年度によってもらえたりもらえ

なかったりするのは家計にとっても病院にとっても混乱を招く。 

・ 予防接種だけではなく、任意接種にも助成してほしい。 

・ 三歳児検診の内容をもっと充実させてほしい。 

■お知らせ、情報配信について 

・ 子育てや仕事に忙しく、子育てサービスの情報を得る機会がない。行政から積極的に発信し

て欲しい。 

・ 子どもの年齢に合わせて、定期的なメール配信などがあるとよい。 

・ 妊娠中・出産後などに、子育て支援に関する講座・勉強会を開いてほしい。教育・保育施設

の利用資格や手続き手順、利用料金などについて知りたい。 

・ 行政で行っている子育て支援は多くあるが、どれが子どもにふさわしいのか判断できない。

コーディネートしてくれる窓口があるとよい。 

■市内の環境について 

・ 市内の道路や踏切、小学校の通学路が危ないので、ガードレールや歩道を整備してほしい。 

・ 通園・通学路に見守りの人員配置などをしてほしい。 

・ 駅の駐輪場などをもっと整備して欲しい。子どもを連れて利用するのに不便。 

・ 市内の公園が充実しており、子どもを遊ばせるのに困らなくてよい。 
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・ 公園が不足しており、あっても小さな公園で雑草が多かったり遊具や砂場が汚かったりと利

用したくない。 

・ 駅や公園のホームレスへの対策をしてほしい。定期的な巡回等を行ってもらいたい。 

・ 川崎市の「かわさきこどもの権利条例」が素晴らしい。条例を念頭に置いた子どもの居場所

づくり、既存施設や職員の充実を図ってほしい。 

・ 市役所、区役所を月１，２度だけでも休日に開庁してほしい。 

・ 市役所、区役所の子育て担当の窓口の職員が、全ての制度を理解しておらず、対応が悪い。 

オ その他 

・ 子ども連れでも入りやすい施設、お店、トイレ等がもっと増えるとよい。 

・ 男性の子育てをもっと浸透させてほしい。 

・ アンケートの結果がどのように施設、子育て支援に活かされるのか知りたい。市民へのフィ

ードバックを期待する。 
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（２）就学子どもの自由意見 
ア 未就学児童の教育・保育施設について 

・ 施設の不足、待機児童の解消を進めてほしい。 

・ 乳幼児を一時的に預けられる施設をもっと増やしてほしい。 

・ 仕事が平日の場合、施設で子どもを預かってもらえないのは困る。 

・ 親が心にゆとりを持って子育てができるよう、リフレッシュのための一時預かりや息抜きの

サポートをもっと充実させてもらえれば子育ても楽しくなるのではないか。 

・ 施設数、子どもの受け入れ数が増えれば、子どもを産もうとする親も増えるのでは。 

・ 幼稚園の無償化について「小学校３年以上の兄弟がいる家庭は対象外」は不公平に感じる。 

イ 小学校・中学校について 

・ 高層マンション建設によって人口も子どもの数も増加しているが、小中学校の施設整備が追

い付いていない。 

・ 各学校の人数バランスの乱れ、飽和状態を解消するよう、学校を増やすか、周辺の学校へ分

散させるよう学区を見直してほしい。 

・ 小中学校の教員の指導力・指導方針に個人差が大きく感じる。教職員の育成に力を入れてほ

しい。 

・ 市や県の子育て支援制度、学習の推進施策（図書館利用、音楽等）について、教職員への講

義、勉強会等を行ってほしい。 

・ 小中学校に心理教育カウンセラーを配置して欲しい。 

・ 学校の老朽化が目立ち、地震の時に心配。 

・ 公立小中学校なのに設備があまりにも違う。 

・ 学習指導要領の変更によって、伝統芸能や地域学習、他学年の交流の機会を減らさないでほ

しい。 

・ 給食費を支払ってでも、義務教育中は給食にしてほしい。 

・ 給食の献立・食材で放射能検査等が不十分な材料があり、子どもに食べさせることに不安が

ある。場合によっては将来の健康に関わる。 

・ 子どもの食品アレルギーについて、教職員にもっと協力してほしい。 

・ 学校給食を通して、食育をしてほしい。 

ウ 放課後の預かり施設について（わくわくプラザ、民間学童保育等） 

・ わくわくプラザがあり、とても助かる。 

・ わくわくプラザの預かり時間を、夕方以降と、休日も対応にしてほしい。 

・ 施設をたまにしか利用しないと、よく来る人で出来あがった人間関係に入っていけない。 

・ 子ども同士の交流、学校外の友達づくりのためにも、気軽に通える場所をもっと増やして欲

しい。 

・ 施設の職員の教育をしてほしい。頭ごなしに怒るのではなく、子どもの育成に必要な指導を

してほしい。 

・ わくわくプラザまででは、市の子育て支援として完了とはいえないのではないか。 

・ 放課後の校庭開放、遊び場やイベントの提供を行ってほしい。 

・ 市立の学童保育を作るか、民間の施設に補助金を出し、受け入れ環境を充実させてほしい。 

・ 子ども文化センターのように雨天でも安心して遊ばせられる施設を増やして欲しい。 

・ 子ども文化センターを改善してほしい。内装、おもちゃなどが壊れていて危険。 

・ 子ども文化センターなどで、健康チェック、育児相談、児童体操、工作クラブ、リトミック

などを行ってほしい。 
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エ 市政全般・市の子育て支援について 

■市の子育て支援（全般）について 

・ ひとり親や障害児家庭へのサービス、補助は充実していくが、大多数の一般家庭への補助が

不十分である。 

・ 低所得者世帯、ひとり親世帯など子育てが困難な家庭への補助をもっと充実させてほしい。 

・ 無駄な政策にお金をかけるくらいなら、各家庭に補助金を回してほしい。 

・ 子育ての相談や、各施設への要望をどこに言えばよいかわからない。窓口を設けてほしい。 

■病児保育・医療費助成について 

・ 小学生の病児預かりを充実させてほしい。小児科に併設の施設があると助かる。 

・ 子どもの体調不良の際、施設での病児保育をしてほしい。預かり拒否をされると困る。 

・ 親が仕事を休めない場合、自宅で子どもを見てくれる派遣サービス等があればよい。 

・ 義務教育中は医療費補助の対象にしてほしい。 

■親の就労との両立について 

・ 子どもが就学するまで、母親は就労せず育児に専念できる環境をつくってほしい。 

・ 子どもを預けて働かなければ家計がもたないが、預ける先がなく働けないという悪相関を改

善してほしい。 

■情報提供、広報について 

・ 行政の様々な子育て支援、サービスについてもっと情報提供してほしい。情報を取りに行か

なければ得られず、どれが子どもにふさわしいかわからない。 

オ 市政、市内の子育て環境について 

・ 自由に遊べる公園や広場が少ない。ボール遊びや自転車を禁止している場所が多い。 

・ 小学生と乳幼児が同じ公園で遊んでいるのは危ない。棲み分けのされた遊び場を整備して欲

しい。 

・ 市内の緑が少ない、公園が汚い、街灯が少ない、歩道が狭くでこぼこしている。 

・ 細い裏道は一方通行にしたり大型車両は通行禁止にするなど、安全を確保してほしい。 

・ 通学路の拡張工事を進めてほしい。 

・ 通学路での不審者対策として近隣の老人会などで通学路の見守りをしてもらえるとよい。近

所の方との交流にもなる。 

・ 駅周辺の駐輪場を整備してほしい。子ども用椅子付きの自転車置き場を使いやすくしてほし

い。 

・ 川崎市は人口が増えるばかりで、そのための対策（教育・保育施設、公園等の整備）は追い

付いておらず、環境が悪い。 

・ 情報過多の時代に、行政がどんなに素晴らしい施策をしていても伝わらなければ意味がない。

子どもやお年寄りにもわかりやすい情報公開をしてほしい。 

カ その他 

・ このアンケートの調査結果を知りたい。できれば年数回単位で行い、定期的に改善していっ

てもらいたい。 

・ 川崎市内は地域によってかなり環境の差異があるので、全市にアンケートを取っても意味が

ないのではないか。 




