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幼児教育・保育、子育て支援及び結婚・子育てに関する 

アンケート調査の結果について 

 

調査結果の概要 

 

（１）子育て中の保護者（母親）の就労割合は上昇 

（２）保育所及び認定こども園をあわせた利用割合は増加。入所開始時期（希望）は低年齢化 

（３）病気やけがの際は、母親が仕事を休んで対応 

（４）放課後児童クラブの利用ニーズが上昇。利用終了時間（希望）も遅い時間帯に移行 

（５）ワーク・ライフ・バランスに必要なことについては、多様な働き方の導入や、職場で 

の理解の醸成が求められている 

（６）子どもの教育や、子どもとの接し方に対する悩みが増加 

（７）教育費、保育料の負担感が依然として高い 

 

（１）子育て中の保護者（母親）の就労割合は上昇【就学前児童、小学生の保護者】 

○保護者（母親）の就労状況 

回 答 就学前児童の保護者 小学生の保護者 

フルタイムで就労中 ２９.７％(25.7%) ３９.３％(33.0%) 

産休、育児・介護休業中 ２３.６％(15.0%) １.１％(1.0%) 

パート・アルバイト等で就労中 ２２.０％(23.1%) ４１.９％(40.5%) 

以前は就労していたが、現在は就労していない ２１.７％(32.5%) １３.４％(18.9%) 

就労したことがない  ０.６％(1.8%) ０.９％(2.8%) 

 ・就学前児童の保護者（母親）では、フルタイムの就労の割合が伸びているほか、産休や育 

児休業中との回答も増加 

・小学生の保護者（母親）では、フルタイム、パートタイム・アルバイトなどの就労形態に 

かかわらず就労の割合が上昇 

 

○子どもが生まれたときの保護者の育児休業取得状況【就学前児童の保護者】 

回 答 母親 父親 

働いていなかった ２９．８％(41.8%) ０．９％( 1.0%)  

取得した（取得中である） ５７．４％(41.3%)  ２．５％( 1.1%) 

取得していない １０．９％(14.0%)  ８８．５％(86.2%)  

 ・母親の育児休業を取得した（取得中である）との回答が、前回より 15ポイント以上増加 

 

○就労者（母親）の家を出る時間・帰宅時間（上位回答） 

回 答 就学前児童の保護者 小学生の保護者 

家を出る時間（７時台） ４３．０％(33.8%) ２９．８％(25.6%) 

家を出る時間（８時台） ４０．０％(45.1%) ４６．０％(48.2%) 

別添 
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家を出る時間（９時台） ９．８％(13. 0%) １２．７％(15.4%) 

帰宅時間（１８時台） ３５．５％(34.4%) ２５．５％(25.8%) 

帰宅時間（１７時台） ２３．４％(22.2%) １８．２％(17.9%) 

帰宅時間（１６時台） １１．５％(11.1%) １３．０％(13.3%) 

 

○土曜日、又は日曜日・祝日の就労状況（母親）（複数回答） 

回 答 就学前児童の保護者 小学生の保護者 

土曜日 ３５．５％( -  )  ２８．７％( -  )  

日曜日・祝日 １６．４％( -  )  １３．７％( -  ) 

 

○保護者（母親）の就労意向（※現在、就労していない方の意向） 

回 答 就学前児童の保護者 小学生の保護者 

１年より先、一番下の子どもが□歳になったら 

大きくなったら就労したい 
４４.８％(52.4%) ２５.０％(24.5%) 

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい ２５.５％(24.6%) ３４.８％(36.2%) 

子育てや家事などに専念したい 

（就労の予定はない） 
１８.０％(18.6%) ３１.３％(33.8%) 

 ・就学前児童の保護者（母親）では、就労で家を出る時間が早くなっている 

 ・就労していない方の就労意向は減少している 

 

（２）保育所及び認定こども園をあわせた利用割合は増加。入所開始時期（希望）は低年齢化 

【就学前児童の保護者】 

○平日の保育所・幼稚園などの利用状況と利用希望について（複数回答）（※「利用状況」は

普段、保育所・幼稚園などを利用している方、「利用希望」は全就学前児童の保護者） 

回 答 利用状況 利用希望 

幼稚園 １８.７％(27.8%) ２９.８％(39.9%) 

幼稚園の預かり保育 ３.４％( 4.8%) １４.３％(15.8%) 

保育所 ３７.３％(68.3%) ４８.５％(63.9%) 

認定こども園 ４１.０％( 1.2%) ５６.１％(16.0%) 

＊保育所・認定こども園の合計 ＊７８.３％(69.5%)  

小規模な保育施設（定員６～１９人未満の施設）※   ３.７％(3.9%) 

家庭的保育（５人以下の子どもを保育する事業）※   ０.７％(1.7%) 

事業所内保育施設  １.５％(0.9%)  ４.６％(4.7%) 

ファミリーサポートセンター  ０.５％(0.5%)  ５.３％(6.6%) 

その他（託児所やベビーシッターなど）  １.４％(1.7%)   ５.５％(5.6%) 

                                     ※本市未実施 

  ・保育所・幼稚園などの利用状況は、認定こども園、次いで保育所が多く、これらをあわせ 

た利用状況の割合は増加 
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○平日の保育所・幼稚園などを利用していない理由【就学前児童の保護者】（上位回答） 

回 答 就学前児童の保護者 

子どもがまだ小さいため、□歳くらいになったら利用したい ４７．０％(47.2%) 

利用する必要がない ２５．２％(32.0%) 

利用したいが、保育所・幼稚園などに空きがない １０．０％( 3.9%) 

子どもの祖父母や親戚の人がみているので、利用する必要がない  ２．９％( 4.7%) 

 ・保育所・幼稚園など利用していない理由では、「子どもが小さいため」とした回答が最も多い 

・利用したいが保育所などに空きがないという回答は増加 

 

○保育所・幼稚園などを利用したい時の子どもの年齢【就学前児童の保護者】 

（※前の質問で「子どもがまだ小さいため、□歳くらいになったら利用したい」を選んだ方）

（上位回答） 

回 答 就学前児童の保護者 

１歳 ４８．１％(28.3%) 

２歳 １６．７％(15.8%) 

３歳 ２７．８％(51.4%) 

４歳  ４．４％( 4.3%) 

 

 ・保育所・幼稚園などの利用開始時期の希望年齢は、前回の３歳から今回調査では１歳との 

回答が最も多かった。 

 

（３）病気やけがの際は、母親が仕事を休んで対応【就学前児童の保護者、小学生の保護者】 

 （上位回答） 

 ○子どもが病気やケガで保育所・幼稚園などを利用できなかったり、学校を休んだ場合の対処 

回 答 就学前児童の保護者 小学生の保護者 

母親が休んだ ６８.７％(70.0%) ５９.６％(54.4%) 

(同居者を含む)親族・知人に子どもをみてもらった ３６.０％(43.7%) ２８.５％(34.2%) 

父親が休んだ ２３.４％(21.0%) １０.４％(10.2%) 

父親又は母親のうち就労していない保護者がみた １３.０％(19.5%) １２.７％(21.0%) 

病児・病後児保育を利用した １２.４％(10.7%) ３.１％( 1.9%) 

仕方なく子どもだけで留守番をさせた ０.４％( 0.6%) ８.７％(13.8%) 

 

 ・子どもの病気やけがで、普段利用している保育所・幼稚園、学校などを利用できなかった 

   場合の対処方法については、「母親が休んだ」と答えた保護者は、就学前で約７割、小学

生で約６割と最も多い 

・「父親が休んだ」との回答が、就学前児童、小学生の保護者ともに、前回よりわずかに増 

 加したが、「母親が休んだ」との回答も小学生の保護者で増加した 

  ・「病児・病後児保育を利用した」と回答した就学前児童、小学生の保護者ともに、前回よ 

りわずかに増加した 
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（４）放課後児童クラブの利用ニーズが上昇。利用終了時間（希望）も遅い時間帯へ移行 

【小学校入学を控えた５才児以上の就学前児童の保護者】 

○小学校入学後に放課後の時間を過ごさせたい場所（複数回答） 

回 答 
低学年時 

（小１～３） 
高学年時 

（小４～６） 

自宅 ２７.１％(42.4%) ５２.８％(57.5%) 

祖父母宅や友人・知人宅 １２.３％(16.9%) １６.２％(19.7%) 

習い事（ピアノ、サッカークラブ、学習塾など） ２８.０％(35.6%) ４６.０％(51.0%) 

児童館 ３.１％( 5.6%) ４.３％( 4.8%) 

放課後子ども教室 ６.０％( 7.8%) ５.２％( 7.3%) 

放課後児童クラブ ４９.０％(38.2%) １７.５％(18.2%) 

放課後等デイサービス １.８％( -  ) １.８％( -  ) 

その他  ５.５％(12.4%) ９.９％(16.9%) 

 

○放課後児童クラブの利用希望時間（終了時）【小学校入学を控えた５才児以上の就学前児童 

の保護者】（上位回答）（※前の質問で「放課後児童クラブ」を選んだ方） 

回 答 
低学年時 

（小１～３） 
高学年時 

（小４～６） 

１６時台  ７.０％( 7.4%) １.７％( 4.5%) 

１７時台 ２５.７％(34.6%) ２２.２％(37.3%) 

１８時台 ４２.５％(29.0%) ３６.８％(28.2%) 

１９時台 ８.９％( 9.5%) １２.８％( 7.3%) 

・小学校入学を控えた就学前児童の保護者に対して、平日の放課後にどの場所で過ごさせ 

たいかの質問では、低学年の間は「放課後児童クラブ」との回答が、前回に比べ10ポイ 

ント以上増加した一方で、「自宅」との回答が15ポイント以上減少した 

・放課後児童クラブの利用終了時間の希望については、最も多い回答が、前回の「17時台」 

 から、今回は「18時台」となった 

 

○放課後の時間を過ごさせたい場所（複数回答）【小学生の保護者】 

回 答 
低学年 

（小１～３） 
高学年 

（小４～６） 

自宅 ５０.４％(67.9%) ５７.７％(67.6%) 

祖父母宅や友人・知人宅 １７.０％(25.2%) １７.２％(23.8%) 

習い事（ピアノ、サッカークラブ、学習塾など） ５０.６％(65.9%) ４９.２％(63.3%) 

児童館 ９.４％( 9.5%) ７.５％( 6.9%) 

放課後子ども教室 ７.０％( 8.2%) ３.５％( 5.1%) 

放課後児童クラブ ３７.６％(32.9%) ９.９％( 9.0%) 

放課後等デイサービス １.６％( -  ) １.２％( -  ) 

その他 １７.１％(30.8%) １７.２％(28.4%) 

 ・小学生の保護者では、放課後の時間を過ごさせたい場所として、低学年の間は「放課後児童 

クラブ」の回答は約５ポイント増加し、「自宅」は約 18ポイント減少した 
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（５）ワーク・ライフ・バランスに必要なことについては、多様な働き方の導入や、職場での 

の理解の醸成が求められている【就学前児童の保護者・小学生の保護者】 

○男女の家事分担 

   回 答 就学前児童の保護者 小学生の保護者 

女性が主に家事をしている ５５.７％(66.0%) ６０.５％(64.5%) 

できることをそれぞれが分担している ３４.２％(27.9%) ２８.２％(24.3%) 

男性が主に家事をしている ０.３％( 0.3%) ０.７％( 0.3%) 

・家庭での男女の家事分担では、前回調査に比べて、「女性が主に家事をしている」との 

 回答が減少し、「できることをそれぞれが分担している」との回答が増加 

 

○ワーク・ライフ・バランスの実現に必要と思われるもの（複数回答）【就学前児童の保護者・

小学生の保護者】（上位回答） 

回 答 就学前児童の保護者 小学生の保護者 

ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制、短時間勤務、時差出勤など多様な働

き方の導入 
４２.２％(43.2%) ３９.３％(40.7%) 

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽを認める社会・職場のムード ３６.１％(32.1%) ３６.１％(31.5%) 

保育所・放課後児童クラブなど子どもを預かる施

設、介護施設の充実 
３３.８％(34.7%) ２４.７％(28.1%) 

休業制度（育児休業や介護休暇など） ２９.６％(32.2%) １９.９％(23.7%) 

有給休暇の促進（１時間単位で利用できる有給休

暇制度の拡充など） 
２４.３％(17.1%) ２６.３％(23.2%) 

 

○ワーク・ライフ・バランスの実現に必要と思われるもの（複数回答）【未婚又は既婚で子ど 

ものいない 18～45歳の方】（上位回答） 

回 答 
未婚又は既婚で子ど
ものいない 18～45歳 

ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制、短時間勤務、時差出勤など多様な働き方の導入 ４０.７％(24.2%) 

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽを認める社会・職場のムード ４１.０％(34.0%) 

保育所・放課後児童クラブなど子どもを預かる施設、介護施設の充実 ３４.５％(33.0%) 

休業制度（育児休業や介護休暇など） ４９.３％(43.5%) 

有給休暇の促進（１時間単位で利用できる有給休暇制度の拡充など） ２０.３％(16.1%) 

・ワーク・ライフ・バランスに必要なことについての質問では、「フレックスタイム制、 

 短時間勤務などの多様な働き方の導入」、次いで「ワーク・ライフ・バランスを認める 

会社・職場のムード」といった職場での理解の醸成が求められている 

・就学前児童の保護者では、「保育所・放課後児童クラブなど子どもを預かる施設の充 

実」といった施設整備に関する回答が、前回の２番目に多い回答から１つ順位を下げた 

・未婚又は既婚で子どものいない18～45歳の方では、「育児休業や介護休暇等」が前回と 

同様、最も多い回答となっているが、「フレックスタイム制、短時間勤務などの多様な 

働き方の導入」の回答が前回と比べ大きく伸びた 
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（６）子どもの教育や、子どもとの接し方に対する悩みが増加【就学前児童、小学生の保護者】 

○子育てについて気になることや悩んでいること（複数回答）（上位回答） 

回 答 就学前児童の保護者 小学生の保護者 

子どもの教育に関すること ４０．５％(24.0%) ５３．６％(43.3%) 

子どもの病気や発育・発達に関する事 ３７．４％(32.8%) ２５．１％(19.4%) 

仕事や自分のやりたいことが十分できない ２７．２％(32.5%) １９．０％(18.1%) 

子どもとの接し方 ２５．０％(14.6%) ２４．５％(11.4%) 

子育てに係る経済的負担が大きい ２３．４％(23.8%) ２９．９％(28.9%) 

 

・子育てについての悩みでは、就学前児童、小学生の保護者ともに「子どもの教育に関す 

 ること」の回答が最も多く、次いで、就学前児童保護者では「子どもの病気や発育・発 

達に関すること」、小学生保護者では、「子育てにかかる経済的負担が大きい」となっ 

た 

・前回調査と比べると、就学前児童、小学生の保護者ともに「子どもの教育に関するこ 

と」、「子どもとの接し方」が悩みである回答が大きく伸びた 

 

 （参考） 

  子育てで「つらい」と感じること・「困ったこと」に対する自由回答（主なもの） 

○就学前児童の保護者            ○小学生の保護者 

    ・しつけや生活習慣、子どもとの接し方     ・しつけや生活習慣への不安 

    ・子どもの友人関係              ・病気の際の対応 

・発達や発育についての心配          ・子どもの交友関係や、 

 ・保護者同士のつきあい                いじめによる不登校 

    ・自分の時間がない              ・発達や発育への不安 

    ・夫の育児不参加               ・自分の時間が無い 

    ・子どもが病気の時の預け先          ・夫の育児不参加 

・保育所のお迎え時間 など          ・児童クラブの不足 

                           ・相談しやすい体制づくり など 
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（７）教育費、保育料の負担感が依然として高い 

○少子化対策に効果的と思われる施策（複数回答）（上位回答）【就学前児童、小学生の保護者】 

回 答 就学前児童の保護者 小学生の保護者 

教育費の負担軽減 ３９．４％(37.3%) ５１．９％(46.9%) 

保育所・幼稚園・認定こども園の利用料の軽減 ３８．６％(41.3%) １８．７％(23.8%) 

子育て支援のための企業への働きかけ ３０．５％(19.6%) ２９．５％(17.1%) 

児童手当の拡充や減税の実施 ３０．５％( -  )  ３０．７％( -  ) 

保護者の勤務時間に合わせた保育の実施 ２５．７％(29.4%) ２５．５％(27.2%) 

男性も女性と一緒に家事、育児に参加してい

くという意識啓発 
２２．８％(18.5%) ２５．５％(17.3%) 

 

○少子化対策に効果的と思われる施策（複数回答）（上位回答）【未婚又は既婚で子どものいな 

い 18～45歳の方、55～75歳の方】 

回 答 
未婚又は既婚で子ど

ものいない 18～45歳 
55～75歳 

教育費の負担軽減 ３８．６％(26.3%) ２９．７％(24.4%) 

保育所・幼稚園・認定こども園の利用料の軽減 ２４．１％(17.5%) １７．９％(22.4%) 

子育て支援のための企業への働きかけ ２５．５％(15.1%) ３４．７％(25.9%) 

児童手当の拡充や減税の実施 ２２．４％( -  )  １５．４％( -  ) 

保護者の勤務時間に合わせた保育の実施 ２３．４％(29.5%) ３０．８％(29.7%) 

男性も女性と一緒に家事、育児に参加してい

くという意識啓発 
２４．１％(20.4%) ２３．２％(20.0%) 

不妊治療への支援 １８．３％(22.1%) ５．１％( 7.5%) 

 

・就学前児童の保護者、小学生の保護者、未婚又は既婚で子どものいない18～45歳の方で 

最も多い回答は「教育費の負担軽減」であった 

・就学前児童の保護者では、前回は「保育所・幼稚園・認定こども園の利用料の軽減」が 

最も多い回答であったが、2019年10月からの幼児教育・保育の無償化を控え、今回調査 

では２番目に多い回答となった 

・前回調査と大きく変わった点として、全回答対象者において、「子育て支援のための企 

業への働きかけ（就労条件改善など）」の回答で伸びた 

・小学生保護者及び未婚又は既婚で子どものいない18～45歳の方では、「男性も女性と一 

緒に家事、育児に参加していくという意識啓発」が、少子化対策として効果的であると 

する回答順位が高くなった 
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（その他のアンケート結果） 

 

【就学前児童の保護者】 

○育児休業から職場復帰したときのタイミング（母親） 

回 答 就学前児童の保護者 

年度初めの入所に合わせたタイミング ４９．７％(39.3%) 

それ以外 ４７．８％(60.0%)  

 

○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） 

回 答 就学前児童の保護者 

希望する保育所・認定こども園に入るため ４６．８％(24.0%) 

経済的な理由で早く復帰する必要があったため ２７．０％(29.2%) 

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため ２６．４％(36.1%) 

 

○職場復帰時の短時間勤務制度の利用状況（母親） 

回 答 就学前児童の保護者 

利用した ４４．９％(35.2%) 

利用したかったが、利用しなかった ２６．９％(37.7%) 

利用する必要がなかった ２５．６％(25.6%) 

 

【小学校入学を控えた５才児以上の就学前の保護者、小学生の保護者】 

○夏休み・冬休みなどの長期の休暇中の放課後児童クラブの利用希望 

回 答 就学前児童の保護者 小学生の保護者 

低学年（１～３年生）の間は利用したい ３２．８％(26.0%) １６．９％(13.9%)  

高学年（４～６年生）の間は利用したい ２０．１％(22.2%)  ２２．１％(20.4%) 

利用する必要はない １８．７％(28.3%)  ５２．３％(59.5%)  

 

【就学前児童の保護者・小学生の保護者】 

○子育てに関して感じていること 

回 答 就学前児童の保護者 小学生の保護者 

楽しいと感じている ３８．３％(38.7%) ３０．３％(32.5%) 

どちらかといえば楽しい ４２．２％(38.5%) ４４．３％(37.5%) 

何となく不安や負担を感じる １４．７％(12.8%) ２０．２％(16.1%) 

非常に不安や負担を感じる ２．３％( 2.1%) ３．２％( 3.1%) 
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【就学前児童の保護者・小学生の保護者】 

○もう一人子どもをほしいと思うか 

回 答 就学前児童の保護者 小学生の保護者 

ほしい ２３．１％(25.3%) ５．４％( 6.1%) 

条件が整えばほしい ４１．６％(42.2%) ３０．０％(32.0%) 

ほしくない ３０．０％(30.4%) ６１．５％(60.6%) 

 

【未婚又は既婚で子どものいない１８歳以上４５歳以下の方】 

○結婚しようと思わない理由（複数回答）（上位回答） 

回 答 
未婚又は既婚で子どもの

いない 1 8 歳～ 4 5 歳 

①自分の自由になる時間やお金が少なくなる ６１．５％ (61.5%) 

②ストレスがたまる ３０．８％ (42.3%) 

③人とのつきあいが苦手だから ２３．１％ (30.8%) 

○子どもを持ちたいと思うか 

①持ちたいと思う ６７．９％ (70.9%) 

②持ちたいと思わない ２０．３％ (10.9%) 

③持ちたいと思うが持てない １０．０％ (16.5%) 

 

○子どもを持ちたい理由（複数回答）（上位回答） 

   （※前の質問で、子どもを「持ちたいと思う」、又は「持ちたいと思うが持てない」を選 

    んだ方） 

①子どもがいると生活が楽しく豊かになるから ５４．９％ (53.8%) 

②子どもがいることで人として成長できるから ４２．５％ (37.8%) 

③好きな人の子どもを持ちたいから ３６．３％ (32.1%) 

④子どもは安らぎや生きる力を与えてくれるから ３５．８％ (45.8%) 

⑤結婚して子どもを持つことは自然なことだから ２４．８％ (34.9%) 

 

○子どもを持ちたいと思うが持てない・持ちたいと思わない理由（複数回答）（上位回答） 

（※子どもを「持ちたいと思うが持てない」、又は「持ちたいと思わない」を選んだ方） 

①子育てのための精神的・肉体的負担が大きいから ４７．７％ (34.6%) 

②子育てのための経済的負担が大きいから ３９．８％ (34.6%) 

③子育てに関心や自信が持てないから ２５．０％ (29.5%) 
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【就学前児童の保護者】 

○家庭での男女それぞれの「家事」に関わる割合 

区 分 
現 実 希 望 

男 性 女 性 男 性 女 性 

0～10%未満 １８.０%(22.6%) ０.１%( 0.1%) １.７%( 1.7%) ０.２%( 0.0%) 

10～20%未満 ２３.６%(27.2%) ０.１%( 0.1%) ３.７%( 7.0%) ０.１%( 0.0%) 

20～30%未満 １６.３%(17.6%) ０.０%( 0.1%) ８.８%(13.3%) ０.２%( 0.1%) 

30～40%未満 １５.２%(13.3%) ０.７%( 0.3%) １８.２%(22.5%) ０.２%( 0.1%) 

40～50%未満 ６.７%( 4.4%) １.２%( 0.5%) １７.２%(14.5%) ０.５%( 0.3%) 

50～60%未満 ７.７%( 4.7%) ７.８%( 4.9%) ２５.８%(16.9%) ２６.２%(17.2%) 

60～70%未満 １.２%( 0.5%) ７.１%( 4.6%) ０.５%( 0.3%) １７.３%(14.5%) 

70～80%未満 ０.７%( 0.3%) １５.０%(13.4%) ０.２%( 0.1%) １８.３%(22.8%) 

80～90%未満 ０.０%( 0.1%) １７.３%(18.6%) ０.２%( 0.1%) ８.８%(12.9%) 

90～100% ０.１%( 0.2%) ４１.０%(49.6%) ０.１%( 0.1%) ５.０%( 8.6%) 

 

○家庭での男女それぞれの「育児」に関わる割合 

区分（％） 
現 実 希 望 

男 性 女 性 男 性 女 性 

0～10未満  ６.２%( 6.8%) ０.１%( 0.0%) ０.４%( 0.2%) ０.２%( 0.1%) 

10～20未満 １９.５%(21.0%) ０.０%( 0.0%) １.１%( 1.5%) ０.０%( 0.0%) 

20～30未満 ２１.９%(22.3%) ０.２%( 0.1%) ４.５%( 5.3%) ０.０%( 0.0%) 

30～40未満 ２１.１%(20.8%) ０.３%( 0.4%) １３.２%(16.6%) ０.２%( 0.2%) 

40～50未満 １１.１%(11.1%) ０.７%( 0.3%) １８.９%(18.5%) ０.４%( 0.3%) 

50～60未満 ８.７%( 8.7%) ８.８%( 8.8%) ３８.１%(33.5%) ３８.４%(33.9%) 

60～70未満 ０.７%( 0.3%) １１.５%(11.6%) ０.４%( 0.3%) １８.９%(18.5%) 

70～80未満 ０.２%( 0.4%) ２１.２%(20.9%) ０.２%( 0.2%) １３.１%(16.6%) 

80～90未満 ０.２%( 0.1%) ２２.７%(23.4%) ０.０%( 0.1%) ４.５%( 5.2%) 

90～100 ０.０%( 0.1%) ２４.４%(26.5%) ０.１%( 0.1%) １.３%( 1.6%) 
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【小学生の保護者】 

○家庭での男女それぞれの「家事」に関わる割合 

区 分 
現 実 希 望 

男 性 女 性 男 性 女 性 

0～10%未満 ２０.８%(24.3%) ０.２%( 0.0%) １.０%( 1.8%) ０.０%( 0.1%) 

10～20%未満 ２４.３%(26.0%) ０.２%( 0.1%) ３.０%( 6.3%) ０.１%( 0.0%) 

20～30%未満 １８.１%(16.7%) ０.１%( 0.1%) １０.７%(13.7%) ０.２%( 0.3%) 

30～40%未満 ９.２%( 9.8%) ０.４%( 0.6%) ２０.２%(23.4%) ０.３%( 0.1%) 

40～50%未満 ５.６%( 3.3%) ０.６%( 0.6%) １６.２%(13.7%) ０.３%( 0.3%) 

50～60%未満 ６.０%( 3.1%) ６.１%( 3.2%) ２４.６%(15.6%) ２５.１%(15.7%) 

60～70%未満 ０.６%( 0.5%) ５.７%( 3.5%) ０.３%( 0.3%) １６.０%(13.9%) 

70～80%未満 ０.４%( 0.6%)  ９.５%( 9.7%) ０.３%( 0.2%) ２０.２%(23.3%) 

80～90%未満 ０.３%( 0.2%) １８.６%(17.9%) ０.３%( 0.1%) １０.５%(13.9%) 

90～100% ０.３%( 0.1%) ４６.２%(51.4%) ０.２%( 0.1%) ３.９%( 8.1%) 

 

○家庭での男女それぞれの「育児」に関わる割合 

区分（％） 
現 実 希 望 

男 性 女 性 男 性 女 性 

0～10未満 ９.９%( 8.9%) ０.１%( 0.0%) ０.３%( 0.4%) ０.２%( 0.1%) 

10～20未満 １８.２%(19.9%) ０.０%( 0.1%) １.３%( 1.6%) ０.０%( 0.0%) 

20～30未満 １９.３%(19.4%) ０.４%( 0.1%) ４.３%( 5.4%) ０.１%( 0.2%) 

30～40未満 １６.８%(15.6%) ０.５%( 0.4%) １１.８%(13.1%) ０.２%( 0.2%) 

40～50未満 １０.０%(11.1%) １.０%( 0.6%) １５.８%(18.0%) １.１%( 0.4%) 

50～60未満 １０.４%( 9.8%) １０.８%( 9.9%) ４０.７%(35.8%) ４１.４%(35.9%) 

60～70未満 １.０%( 0.6%) １０.３%(11.4%) １.０%( 0.3%) １５.３%(18.2%) 

70～80未満 ０.５%( 0.3%) １５.５%(15.7%) ０.３%( 0.1%) １１.７%(12.8%) 

80～90未満 ０.４%( 0.1%) ２０.２%(19.9%) ０.１%( 0.3%) ４.５%( 5.4%) 

90～100 ０.３%( 0.1%) ２７.５%(28.7%) ０.１%( 0.1%) １.３%( 2.2%) 

 

【小学生の保護者】 

○ファミリーサポートセンターの利用の有無 

回 答 小学生の保護者 

知っているが利用していない ６５．４％(54.3%)  

ファミリーサポートーセンターを知らなかった ３０．８％(41.0%)  

利用している １．２％( 1.6%)  
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【５５歳以上７５歳以下の方】 

○小学生以下のお孫さんとどのような関わりを持っているか 

①頻繁に、孫の親に代わって預かっている（面倒をみている） １７．２％ ( -  ) 

②たまに、孫の親に代わって預かっている（面倒をみている） ２９．３％ ( -  ) 

③預かることはないが、頻繁に孫の親と一緒に遊びに来る ８．４％ ( -  ) 

④預かることはないが、たまに、孫の親と一緒に遊びに来る ２８．８％ ( -  ) 

⑤ほとんど関わることはない ７．４％ ( -  ) 

 

○孫を預かったときに感じること（複数回答）（上位回答） 

①とても楽しい ５６．３％ ( -  ) 

②孫の親をサポートできてうれしい ５４．０％ ( -  ) 

③生きがいを感じる ３４．４％ ( -  ) 

④体力的に疲れる ３１．２％ ( -  ) 

 

【満足度】 

○行政が行っている子育て支援に対する満足度【就学前児童、小学生の保護者】 

回 答 就学前児童の保護者 小学生の保護者 

大変満足 １．７％( 1.7%) ０．９％( 0.9%) 

ほぼ満足 ４０．４％(47.8%) ４０．２％(37.8%) 

やや不満 ４３．４％(41.0%) ４４．４％(48.8%) 

大変不満 ７．７％( 6.0%) ７．１％( 7.7%) 

 

○行政が行っている子育て支援に対する満足度【55～75歳】 

回 答 55～75歳 

大変満足 １．４％( 3.7%) 

ほぼ満足 ２５．１％(54.7%) 

やや不満 １９．８％(26.6%) 

大変不満 ４．６％( 3.7%) 

わからない ４５．１％( -  ) 
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【情報の入手先】 

○金沢市の事業の情報の入手先【就学前児童、小学生の保護者】（複数回答） 

回 答 就学前児童の保護者 小学生の保護者 

親族（親、兄弟姉妹など） ５８．８％ ５０．４％ 

保育所、幼稚園、認定こども園又は学校 ５５．９％ ６２．２％ 

隣近所の人、知人、友人 ５４．６％ ６７．６％ 

市の広報以外のインターネット、アプリ ２７．６％ １９．２％ 

子育て雑誌・育児書 ２６．４％ １６．５％ 

テレビ、ラジオ、新聞 ２３．７％ ３３．３％ 

市からの情報（インターネット・アプリ、新

聞広報、パンフレットなど） 
２２．４％ ２４．６％ 

コミュニティ誌・フリーペーパー ２０．７％ １７．６％ 

 

○金沢市の事業の情報の入手先【未婚又は既婚で子どものいない 18～45歳、55～75歳】（複 

数回答） 

回 答 
未婚又は既婚で子ど

ものいない 18～45歳 
55～75歳 

親族（親、兄弟姉妹など） ２４．５％ １１．３％ 

回覧板 １５．９％ ６５．１％ 

隣近所の人、知人、友人 １２．４％ １８．２％ 

市の広報以外のインターネット、アプリ ９．０％ ３．２％ 

テレビ、ラジオ、新聞 ３６．２％ ５７．２％ 

市からの情報（インターネット・アプリ、新

聞広報、パンフレットなど） 
３７．９％ ５１．０％ 

コミュニティ誌・フリーペーパー ２３．１％ ７．４％ 

 


