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Ⅰ 調査の概要 

Ⅰ-１．調査の目的と実施概要 

（1） 調査の目的 

本調査は、「第 3 次新座市子ども・子育て支援事業計画」を策定するにあたり、確保を

図るべき教育・保育・子育て支援の量の見込みの算出や質の状況を把握し、市民の皆様の

教育・保育・子育て支援に関する生活実態やご意見・ご要望をお伺いするために実施しま

した。 

（2） 調査概要 

この調査の概要は以下のとおりです。 

調査種別 就学前児童保護者 小学生保護者 

調査対象 就学前児童の保護者 3,000名 小学生児童の保護者 1,000名 

抽出方法 住民基本台帳から無作為抽出 住民基本台帳から無作為抽出 

調査方法 Web による回答 Web による回答 

調査期間 令和 6 年 2 月 13 日～2 月 26 日 令和 6 年 2 月 13 日～2 月 26 日 
   

配 付 数 3,000 票 1,000 票 

回 収 数 1,910 票 631 票 

 無効票※ 313 票 70 票 

 有効票 1,597 票 561 票 

有効回収率 53.2％ 56.1％ 

※無効票は、全問無回答または回答途中のものです。 
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Ⅰ-２．調査結果を読む際の留意事項 

この調査の分析結果を読む際の留意点は以下のとおりです。 

○ 「調査結果」の図表は、原則として回答者の構成比（百分率）で表現しています。 

○ 「n」は、「Number of case」の略で、構成比算出の母数を示しています。 

○ 百分比による集計では、回答者数（該当質問においては該当者数）を 100％として算

出し、本文および図表の数字に関しては、すべて小数点第 2 位以下を四捨五入し、小数

点第 1 位までを表記するため、すべての比率の合計で 100%前後の誤差が生じる場合

があります。また、複数回答の設問では、すべての比率の合計が 100％を超えること

があります。 

○ 設問のなかには前問に答えた人のみが答える「限定設問」があり、表中の「回答者数」

が全体より少なくなる場合があります。 

○ 図表中の「0.0」は四捨五入の結果または回答者が皆無であることをあらわします。 

○ 母数が 100 未満の場合の百分率は、統計的誤差が大きい可能性が高いので数値の取扱

いには特に注意が必要となります｡ 

○ 選択肢の語句が長い場合、本文中及び図表中では省略した表現を用いる場合がありま

す。 
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Ⅱ 調査結果【就学前児童保護者】 

Ⅱ-１．お子さんとご家族の状況について 

問1 宛名のお子さんの令和５年４月２日時点での年齢をお答えください。（〇は１つ） 

○ 宛名のお子さんの年齢は、「5 歳」が 25.3％で最も高く、次いで「0 歳」が 16.9％、「4

歳」が16.4％と続いています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「5歳」の割合が高くなっています。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
※前回は「6 歳」を含む 

 

  

16.9 13.7 14.0 12.8 16.4 25.3 0.9

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

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 無回答

問1 子どもの年齢

ｎ

ｎ=1,597

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
前回比較

0歳 270 16.9 18.5 -1.6
1歳 218 13.7 16.5 -2.8
2歳 223 14.0 15.5 -1.5
3歳 205 12.8 14.2 -1.4
4歳 262 16.4 13.1 3.3

5歳※ 404 25.3 20.2 5.1
無回答 15 0.9 2.1 -1.2
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問2 宛名のお子さんを含め、きょうだいは、何人いますか。 

○ 宛名のお子さんのきょうだいの人数は、「2 人」が 46.6％で最も高く、次いで「1 人」が

31.9％、「３人」が16.2％と続いています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「2人」の割合が増加しています。 

 

 
 

5 人以上の人数 (人) 

平均 5.11 

最大値 7.00 

最小値 5.00 

 

 
■前回調査との比較 

 
  

31.9 46.6 16.2 3.4

1.1 0.8

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

1人 2人 3人 4人 5人以上 無回答

問2 宛名の子どもを含めた兄弟の人数

ｎ

ｎ=1,597

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
前回比較

1人 509 31.9 30.6 1.3
2人 744 46.6 40.4 6.2
3人 259 16.2 14.3 1.9
4人 54 3.4 2.0 1.4
5人以上 18 1.1 0.9 0.2
無回答 13 0.8 11.7 -10.9
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問3 この調査票にご回答いただく方はどなたですか。宛名のお子さんからみた関係でお答え

ください。（○は１つ） 

○ 調査票の回答者は、「母親」が84.8％、「父親」が14.9％、「その他」が1.1％となって

います。 

○ 前回調査の結果と比べると、「父親」の割合が増加し、「母親」の割合が減少しています。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 

 

 

問4 この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。（○は１

つ） 

○ 回答者の配偶関係について、「配偶者がいる」が96.4％、「配偶者はいない」が3.4％とな

っています。 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
  

84.8 14.9 0.1 0.1

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

母親 父親 その他 無回答

問3 回答者

ｎ

ｎ=1,597

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

母親 1,355 84.8 91.8 -7.0
父親 238 14.9 7.3 7.6
その他 2 0.1 0.2 -0.1
無回答 2 0.1 0.6 -0.5

96.4 3.4

0.3

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

配偶者がいる 配偶者はいない 無回答

問4 回答者の配偶関係

ｎ

ｎ=1,593

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,593）
前回

（ｎ=1,589）
増減

配偶者がいる 1,535 96.4 95.2 1.2
配偶者はいない 54 3.4 3.5 -0.1
無回答 4 0.3 1.3 -1.0
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問5 あなたの家族構成についてお答えください。（〇は１つ） 

○ 家族構成について、「核家族世帯」が90.7％、「3世代世帯」が8.5％、「その他」が 0.8％

となっています。 

 

 
 

 

 

問6 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。宛名のお

子さんからみた関係でお答えください。（○は１つ） 

○ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っている人は、「父母ともに」が 53.7％

で最も高く、次いで「主に母親」が44.9％、「主に父親」が1.0％と続いています。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 

  

90.7 8.5 0.8 0.1

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

核家族世帯(子どもと親) 3世代世帯(子どもと親と祖父母) その他 無回答

問5 家族構成

ｎ

ｎ=1,597

53.7 44.9 1.0

0.2 0.1 0.1

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

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 無回答

問6 子どもの子育てを主に行っている方

ｎ

ｎ=1,597

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

父母ともに 857 53.7 50.0 3.7
主に母親 717 44.9 47.0 -2.1
主に父親 16 1.0 0.3 0.7
主に祖父母 3 0.2 0.6 -0.4
その他 2 0.1 0.7 -0.6
無回答 2 0.1 1.3 -1.2
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問7 お住まいの地区はどちらですか。（○は１つ） 

○ 居住地区について、「野火止5～8丁目」が10.4％で最も高く、次いで「栗原」が9.0％、

「野寺」が6.8％となっています。 

 

 
 

  

0.9 

1.9 

5.6 

6.0 

6.6 

5.9 

9.0 

5.2 

5.9 

0.4 

3.1 

0.8 

0.3 

6.4 

3.5 

4.5 

6.8 

5.3 

10.4 

4.1 

3.3 

3.1 

0.6 

0.4 

0.1 

0% 5% 10% 15%

あたご

池田

石神

大和田

片山

北野

栗原

栄

新堀

菅沢

東北

道場

中野

新座

新塚

西堀

野寺

野火止1～4丁目

野火止5～8丁目

畑中

馬場

東

堀ノ内

本多

無回答

ｎ=1,597
問7 居住地区
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■前回調査との比較 

 

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

あたご 14 0.9 0.9 0.0
池田 31 1.9 1.7 0.2
石神 89 5.6 6.3 -0.7
大和田 96 6.0 6.2 -0.2
片山 105 6.6 6.1 0.5
北野 95 5.9 5.9 0.0
栗原 143 9.0 10.2 -1.2
栄 83 5.2 3.5 1.7
新堀 94 5.9 6.3 -0.4
菅沢 7 0.4 0.8 -0.4
東北 50 3.1 3.6 -0.5
道場 12 0.8 1.0 -0.2
中野 4 0.3 0.1 0.2
新座 102 6.4 6.4 0.0
新塚 56 3.5 4.1 -0.6
西堀 72 4.5 3.1 1.4
野寺 108 6.8 6.4 0.4
野火止1～4丁目 85 5.3 4.9 0.4
野火止5～8丁目 166 10.4 9.8 0.6
畑中 66 4.1 5.6 -1.5
馬場 53 3.3 3.0 0.3
東 50 3.1 3.1 0.0
堀ノ内 9 0.6 0.4 0.2
本多 6 0.4 0.0 0.4
無回答 1 0.1 0.8 -0.7
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Ⅱ-２．子育てで日頃感じていることについて 

問8 子育てについて、どのように感じていますか。（１つに○） 

○ 子育てをどのように感じているかについて、「負担やつらさもあるが、喜びやうれしさを感

じることが多い」が 66.1％で最も高く、次いで「とても喜びやうれしさを感じている」が

16.2％、「喜びやうれしさと、負担やつらさが同じくらい」が12.1％となっています。 

○ 「とても喜びやうれしさを感じている」と「負担やつらさもあるが、喜びやうれしさを感じ

ることが多い」を合わせた『喜びやうれしさが大きい』は 82.3％、「喜びやうれしさもあ

るが、負担やつらさを感じることが多い」と「とても負担やつらさを感じている」を合わせ

た『負担やつらさが大きい』は5.5％となっています。 

○ 子どもの年齢別にみると、0歳および1歳では、2歳以上に比べて『喜びやうれしさが大き

い』人の割合が高くなっています。 

○ 配偶者の有無別にみると、配偶者がいない人では、いる人に比べて「喜びやうれしさもある

が、負担やつらさを感じることが多い」の割合が高く、「とても喜びを感じている」の割合

が低くなっています。 

○ 孤立感（問 10）別にみると、孤立感を感じている人では、感じていない人に比べて『負担

やつらさが大きい』人の割合が高く、『喜びやうれしさを感じている』人の割合が低くなっ

ています。 

 

 
 

  

16.2 

66.1 

12.1 

5.1 

0.4 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80%

とても喜びやうれしさを感じている

負担やつらさもあるが、喜びやうれしさを感じることが多い

喜びやうれしさと、負担やつらさが同じくらい

喜びやうれしさもあるが、負担やつらさを感じることが多い

とても負担やつらさを感じている

無回答

ｎ=1,597

問8 子育てについて、感じていること
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■クロス集計による傾向分析 

 
  

ｎ

とても喜び
やうれしさ
を感じてい
る

負担やつら
さもある
が、喜びや
うれしさを
感じること
が多い

喜びやうれ
しさと、負
担やつらさ
が同じくら
い

喜びやうれ
しさもある
が、負担や
つらさを感
じることが
多い

とても負担
やつらさを
感じている

無回答

全体 1,597 16.2 66.1 12.1 5.1 0.4 0.3

0歳 270 23.7 67.4 4.4 3.7 0.4 0.4

1歳 218 18.8 71.1 7.8 1.8 0.5 0.0

2歳 223 16.1 64.6 14.8 3.1 0.9 0.4

3歳 205 11.7 66.3 14.6 6.3 0.5 0.5

4歳 262 12.2 64.5 14.1 8.4 0.4 0.4

5歳 404 14.4 64.4 15.3 5.9 0.0 0.0

1人 509 21.0 63.1 9.8 4.7 1.0 0.4

2人 744 14.9 66.0 13.6 5.2 0.1 0.1

3人 259 11.6 69.5 13.9 4.6 0.0 0.4

4人 54 13.0 66.7 11.1 9.3 0.0 0.0

5人以上 18 5.6 88.9 0.0 5.6 0.0 0.0

いる 1,535 16.5 66.2 11.8 4.9 0.4 0.3

いない 54 7.4 63.0 18.5 11.1 0.0 0.0

核家族世帯 1,449 15.9 66.9 11.7 4.8 0.4 0.3

3世代世帯 135 17.0 59.3 15.6 8.1 0.0 0.0

常に感じる 45 4.4 28.9 33.3 26.7 6.7 0.0

たまに感じる 497 6.0 65.4 19.5 8.2 0.6 0.2

あまり感じない 675 15.3 71.7 10.1 2.8 0.0 0.1

全く感じない 348 32.8 62.4 2.9 2.0 0.0 0.0

配偶
者

家族
構成

孤
立
感

子
ど
も
の
年
齢

兄
弟
の
人
数
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問9 子育てにおいて、以下のような負担や悩みはありますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

○ 子育てにおける負担や悩みについて、「育児にかかる経済的負担が大きい」が 63.0％で最

も高く、次いで「自分の時間が持てない」が44.3％、「仕事が思うようにできない」が42.7％

と続いています。 

○ 子育ての感じ方別にみると、負担やつらさが大きい人では、喜びやうれしさが大きい人に比

べて「子どもが自分のいうことを聞かない」、「子どもが育っていく上での不安など、心理

的な負担が大きい」、「子育て仲間がいない」等の割合が高くなっています。 

○ 孤立感別にみると、孤立感を感じている人では、感じていない人に比べて「子どもが育って

いく上での不安など、心理的な負担が大きい」、「ついつい子どもを叱りすぎてしまう」、

「子育て仲間がいない」、「配偶者や家族の協力がない」、「子どもが自分の言うことを聞

かない」等の割合が高くなっています。 

 

 
 

 

  

63.0 

44.3 

42.7 

36.9 

26.5 

25.7 

12.8 

11.1 

10.4 

7.7 

6.0 

3.9 

7.5 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80%

育児にかかる経済的負担が大きい

自分の時間が持てない

仕事が思うようにできない

家事が思うようにできない

ついつい子どもを叱りすぎてしまう

子どもが育っていく上での不安など、心理的負担が大きい

子どもが自分のいうことを聞かない

健康診断や予防接種、学校等の行事に時間がとられる

子育て仲間がいない

配偶者や家族の協力がない

子育てのことで家族や親族と言い争いになる

その他

特にない

無回答

ｎ=1,597

問9 子育てにおける負担や悩み
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■クロス集計による傾向分析 

 
 

  

ｎ

育児にか
かる経済
的負担が
大きい

自分の時
間が持て
ない

仕事が思
うように
できない

家事が思
うように
できない

ついつい
子どもを
叱りすぎ
てしまう

子どもが
育ってい
く上での
不安な
ど、心理
的負担が
大きい

子どもが
自分のい
うことを
聞かない

全体 1,597 63.0 44.3 42.7 36.9 26.5 25.7 12.8

いる 1,535 62.9 44.3 42.1 36.9 26.1 25.2 12.8

いない 54 70.4 46.3 59.3 33.3 38.9 37.0 16.7

核家族世帯 1,449 63.6 45.3 42.7 37.7 26.5 26.1 12.3

3世代世帯 135 58.5 33.3 43.0 27.4 28.1 22.2 18.5

とても感じている 258 51.2 22.9 27.1 21.7 7.8 8.1 3.1

感じることが多い 1,055 65.0 44.2 42.4 36.8 24.5 23.5 10.2

同じくらい 193 65.8 62.2 56.5 48.7 50.8 46.6 25.4

負担やつらさが多い 81 70.4 72.8 65.4 60.5 55.6 59.3 45.7

とても負担・つらい 6 66.7 50.0 50.0 33.3 33.3 50.0 50.0

常に感じる 45 66.7 66.7 53.3 53.3 57.8 62.2 35.6

たまに感じる 497 71.8 57.7 52.3 45.9 33.4 40.8 16.5

あまり感じない 675 61.0 43.4 40.3 36.6 25.3 21.2 13.0

全く感じない 348 54.3 24.4 33.3 23.0 16.1 9.5 5.5

ｎ

健康診断
や予防接
種、学校
等の行事
に時間が
とられる

子育て仲
間がいな
い

配偶者や
家族の協
力がない

子育ての
ことで家
族や親族
と言い争
いになる

その他 特にない 無回答

全体 1,597 11.1 10.4 7.7 6.0 3.9 7.5 0.4

いる 1,535 10.9 10.4 7.6 5.9 3.8 7.5 0.3

いない 54 18.5 13.0 13.0 11.1 3.7 3.7 1.9

核家族世帯 1,449 11.0 10.7 8.0 5.5 3.8 7.1 0.4

3世代世帯 135 11.9 7.4 4.4 10.4 3.7 10.4 0.0

とても感じている 258 5.8 6.6 0.8 3.5 3.1 24.8 0.0

感じることが多い 1,055 10.7 9.6 7.0 5.4 3.4 5.1 0.3

同じくらい 193 17.1 14.0 14.0 9.3 6.7 0.0 0.0

負担やつらさが多い 81 18.5 22.2 23.5 13.6 6.2 0.0 0.0

とても負担・つらい 6 16.7 50.0 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0

常に感じる 45 8.9 51.1 28.9 22.2 8.9 0.0 0.0

たまに感じる 497 9.7 20.3 13.9 7.2 4.2 1.0 0.4

あまり感じない 675 13.6 4.9 5.0 6.4 3.6 5.8 0.1

全く感じない 348 8.3 1.7 1.7 1.1 3.7 19.5 0.6

配偶
者

家族
構成

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

配偶
者

家族
構成

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び
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問10 日常の子育てにおいて孤立感を感じますか。（○は１つ） 

○ 日常の子育てにおいて孤立感を感じるかどうかについて、「あまり感じない」が 42.3％で

最も高く、次いで「たまに感じる」が31.1％、「全く感じない」が21.8％となっています。 

○ 「常に感じる」と「たまに感じる」を合わせた『感じる』が33.9％、「あまり感じない」と

「全く感じない」を合わせた『感じない』が64.1％となっています。 

○ 前回調査の結果と比べると、『感じる』の割合が減少し、『感じない』の割合が増加してい

ます。 

○ 兄弟の人数別にみると、人数が多いほど『感じない』の割合が高い傾向がみられます。 

○ 配偶者の有無別にみると、配偶者がいない人では、いる人に比べて『感じる』の割合が高く

なっています。 

○ 子育ての感じ方別にみると、負担やつらさが大きい人や同じくらいの人では、『感じる』の

割合のほうが『感じない』の割合より高くなっています。 

 

 
 

■前回調査との比較 

 
 

 
  

2.8 31.1 42.3 21.8 1.9 0.1

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

常に感じる たまに感じる あまり感じない 全く感じない どちらともいえない 無回答

問10 日常の子育てにおいて孤立感を感じるか

ｎ

ｎ=1,597

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

常に感じる 45 2.8 4.8 -2.0
たまに感じる 497 31.1 37.1 -6.0
あまり感じない 675 42.3 33.0 9.3
全く感じない 348 21.8 20.1 1.7
どちらともいえない 31 1.9 3.6 -1.7
無回答 1 0.1 1.4 -1.3
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■クロス集計による傾向分析 

 
 

ｎ

常に感じる たまに感じ
る

あまり感じ
ない

全く感じな
い

どちらとも
いえない

無回答

全体 1,597 2.8 31.1 42.3 21.8 1.9 0.1

0歳 270 3.0 33.7 37.0 21.9 4.4 0.0

1歳 218 2.8 33.9 40.4 21.1 1.8 0.0

2歳 223 3.1 30.5 44.4 21.5 0.4 0.0

3歳 205 3.9 31.2 42.9 20.5 1.5 0.0

4歳 262 3.1 30.2 45.0 19.5 1.9 0.4

5歳 404 1.5 28.2 43.8 25.2 1.2 0.0

1人 509 3.9 36.0 38.7 18.9 2.4 0.2

2人 744 2.8 29.8 43.0 22.4 1.9 0.0

3人 259 1.2 27.0 45.9 25.9 0.0 0.0

4人 54 1.9 22.2 50.0 22.2 3.7 0.0

5人以上 18 0.0 16.7 44.4 33.3 5.6 0.0

いる 1,535 2.7 30.7 42.2 22.3 2.0 0.1

いない 54 7.4 42.6 44.4 5.6 0.0 0.0

核家族世帯 1,449 2.6 31.7 42.0 21.7 1.9 0.1

3世代世帯 135 5.2 25.2 44.4 23.7 1.5 0.0

とても感じている 258 0.8 11.6 39.9 44.2 3.5 0.0

感じることが多い 1,055 1.2 30.8 45.9 20.6 1.5 0.0

同じくらい 193 7.8 50.3 35.2 5.2 1.6 0.0

負担やつらさが多い 81 14.8 50.6 23.5 8.6 2.5 0.0

とても負担・つらい 6 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

子
育
て
の
喜
び

子
ど
も
の
年
齢

兄
弟
の
人
数

配偶
者

家族
構成
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Ⅱ-３．子育てにおける相談・情報について 

問11 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）をする上で、身近に相談できる先はあります

か。（○は１つ） 

○ 子育て（教育を含む）をする上での身近な相談先があるかどうかについて、「ある」が81.2％、

「ない」が12.1％となっています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「ある」の割合が減少しています。 

○ 孤立感別にみると、孤立感を感じている人では、感じていない人に比べて「ある」の割合が

低くなっています。 

 

 
 
 

■前回調査との比較 

 
 

■クロス集計による傾向分析 

 
  

81.2 12.1 6.8

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

ある ない 無回答

問11 子どもの子育てをする上で、身近に相談できる先の有無

ｎ

ｎ=1,597

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

ある 1,296 81.2 95.1 -13.9
ない 193 12.1 4.7 7.4
無回答 108 6.8 0.2 6.6

ｎ

ある ない 無回答

全体 1,597 81.2 12.1 6.8

いる 1,535 81.2 12.3 6.5

いない 54 77.8 7.4 14.8

核家族世帯 1,449 80.9 12.5 6.6

3世代世帯 135 83.0 8.1 8.9

とても感じている 258 84.5 8.1 7.4

感じることが多い 1,055 83.5 10.5 6.0

同じくらい 193 69.4 21.2 9.3

負担やつらさが多い 81 69.1 23.5 7.4

とても負担・つらい 6 83.3 16.7 0.0

常に感じる 45 60.0 37.8 2.2

たまに感じる 497 75.1 17.9 7.0

あまり感じない 675 84.4 9.8 5.8

全く感じない 348 86.5 4.6 8.9

配偶
者

家族
構成

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感
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【問 11で「１．ある」に○を付けた方にうかがいます】 

問 11-1 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）に関して、身近に相談できる先は、次のう

ちどれですか。（あてはまるものすべてに○） 

○ 身近な相談先について、「祖父母等の親族」が78.6％で最も高く、次いで「友人や知人」が

72.8％、「保育園」が27.9％と続いています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「障がい児相談支援事業所・児童発達支援事業所・放課後等デ

イサービス」の割合が増加しています。 

○ 子育ての感じ方別にみると、負担やつらさが大きい人や同じくらいの人では、喜びやうれし

さが大きい人に比べて「祖父母等の親族」、「友人や知人」の割合が低くなっています。 

○ 孤立感別にみると、孤立を感じている人では、感じていない人に比べて「友人や知人」、「保

育園」、「近所の人」の割合が低くなっています。 

 

 

 
  

78.6 

72.8 

27.9 

17.3 

15.6 

13.3 

9.5 

5.5 

4.9 

3.1 

2.2 

1.9 

1.0 

0.3 

4.4 

0.2 

0% 20% 40% 60% 80%

祖父母等の親族

友人や知人

保育園

近所の人

幼稚園

地域子育て支援センター

かかりつけの医師

障がい児相談支援事業所・児童発達支援事業所・

放課後等デイサービス

保健所・保健センター

児童センター

小学校

家庭児童相談室

放課後児童保育室(学童保育)

民生委員・児童委員

その他

無回答

ｎ=1,296

問11-1 子どもの子育てに関して、身近に相談できる先
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■前回調査との比較 

 
 

  

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,296）
前回

（ｎ=1,524）
増減

祖父母等の親族 1,019 78.6 78.8 -0.2
友人や知人 943 72.8 73.5 -0.7
保育園 361 27.9 28.9 -1.0
近所の人 224 17.3 20.0 -2.7
幼稚園 202 15.6 16.2 -0.6
地域子育て支援センター 173 13.3 15.7 -2.4
かかりつけの医師 123 9.5 12.2 -2.7
障がい児相談支援事業所・児童発達支援事業所・
放課後等デイサービス

71 5.5 1.0 4.5

保健所・保健センター 64 4.9 8.5 -3.6
児童センター 40 3.1 3.6 -0.5
小学校 29 2.2 2.7 -0.5
家庭児童相談室 24 1.9 2.3 -0.4
放課後児童保育室(学童保育) 13 1.0 0.6 0.4
民生委員・児童委員 4 0.3 0.1 0.2
その他 57 4.4 2.5 1.9
無回答 2 0.2 0.2 0.0
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■クロス集計による傾向分析 

 
 

 

  

ｎ

祖
父
母
等
の
親
族

友
人
や
知
人

保
育
園

近
所
の
人

幼
稚
園

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

か
か
り
つ
け
の
医
師

障
が
い
児
相
談
支
援
事
業
所
・

児
童
発
達
支
援
事
業
所
・

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス

全体 1,296 78.6 72.8 27.9 17.3 15.6 13.3 9.5 5.5

いる 1,246 78.7 73.3 27.6 17.7 16.1 13.6 9.4 5.5

いない 42 81.0 61.9 33.3 9.5 2.4 4.8 11.9 4.8

核家族世帯 1,172 78.2 73.1 28.2 17.8 14.8 13.9 9.3 5.4

3世代世帯 112 83.9 69.6 23.2 12.5 23.2 8.9 11.6 6.3

とても感じている 218 85.8 73.9 27.1 22.0 13.3 17.0 9.6 1.4

感じることが多い 881 79.1 75.6 27.9 17.9 16.2 12.9 10.0 5.4

同じくらい 134 69.4 59.0 26.1 9.0 14.2 11.2 7.5 8.2

負担やつらさが多い 56 67.9 58.9 32.1 10.7 19.6 8.9 5.4 16.1

とても負担・つらい 5 40.0 40.0 40.0 0.0 0.0 40.0 20.0 0.0

常に感じる 27 74.1 48.1 7.4 7.4 14.8 18.5 7.4 14.8

たまに感じる 373 77.2 62.7 22.5 10.5 14.5 12.6 8.0 7.0

あまり感じない 570 76.8 77.9 28.2 18.9 18.2 15.1 10.0 5.4

全く感じない 301 84.1 78.7 37.2 23.9 13.0 10.0 10.6 3.3

ｎ

保
健
所
・

保
健
セ
ン
タ
ー

児
童
セ
ン
タ
ー

小
学
校

家
庭
児
童
相
談
室

放
課
後
児
童
保
育
室

(

学
童
保
育

)

民
生
委
員
・

児
童
委
員

そ
の
他

無
回
答

全体 1,296 4.9 3.1 2.2 1.9 1.0 0.3 4.4 0.2

いる 1,246 5.1 3.0 2.2 1.8 0.9 0.2 4.2 0.2

いない 42 2.4 4.8 2.4 2.4 2.4 2.4 7.1 0.0

核家族世帯 1,172 5.0 3.2 2.3 1.9 1.1 0.3 4.4 0.2

3世代世帯 112 4.5 1.8 1.8 1.8 0.0 0.0 4.5 0.0

とても感じている 218 3.7 3.2 1.4 0.5 0.5 0.0 2.3 0.5

感じることが多い 881 5.0 3.1 2.6 1.9 1.4 0.3 4.3 0.1

同じくらい 134 3.7 3.7 1.5 1.5 0.0 0.7 6.7 0.0

負担やつらさが多い 56 7.1 1.8 1.8 5.4 0.0 0.0 8.9 0.0

とても負担・つらい 5 40.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0

常に感じる 27 3.7 0.0 0.0 7.4 0.0 0.0 7.4 0.0

たまに感じる 373 7.5 3.2 0.8 3.2 0.3 0.3 5.4 0.3

あまり感じない 570 4.0 2.3 1.9 1.4 0.7 0.4 4.0 0.0

全く感じない 301 3.3 4.0 5.0 0.7 2.7 0.3 3.7 0.3

孤
立
感

配偶
者

家族
構成

子
育
て
の
喜
び

配偶
者

家族
構成

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び
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問12 市・県の子育てに関する相談事業や相談窓口で知っているもの、これまでに利用した

ことがあるもの、今後利用したいと思うものをお答えください。 

（１～11それぞれ、Ａ～Ｃの項目ごとに○は１つ） 

【Ａ 知っている】 

○ 知っている相談事業・相談窓口について、「はい」の割合が高い事業・窓口は、「地域子育

て支援センター」が84.6％、「電話・面接・訪問等による育児相談」が81.8％、「埼玉県

救急電話相談＃7119」が79.3％などとなっています。 

○ 一方、「いいえ」の割合が高い事業・窓口は、「子どもスマイルネット」が 83.8％、「親と

子どもの悩みごと相談＠埼玉」が83.2％、「埼玉県ＡＩ救急相談」が73.6％などとなって

います。 

○ 前回調査の結果と比べると、「保育施設の利用相談」、「ひとり親家庭相談」、「家庭児童

相談室」、「地域子育て支援センター」で「はい」の割合が増加しています。 

○ 配偶者の有無別にみると、配偶者がいない人では、いる人に比べて「ひとり親家庭相談」、

「家庭児童相談室」で「はい」の割合が高くなっています。 

○ 子育ての感じ方別にみると、とても負担やつらさを感じている人では、そうでない人に比べ

て「ひとり親家庭相談」、「家庭児童相談室」等で「はい」の割合が低くなっています。 

○ 孤立感別にみると、孤立感を感じている人では、感じていない人に比べて「教育相談・いじ

め相談」の割合が低くなっています。 

 

 

 
  

81.8

74.6

60.9

54.7

84.6

51.7

11.6

79.3

22.0

12.3

14.2

20.5

34.9

40.7

9.6

44.0

83.8

16.3

73.6

83.2

4.0

4.8

4.2

4.6

5.8

4.3

4.5

4.4

4.4

4.5

電話・面接・訪問等による育児相談(保健センター)

保育施設の利用相談(保育課)

ひとり親家庭相談(こども支援課)

家庭児童相談室(こども支援課)

地域子育て支援センター

教育相談・いじめ相談(教育相談センター)

子どもスマイルネット(埼玉県)

埼玉県救急電話相談＃7119

埼玉県AI救急相談

親と子どもの悩みごと相談＠埼玉(埼玉県)

はい いいえ 無回答

ｎ=1,597
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■前回調査との比較 

 
  

電話・面接・訪問等による育児相談 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 1,307 81.8 - -
いいえ 226 14.2 - -
無回答 64 4.0 - -

保育施設の利用相談 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 1,192 74.6 48.1 26.5
いいえ 328 20.5 42.0 -21.5
無回答 77 4.8 9.9 -5.1

ひとり親家庭相談 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 973 60.9 42.6 18.3
いいえ 557 34.9 47.4 -12.5
無回答 67 4.2 10.0 -5.8

家庭児童相談室 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 873 54.7 46.5 8.2
いいえ 650 40.7 43.4 -2.7
無回答 74 4.6 10.1 -5.5

地域子育て支援センター ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 1,351 84.6 78.8 5.8
いいえ 154 9.6 11.6 -2.0
無回答 92 5.8 9.6 -3.8

教育相談・いじめ相談 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 826 51.7 49.8 1.9
いいえ 703 44.0 39.9 4.1
無回答 68 4.3 10.3 -6.0

子どもスマイルネット ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 186 11.6 18.3 -6.7
いいえ 1,339 83.8 71.8 12.0
無回答 72 4.5 9.9 -5.4

埼玉県救急電話相談＃7119 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 1,267 79.3 84.4 -5.1
いいえ 260 16.3 6.5 9.8
無回答 70 4.4 9.1 -4.7

埼玉県AI救急相談 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 351 22.0 - -
いいえ 1,176 73.6 - -
無回答 70 4.4 - -

親と子どもの悩みごと相談＠埼玉 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 197 12.3 - -
いいえ 1,328 83.2 - -
無回答 72 4.5 - -
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■クロス集計による傾向分析 

 

 

 
  

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 81.8 14.2 4.0 74.6 20.5 4.8

いる 1,535 81.8 14.4 3.8 74.4 20.9 4.7

いない 54 87.0 3.7 9.3 81.5 9.3 9.3

核家族世帯 1,449 81.7 14.2 4.1 74.3 20.9 4.8

3世代世帯 135 83.0 13.3 3.7 78.5 16.3 5.2

とても感じている 258 84.1 10.9 5.0 72.5 20.2 7.4

感じることが多い 1,055 82.5 13.9 3.6 76.3 19.5 4.2

同じくらい 193 76.2 19.7 4.1 67.9 27.5 4.7

負担やつらさが多い 81 85.2 13.6 1.2 79.0 18.5 2.5

とても負担・つらい 6 50.0 33.3 16.7 50.0 33.3 16.7

常に感じる 45 84.4 8.9 6.7 64.4 26.7 8.9

たまに感じる 497 79.5 16.5 4.0 75.3 20.5 4.2

あまり感じない 675 82.5 13.6 3.9 75.1 20.1 4.7

全く感じない 348 83.6 12.6 3.7 74.4 20.7 4.9

保育施設の利用相談

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

電話・面接・訪問等による育児相談

配偶
者

家族
構成

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 60.9 34.9 4.2 54.7 40.7 4.6

いる 1,535 60.2 35.8 4.0 54.2 41.3 4.5

いない 54 79.6 11.1 9.3 68.5 22.2 9.3

核家族世帯 1,449 60.4 35.6 4.0 54.1 41.3 4.6

3世代世帯 135 65.9 28.9 5.2 60.7 34.8 4.4

とても感じている 258 56.6 36.0 7.4 51.2 41.1 7.8

感じることが多い 1,055 62.7 33.6 3.7 57.1 39.3 3.6

同じくらい 193 60.1 37.3 2.6 48.2 46.6 5.2

負担やつらさが多い 81 60.5 39.5 0.0 56.8 42.0 1.2

とても負担・つらい 6 16.7 66.7 16.7 0.0 66.7 33.3

常に感じる 45 55.6 35.6 8.9 51.1 40.0 8.9

たまに感じる 497 58.1 38.4 3.4 51.1 44.1 4.8

あまり感じない 675 64.4 32.3 3.3 57.2 39.1 3.7

全く感じない 348 59.8 34.8 5.5 56.3 38.8 4.9

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

家庭児童相談室

配偶
者

家族
構成

ひとり親家庭相談

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 84.6 9.6 5.8 51.7 44.0 4.3

いる 1,535 84.4 9.8 5.8 51.8 44.1 4.1

いない 54 87.0 7.4 5.6 51.9 40.7 7.4

核家族世帯 1,449 84.5 9.7 5.8 50.7 45.0 4.3

3世代世帯 135 84.4 10.4 5.2 62.2 34.1 3.7

とても感じている 258 81.0 9.7 9.3 47.7 45.0 7.4

感じることが多い 1,055 85.8 9.0 5.2 54.7 41.7 3.6

同じくらい 193 86.0 9.8 4.1 45.1 51.3 3.6

負担やつらさが多い 81 82.7 16.0 1.2 45.7 54.3 0.0

とても負担・つらい 6 50.0 33.3 16.7 16.7 66.7 16.7

常に感じる 45 77.8 13.3 8.9 31.1 60.0 8.9

たまに感じる 497 83.7 10.3 6.0 44.1 52.5 3.4

あまり感じない 675 85.9 8.9 5.2 55.9 40.6 3.6

全く感じない 348 84.8 9.8 5.5 58.0 36.5 5.5

孤
立
感

教育相談・いじめ相談

子
育
て
の
喜
び

配偶
者

家族
構成

地域子育て支援センター
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■クロス集計による傾向分析 

 

 
 

 

  

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 11.6 83.8 4.5 79.3 16.3 4.4

いる 1,535 11.4 84.2 4.4 79.5 16.2 4.3

いない 54 16.7 74.1 9.3 75.9 16.7 7.4

核家族世帯 1,449 11.5 84.0 4.6 79.0 16.6 4.4

3世代世帯 135 14.8 81.5 3.7 82.2 14.1 3.7

とても感じている 258 12.8 79.8 7.4 77.5 16.3 6.2

感じることが多い 1,055 12.2 84.0 3.8 81.0 15.1 3.9

同じくらい 193 8.8 87.0 4.1 73.6 21.8 4.7

負担やつらさが多い 81 8.6 90.1 1.2 80.2 18.5 1.2

とても負担・つらい 6 0.0 83.3 16.7 50.0 33.3 16.7

常に感じる 45 8.9 84.4 6.7 71.1 20.0 8.9

たまに感じる 497 12.3 83.7 4.0 77.5 18.7 3.8

あまり感じない 675 11.0 85.2 3.9 79.6 16.1 4.3

全く感じない 348 12.6 81.9 5.5 83.0 12.4 4.6

孤
立
感

埼玉県救急電話相談＃7119子どもスマイルネット

配偶
者

家族
構成

子
育
て
の
喜
び

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 22.0 73.6 4.4 12.3 83.2 4.5

いる 1,535 21.9 73.9 4.2 12.1 83.5 4.4

いない 54 24.1 64.8 11.1 18.5 72.2 9.3

核家族世帯 1,449 21.7 73.8 4.4 12.4 83.0 4.6

3世代世帯 135 25.9 70.4 3.7 12.6 83.7 3.7

とても感じている 258 24.8 67.8 7.4 11.6 80.6 7.8

感じることが多い 1,055 21.7 74.5 3.8 12.5 83.6 3.9

同じくらい 193 17.6 78.8 3.6 11.9 84.5 3.6

負担やつらさが多い 81 24.7 74.1 1.2 14.8 85.2 0.0

とても負担・つらい 6 33.3 50.0 16.7 0.0 83.3 16.7

常に感じる 45 22.2 66.7 11.1 15.6 75.6 8.9

たまに感じる 497 22.9 73.6 3.4 10.3 86.3 3.4

あまり感じない 675 20.0 76.1 3.9 12.4 83.7 3.9

全く感じない 348 24.7 69.8 5.5 14.1 79.9 6.0

孤
立
感

親と子どもの悩みごと相談＠埼玉

配偶
者

家族
構成

子
育
て
の
喜
び

埼玉県AI救急相談
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【Ｂ これまでに利用したことがある】 

○ これまで利用したことある相談事業・相談窓口について、「はい」の割合が高い事業・窓口

は、「地域子育て支援センター」が 52.2％、「埼玉県救急電話相談＃7119」が 51.3％、

「保育施設の利用相談」が38.1％などとなっています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「保育施設の利用相談」で「はい」の割合が増加しています。 

○ 配偶者の有無別にみると、配偶者がいない人では、いる人に比べて「ひとり親家庭相談」、

「保育施設の利用相談」で「はい」の割合が高く、「地域子育て支援センター」で「はい」

の割合が低くなっています。 

○ 子育ての感じ方別にみると、とても負担・つらさを感じている人では、そうでない人と比べ

て「埼玉県救急電話相談＃7119」の割合が低くなっています。 

○ 孤立感別にみると、孤立感を常に感じている人では、そうでない人に比べて「電話・面接・

訪問等による育児相談」で「はい」の割合が高くなっています。 

 

 

 
  

31.4

38.1

2.9

9.0

52.2

2.4

1.0

51.3

6.3

1.9

0.6

58.7

51.7

84.0

78.3

38.6

85.0

86.3

38.5

81.1

85.5

37.8

9.8

10.1

13.0

12.8

9.2

12.6

12.7

10.2

12.6

12.6

61.6

電話・面接・訪問等による育児相談(保健センター)

保育施設の利用相談(保育課)

ひとり親家庭相談(こども支援課)

家庭児童相談室(こども支援課)

地域子育て支援センター

教育相談・いじめ相談(教育相談センター)

子どもスマイルネット(埼玉県)

埼玉県救急電話相談＃7119

埼玉県AI救急相談

親と子どもの悩みごと相談＠埼玉(埼玉県)

その他

はい いいえ 無回答

ｎ=1,597
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■前回調査との比較 

 
  

電話・面接・訪問等による育児相談 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 502 31.4 - -
いいえ 938 58.7 - -
無回答 157 9.8 - -

保育施設の利用相談 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 609 38.1 18.5 19.6
いいえ 826 51.7 67.2 -15.5
無回答 162 10.1 14.3 -4.2

ひとり親家庭相談 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 47 2.9 1.6 1.3
いいえ 1,342 84.0 83.2 0.8
無回答 208 13.0 15.2 -2.2

家庭児童相談室 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 143 9.0 7.4 1.6
いいえ 1,250 78.3 77.5 0.8
無回答 204 12.8 15.1 -2.3

地域子育て支援センター ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 834 52.2 53.2 -1.0
いいえ 616 38.6 34.7 3.9
無回答 147 9.2 12.1 -2.9

教育相談・いじめ相談 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 38 2.4 1.6 0.8
いいえ 1,358 85.0 82.7 2.3
無回答 201 12.6 15.8 -3.2

子どもスマイルネット ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 16 1.0 0.6 0.4
いいえ 1,378 86.3 83.3 3.0
無回答 203 12.7 16.1 -3.4

埼玉県救急電話相談＃7119 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 819 51.3 54.1 -2.8
いいえ 615 38.5 34.4 4.1
無回答 163 10.2 11.5 -1.3

埼玉県AI救急相談 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 101 6.3 - -
いいえ 1,295 81.1 - -
無回答 201 12.6 - -

親と子どもの悩みごと相談＠埼玉 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 30 1.9 - -
いいえ 1,365 85.5 - -
無回答 202 12.6 - -
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■クロス集計による傾向分析 

 

 

 
  

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 31.4 58.7 9.8 38.1 51.7 10.1

いる 1,535 31.5 58.9 9.6 37.8 52.1 10.2

いない 54 31.5 51.9 16.7 51.9 38.9 9.3

核家族世帯 1,449 31.1 58.8 10.1 37.8 52.0 10.2

3世代世帯 135 35.6 56.3 8.1 39.3 51.1 9.6

とても感じている 258 27.9 60.1 12.0 33.3 52.7 14.0

感じることが多い 1,055 31.4 59.2 9.4 39.1 51.3 9.7

同じくらい 193 34.2 56.0 9.8 39.9 52.8 7.3

負担やつらさが多い 81 37.0 58.0 4.9 39.5 54.3 6.2

とても負担・つらい 6 33.3 50.0 16.7 16.7 50.0 33.3

常に感じる 45 53.3 40.0 6.7 35.6 53.3 11.1

たまに感じる 497 35.6 55.7 8.7 36.8 54.5 8.7

あまり感じない 675 30.5 60.7 8.7 39.6 52.4 8.0

全く感じない 348 23.0 62.9 14.1 37.6 46.8 15.5

子
育
て
の
喜
び

配偶
者

家族
構成

保育施設の利用相談

孤
立
感

電話・面接・訪問等による育児相談

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 2.9 84.0 13.0 9.0 78.3 12.8

いる 1,535 1.3 85.5 13.2 8.8 78.6 12.6

いない 54 50.0 38.9 11.1 13.0 66.7 20.4

核家族世帯 1,449 1.9 84.8 13.3 8.6 78.5 12.8

3世代世帯 135 13.3 75.6 11.1 12.6 74.8 12.6

とても感じている 258 2.7 80.2 17.1 3.9 78.7 17.4

感じることが多い 1,055 3.2 84.5 12.3 8.7 79.1 12.1

同じくらい 193 2.1 85.5 12.4 13.0 75.6 11.4

負担やつらさが多い 81 2.5 91.4 6.2 18.5 75.3 6.2

とても負担・つらい 6 0.0 66.7 33.3 16.7 66.7 16.7

常に感じる 45 4.4 82.2 13.3 15.6 73.3 11.1

たまに感じる 497 3.0 85.9 11.1 10.5 78.7 10.9

あまり感じない 675 3.0 85.5 11.6 9.6 78.5 11.9

全く感じない 348 2.6 79.3 18.1 5.2 77.9 17.0

子
育
て
の
喜
び

家庭児童相談室ひとり親家庭相談

配偶
者

家族
構成

孤
立
感

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 52.2 38.6 9.2 2.4 85.0 12.6

いる 1,535 52.9 38.0 9.1 2.3 85.2 12.4

いない 54 31.5 53.7 14.8 3.7 79.6 16.7

核家族世帯 1,449 52.9 38.0 9.0 2.1 85.2 12.8

3世代世帯 135 45.2 43.7 11.1 4.4 84.4 11.1

とても感じている 258 47.7 41.1 11.2 1.9 82.2 15.9

感じることが多い 1,055 53.0 38.0 9.0 2.4 85.5 12.1

同じくらい 193 53.9 37.8 8.3 2.6 86.0 11.4

負担やつらさが多い 81 54.3 42.0 3.7 3.7 90.1 6.2

とても負担・つらい 6 50.0 33.3 16.7 0.0 66.7 33.3

常に感じる 45 51.1 42.2 6.7 0.0 86.7 13.3

たまに感じる 497 57.7 34.4 7.8 1.8 87.3 10.9

あまり感じない 675 52.6 39.4 8.0 3.0 85.5 11.6

全く感じない 348 44.8 42.0 13.2 2.3 81.3 16.4

教育相談・いじめ相談

配偶
者

家族
構成

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

地域子育て支援センター
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■クロス集計による傾向分析 

 

 
  

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 1.0 86.3 12.7 51.3 38.5 10.2

いる 1,535 1.0 86.4 12.6 51.8 38.1 10.1

いない 54 1.9 81.5 16.7 40.7 44.4 14.8

核家族世帯 1,449 1.0 86.1 12.8 51.8 38.0 10.2

3世代世帯 135 0.7 87.4 11.9 44.4 45.9 9.6

とても感じている 258 1.6 83.3 15.1 44.2 42.2 13.6

感じることが多い 1,055 0.9 86.8 12.3 54.0 36.1 9.9

同じくらい 193 1.0 87.0 11.9 47.7 44.0 8.3

負担やつらさが多い 81 1.2 91.4 7.4 51.9 44.4 3.7

とても負担・つらい 6 0.0 66.7 33.3 0.0 66.7 33.3

常に感じる 45 2.2 84.4 13.3 55.6 31.1 13.3

たまに感じる 497 1.2 87.3 11.5 51.3 39.4 9.3

あまり感じない 675 0.7 88.0 11.3 52.0 39.7 8.3

全く感じない 348 0.9 82.8 16.4 50.0 35.9 14.1

配偶
者

家族
構成

埼玉県救急電話相談＃7119

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

子どもスマイルネット

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 6.3 81.1 12.6 1.9 85.5 12.6

いる 1,535 6.2 81.2 12.6 1.8 85.6 12.6

いない 54 11.1 74.1 14.8 3.7 79.6 16.7

核家族世帯 1,449 6.4 80.9 12.7 1.9 85.4 12.7

3世代世帯 135 5.2 83.7 11.1 1.5 86.7 11.9

とても感じている 258 6.6 78.3 15.1 2.3 82.2 15.5

感じることが多い 1,055 6.4 81.5 12.1 1.7 86.1 12.2

同じくらい 193 5.2 82.9 11.9 1.0 87.0 11.9

負担やつらさが多い 81 7.4 85.2 7.4 4.9 88.9 6.2

とても負担・つらい 6 0.0 66.7 33.3 0.0 66.7 33.3

常に感じる 45 4.4 84.4 11.1 8.9 77.8 13.3

たまに感じる 497 8.7 80.3 11.1 1.8 87.5 10.7

あまり感じない 675 5.6 83.0 11.4 1.0 87.4 11.6

全く感じない 348 4.9 78.7 16.4 2.6 80.7 16.7

親と子どもの悩みごと相談＠埼玉埼玉県AI救急相談

配偶
者

家族
構成

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び
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【Ｃ 今後利用したい】 

○ 今後利用したい相談事業・相談窓口について、「はい」の割合が高い事業・窓口は、「埼玉

県救急電話相談＃7119」が68.1％、「地域子育て支援センター」が52.3％、「埼玉県Ａ

Ｉ救急相談」が46.8％などとなっています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「教育相談・いじめ相談」、「子どもスマイルネット」、「家

庭児童相談室」で「はい」の割合が減少しています。 

○ 配偶者の有無別にみると、配偶者がいない人では、いる人に比べて「ひとり親家庭相談」、

「家庭児童相談室」で「はい」の割合が高くなっています。 

 

 

 
 

 

  

36.8

42.6

6.3

23.0

52.3

28.4

19.6

68.1

46.8

29.6

1.7

50.1

43.8

79.7

62.9

35.2

57.8

66.0

19.4

39.8

57.0

36.1

13.1

13.6

14.0

14.1

12.5

13.8

14.4

12.5

13.3

13.5

62.2

電話・面接・訪問等による育児相談(保健センター)

保育施設の利用相談(保育課)

ひとり親家庭相談(こども支援課)

家庭児童相談室(こども支援課)

地域子育て支援センター

教育相談・いじめ相談(教育相談センター)

子どもスマイルネット(埼玉県)

埼玉県救急電話相談＃7119

埼玉県AI救急相談

親と子どもの悩みごと相談＠埼玉(埼玉県)

その他

はい いいえ 無回答

ｎ＝1,597
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■前回調査との比較 

 
  

電話・面接・訪問等による育児相談 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 588 36.8 - -
いいえ 800 50.1 - -
無回答 209 13.1 - -

保育施設の利用相談 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 681 42.6 37.4 5.2
いいえ 699 43.8 45.0 -1.2
無回答 217 13.6 17.6 -4.0

ひとり親家庭相談 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 101 6.3 8.9 -2.6
いいえ 1,273 79.7 73.1 6.6
無回答 223 14.0 18.0 -4.0

家庭児童相談室 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 367 23.0 31.2 -8.2
いいえ 1,005 62.9 50.7 12.2
無回答 225 14.1 18.1 -4.0

地域子育て支援センター ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 835 52.3 55.5 -3.2
いいえ 562 35.2 27.5 7.7
無回答 200 12.5 17.0 -4.5

教育相談・いじめ相談 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 454 28.4 42.4 -14.0
いいえ 923 57.8 39.4 18.4
無回答 220 13.8 18.3 -4.5

子どもスマイルネット ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 313 19.6 31.1 -11.5
いいえ 1,054 66.0 48.8 17.2
無回答 230 14.4 20.1 -5.7

埼玉県救急電話相談＃7119 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 1,087 68.1 72.7 -4.6
いいえ 310 19.4 11.5 7.9
無回答 200 12.5 15.8 -3.3

埼玉県AI救急相談 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 748 46.8 - -
いいえ 636 39.8 - -
無回答 213 13.3 - -

親と子どもの悩みごと相談＠埼玉 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 472 29.6 - -
いいえ 910 57.0 - -
無回答 215 13.5 - -
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■クロス集計による傾向分析 

 

 

 
  

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 36.8 50.1 13.1 42.6 43.8 13.6

いる 1,535 37.1 50.2 12.7 42.5 44.2 13.2

いない 54 27.8 48.1 24.1 44.4 33.3 22.2

核家族世帯 1,449 36.6 50.2 13.2 42.8 43.5 13.7

3世代世帯 135 38.5 48.1 13.3 41.5 45.2 13.3

とても感じている 258 35.3 51.2 13.6 43.4 40.3 16.3

感じることが多い 1,055 37.4 49.8 12.8 43.2 44.1 12.7

同じくらい 193 32.6 53.9 13.5 41.5 45.1 13.5

負担やつらさが多い 81 42.0 46.9 11.1 39.5 48.1 12.3

とても負担・つらい 6 50.0 16.7 33.3 16.7 50.0 33.3

常に感じる 45 37.8 48.9 13.3 33.3 51.1 15.6

たまに感じる 497 42.3 45.9 11.9 43.3 45.7 11.1

あまり感じない 675 36.9 50.4 12.7 43.9 43.0 13.2

全く感じない 348 27.3 56.9 15.8 39.7 43.1 17.2

保育施設の利用相談

孤
立
感

電話・面接・訪問等による育児相談

配偶
者

家族
構成

子
育
て
の
喜
び

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 6.3 79.7 14.0 23.0 62.9 14.1

いる 1,535 4.7 81.6 13.7 22.3 64.2 13.6

いない 54 51.9 31.5 16.7 38.9 33.3 27.8

核家族世帯 1,449 5.3 80.7 14.0 22.4 63.6 14.0

3世代世帯 135 17.0 68.9 14.1 28.9 56.3 14.8

とても感じている 258 8.1 74.8 17.1 19.0 64.3 16.7

感じることが多い 1,055 5.8 80.8 13.5 23.1 63.3 13.6

同じくらい 193 6.7 81.9 11.4 26.9 59.6 13.5

負担やつらさが多い 81 7.4 81.5 11.1 25.9 63.0 11.1

とても負担・つらい 6 0.0 50.0 50.0 0.0 66.7 33.3

常に感じる 45 8.9 75.6 15.6 22.2 60.0 17.8

たまに感じる 497 5.8 81.5 12.7 26.6 61.2 12.3

あまり感じない 675 6.7 81.0 12.3 23.4 63.1 13.5

全く感じない 348 5.5 76.1 18.4 16.4 66.4 17.2

家庭児童相談室

配偶
者

家族
構成

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

ひとり親家庭相談

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 52.3 35.2 12.5 28.4 57.8 13.8

いる 1,535 52.3 35.4 12.2 28.5 58.2 13.4

いない 54 50.0 29.6 20.4 25.9 50.0 24.1

核家族世帯 1,449 52.2 35.1 12.7 28.2 57.9 13.9

3世代世帯 135 51.9 37.0 11.1 31.1 55.6 13.3

とても感じている 258 51.9 32.9 15.1 24.4 58.9 16.7

感じることが多い 1,055 54.6 33.4 12.0 29.5 57.0 13.6

同じくらい 193 47.2 41.5 11.4 30.1 58.5 11.4

負担やつらさが多い 81 35.8 54.3 9.9 25.9 64.2 9.9

とても負担・つらい 6 50.0 16.7 33.3 16.7 66.7 16.7

常に感じる 45 40.0 44.4 15.6 20.0 66.7 13.3

たまに感じる 497 56.5 32.8 10.7 31.2 56.3 12.5

あまり感じない 675 54.5 33.6 11.9 28.7 58.7 12.6

全く感じない 348 42.8 41.4 15.8 24.7 57.8 17.5

配偶
者

家族
構成

教育相談・いじめ相談

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

地域子育て支援センター
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■クロス集計による傾向分析 

 

 
 

  

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 19.6 66.0 14.4 68.1 19.4 12.5

いる 1,535 19.3 66.5 14.1 68.4 19.3 12.3

いない 54 25.9 53.7 20.4 63.0 18.5 18.5

核家族世帯 1,449 18.8 66.7 14.5 68.8 18.5 12.7

3世代世帯 135 29.6 57.0 13.3 60.7 28.1 11.1

とても感じている 258 18.6 63.2 18.2 62.8 22.5 14.7

感じることが多い 1,055 19.4 66.4 14.1 69.9 18.1 12.0

同じくらい 193 23.8 65.3 10.9 66.3 22.8 10.9

負担やつらさが多い 81 17.3 72.8 9.9 70.4 18.5 11.1

とても負担・つらい 6 0.0 66.7 33.3 33.3 33.3 33.3

常に感じる 45 11.1 73.3 15.6 62.2 24.4 13.3

たまに感じる 497 23.3 63.8 12.9 70.8 17.9 11.3

あまり感じない 675 19.3 67.9 12.9 69.8 19.6 10.7

全く感じない 348 15.2 65.8 19.0 62.1 20.7 17.2

埼玉県救急電話相談＃7119子どもスマイルネット

配偶
者

家族
構成

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 46.8 39.8 13.3 29.6 57.0 13.5

いる 1,535 46.6 40.3 13.0 29.3 57.6 13.1

いない 54 55.6 24.1 20.4 37.0 42.6 20.4

核家族世帯 1,449 46.9 39.7 13.4 29.5 57.1 13.5

3世代世帯 135 46.7 40.0 13.3 31.9 54.1 14.1

とても感じている 258 44.6 39.9 15.5 26.7 55.8 17.4

感じることが多い 1,055 47.9 39.1 13.1 30.0 57.1 13.0

同じくらい 193 44.0 45.1 10.9 32.6 56.5 10.9

負担やつらさが多い 81 49.4 39.5 11.1 27.2 63.0 9.9

とても負担・つらい 6 33.3 33.3 33.3 16.7 50.0 33.3

常に感じる 45 33.3 51.1 15.6 28.9 55.6 15.6

たまに感じる 497 50.5 37.8 11.7 33.2 54.9 11.9

あまり感じない 675 48.7 38.8 12.4 30.5 56.9 12.6

全く感じない 348 39.9 43.7 16.4 21.8 61.5 16.7

親と子どもの悩みごと相談＠埼玉

配偶
者

家族
構成

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

埼玉県AI救急相談



Ⅱ 調査結果【就学前児童保護者】 

31 

問13 子育てに関する相談で特に重視することは何ですか。(○は３つまで) 

○ 子育てに関する相談で特に重視することについて、「話しやすい雰囲気」が 67.9％で最も

高く、次いで「専門的な情報の充実」が45.5％、「職員の対応スキルの高さ」が37.4％と

続いています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「関係機関や専門機関等へのつなぎをしてくれる」の割合が増

加し、「職員の対応スキルの高さ」の割合が減少しています。 

○ 配偶者の有無別にみると、配偶者がいない人では、いる人に比べて「専門的な情報の充実」

の割合が低くなっています。 

 

 
 

■前回調査との比較 

 
※…前回は「地域の関係機関や専門機関等へのつなぎをしてくれる」 

  

67.9 

45.5 

37.4 

35.3 

29.2 

22.9 

21.3 

10.5 

7.1 

1.0 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80%

話しやすい雰囲気

専門的な情報の充実

職員の対応スキルの高さ

関係機関や専門機関等へのつなぎをしてくれる

安心して相談できる環境(子どもの預かり、

プライバシーの配慮等)が整っている

自宅から近い、電話相談やオンライン相談が

できるなどのアクセスのしやすさ

受付時間が長い、休日・夜間に相談

できるなどの利便性

LINE等のSNSやチャット形式で匿名に

より相談できること

友人などからの評判のよさ

その他

無回答

ｎ=1,597

問13 子育てに関する相談で特に重視すること

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

話しやすい雰囲気 1,085 67.9 69.3 -1.4
専門的な情報の充実 727 45.5 43.4 2.1
職員の対応スキルの高さ 598 37.4 43.0 -5.6

関係機関や専門機関等へのつなぎをしてくれる※ 563 35.3 25.4 9.9
安心して相談できる環境(子どもの預かり、プラ
イバシーの配慮等)が整っている

466 29.2 31.9 -2.7

自宅から近い、電話相談やオンライン相談ができ
るなどのアクセスのしやすさ

366 22.9 26.8 -3.9

受付時間が長い、休日・夜間に相談できるなどの
利便性

340 21.3 22.8 -1.5

LINE等のSNSやチャット形式で匿名により相談で
きること

167 10.5 - -

友人などからの評判のよさ 114 7.1 7.7 -0.6
その他 16 1.0 0.6 0.4
無回答 7 0.4 3.7 -3.3
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■クロス集計による傾向分析 

 
 

  

ｎ

話しやすい
雰囲気

専門的な情
報の充実

職員の対応
スキルの高
さ

関係機関や
専門機関等
へのつなぎ
をしてくれ
る

安心して相
談できる環
境が整って
いる

自宅から近
い、電話相
談やオンラ
イン相談が
できるなど
のアクセス
のしやすさ

全体 1,597 67.9 45.5 37.4 35.3 29.2 22.9

いる 1,535 67.8 46.0 37.8 35.4 28.9 23.3

いない 54 68.5 31.5 29.6 33.3 38.9 14.8

核家族世帯 1,449 67.2 46.0 37.8 35.0 29.4 23.3

3世代世帯 135 75.6 41.5 34.1 37.8 27.4 18.5

とても感じている 258 66.7 48.1 41.5 28.3 26.0 21.7

感じることが多い 1,055 69.5 47.8 36.9 35.7 28.2 22.3

同じくらい 193 63.2 37.8 36.3 39.9 35.8 27.5

負担やつらさが多い 81 64.2 28.4 34.6 42.0 37.0 22.2

とても負担・つらい 6 66.7 33.3 33.3 33.3 33.3 50.0

常に感じる 45 68.9 35.6 40.0 35.6 31.1 13.3

たまに感じる 497 69.4 44.5 36.6 34.8 34.4 23.9

あまり感じない 675 68.1 46.7 37.0 38.8 27.0 23.7

全く感じない 348 66.4 47.1 39.7 30.7 25.3 21.0

ｎ

受付時間が
長い、休
日・夜間に
相談できる
などの利便
性

LINE等の
SNSや
チャット形
式で匿名に
より相談で
きること

友人などか
らの評判の
よさ

その他 無回答

全体 1,597 21.3 10.5 7.1 1.0 0.4

いる 1,535 20.9 10.1 7.3 0.9 0.5

いない 54 31.5 20.4 1.9 1.9 0.0

核家族世帯 1,449 21.0 10.3 7.0 1.0 0.5

3世代世帯 135 25.9 12.6 7.4 0.7 0.0

とても感じている 258 14.3 7.4 10.5 1.6 0.8

感じることが多い 1,055 22.4 10.9 6.2 0.7 0.3

同じくらい 193 23.3 10.9 7.8 2.1 0.0

負担やつらさが多い 81 24.7 13.6 7.4 1.2 1.2

とても負担・つらい 6 33.3 16.7 0.0 0.0 0.0

常に感じる 45 26.7 17.8 4.4 2.2 0.0

たまに感じる 497 20.1 10.7 6.2 1.4 0.4

あまり感じない 675 20.0 10.8 7.0 0.9 0.6

全く感じない 348 23.6 8.9 9.2 0.3 0.0

配偶
者

家族
構成

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

配偶
者

家族
構成

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感
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問14 子育てに関する情報を、どこから入手していますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

○ 子育てに関する情報の入手先について、「インターネット・ＳＮＳ」が64.5％で最も高く、

次いで「子育ての仲間・保護者仲間」が52.5％、「隣近所の人、知人、友人」が51.6％と

続いています。 

○ 配偶者の有無別にみると、配偶者がいない人では、いる人に比べて「隣近所の人、知人、友

人」、「子育て仲間・保護者仲間」、「子育て雑誌、育児書」の割合が低くなっています。 

○ 孤立感別にみると、孤立感を常に感じている人では、そうでない人に比べて「子育ての仲間・

保護者仲間」、「隣近所の人、知人、友人」、「保育所・幼稚園・認定こども園」の割合が

低くなっています。 

 

 

 
 

 

  

64.5 

52.5 

51.6 

51.1 

50.0 

33.2 

14.3 

13.5 

2.3 

0.9 

1.1 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80%

インターネット・SNS

子育ての仲間・保護者仲間

隣近所の人、知人、友人

親族(親、兄弟姉妹等)

保育所・幼稚園・認定こども園

市の広報やパンフレット・子育て情報誌

テレビ・ラジオ、新聞

子育て雑誌、育児書

その他

情報の入手先がない

情報の入手手段がわからない

無回答

ｎ=1,597

問14 子育てに関する情報の入手先
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■クロス集計による傾向分析 

 
 

 

ｎ

インター
ネット・
SNS

子育ての仲
間・保護者
仲間

隣近所の
人、知人、
友人

親族(親、
兄弟姉妹
等)

保育所・幼
稚園・認定
こども園

市の広報や
パンフレッ
ト・子育て
情報誌

全体 1,597 64.5 52.5 51.6 51.1 50.0 33.2

いる 1,535 64.2 52.8 52.2 51.1 50.0 33.4

いない 54 75.9 38.9 35.2 51.9 48.1 27.8

核家族世帯 1,449 64.7 52.6 51.7 50.5 50.2 33.0

3世代世帯 135 61.5 50.4 52.6 58.5 48.1 34.8

とても感じている 258 62.0 52.7 52.7 57.8 44.2 26.0

感じることが多い 1,055 65.9 54.8 53.6 53.2 50.6 34.1

同じくらい 193 64.2 44.6 45.1 34.2 53.9 35.8

負担やつらさが多い 81 56.8 44.4 37.0 43.2 51.9 38.3

とても負担・つらい 6 66.7 16.7 33.3 50.0 50.0 33.3

常に感じる 45 66.7 26.7 28.9 42.2 28.9 22.2

たまに感じる 497 69.8 43.5 42.1 50.5 46.5 32.2

あまり感じない 675 63.9 57.8 54.4 49.6 51.7 37.0

全く感じない 348 59.2 59.5 63.8 56.9 55.5 28.2

ｎ

テレビ・ラ
ジオ、新聞

子育て雑
誌、育児書

その他 情報の入手
先がない

情報の入手
手段がわか
らない

無回答

全体 1,597 14.3 13.5 2.3 0.9 1.1 0.3

いる 1,535 14.4 13.9 2.2 1.0 1.0 0.3

いない 54 13.0 3.7 1.9 0.0 3.7 0.0

核家族世帯 1,449 14.0 13.4 2.2 1.0 1.0 0.3

3世代世帯 135 17.8 14.8 2.2 0.7 1.5 0.7

とても感じている 258 13.6 13.6 4.3 0.8 1.2 0.8

感じることが多い 1,055 15.1 14.1 1.9 0.9 0.8 0.1

同じくらい 193 10.9 11.9 1.6 2.1 2.1 0.5

負担やつらさが多い 81 17.3 9.9 1.2 0.0 2.5 0.0

とても負担・つらい 6 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0

常に感じる 45 11.1 15.6 4.4 4.4 4.4 0.0

たまに感じる 497 15.1 15.7 2.6 1.4 1.8 0.2

あまり感じない 675 14.4 13.2 2.2 0.6 0.7 0.4

全く感じない 348 13.5 10.1 1.7 0.6 0.0 0.0

配偶
者

配偶
者

家族
構成

家族
構成

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感
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Ⅱ-４．お子さんの平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について 

問15 宛名のお子さんは現在、幼稚園や保育園などの「定期的な教育・保育の事業」を利用

されていますか。（○は１つ） 

○ 定期的な教育・保育の事業の利用の有無について、「利用している」が69.9％、「利用して

いない」が29.6％となっています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「利用している」の割合が増加し、「利用していない」の割合

が減少しています。 

○ 子どもの年齢別にみると、「利用している」の割合が、0 歳で 11.1％、1 歳で 50.9％、2

歳で63.7％、3 歳で 83.4％、4歳で98.5％、5 歳で97.8％となっています。 

 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 
■クロス集計による傾向分析 

 
 

  

69.9 29.6 0.4

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

利用している 利用していない 無回答

問15 現在、幼稚園や保育園などの「定期的な教育・保育の事業」を利用しているか

ｎ

ｎ=1,597

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

利用している 1,117 69.9 60.1 9.8
利用していない 473 29.6 39.7 -10.1
無回答 7 0.4 0.2 0.2

ｎ
利用している 利用していない 無回答

全体 1,597 69.9 29.6 0.4

0歳 270 11.1 88.9 0.0

1歳 218 50.9 48.6 0.5

2歳 223 63.7 35.9 0.4

3歳 205 83.4 15.6 1.0

4歳 262 98.5 1.1 0.4

5歳 404 97.8 1.7 0.5

子
ど
も
の
年
齢
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【問 15で「１．利用している」に○を付けた方にうかがいます】 

問 15-1 宛名のお子さんは、平日どのような教育・保育の事業を利用していますか。年間を通じ

て「定期的に」利用している事業をお答えください。 

（あてはまるものすべてに○） 

○ 利用している教育・保育の事業について、「保育園」が 51.7％で最も高く、次いで「幼稚

園」が33.5％、「幼稚園の預かり保育」が10.4％と続いています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「障がい児の通園施設等」の割合が増加しています。 

○ 子どもの年齢別にみると、4歳および5歳では、「幼稚園」が5割弱、「保育園」が4割強

となっています。0歳では「小規模保育施設」が 23.3％、「保育園」が60.0％となってい

ます。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

  

51.7 

33.5 

10.4 

5.1 

4.5 

3.5 

2.5 

1.3 

1.1 

0.4 

0.4 

0.2 

0.0 

0.7 

0.0 

0% 20% 40% 60%

保育園

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認定こども園

小規模保育施設

障がい児の通所施設等

幼稚園の未就園児クラス

事業所内保育施設

その他の認可外保育施設

ファミリー・サポート・センター

居宅訪問型保育

家庭保育室

保育ママ

その他

無回答

ｎ=1,117

問15-1 平日、定期的に利用している教育・保育の事業

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,117）
前回

（ｎ=963）
増減

保育園 578 51.7 51.7 0.0
幼稚園 374 33.5 34.8 -1.3
幼稚園の預かり保育 116 10.4 10.6 -0.2
認定こども園 57 5.1 3.5 1.6
小規模保育施設 50 4.5 4.5 0.0
障がい児の通所施設等 39 3.5 0.5 3.0
幼稚園の未就園児クラス 28 2.5 - -
事業所内保育施設 14 1.3 1.9 -0.6
その他の認可外保育施設 12 1.1 0.5 0.6
ファミリー・サポート・センター 5 0.4 1.6 -1.2
居宅訪問型保育 4 0.4 0.3 0.1
家庭保育室 2 0.2 1.3 -1.1
保育ママ 0 0.0 0.2 -0.2
その他 8 0.7 2.1 -1.4
無回答 0 0.0 0.6 -0.6
非該当 480
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■クロス集計による傾向分析 

 
 

 

 

  

ｎ

保育園 幼稚園 幼稚園
の預か
り保育

認定こ
ども園

小規模
保育施
設

障がい
児の通
所施設
等

幼稚園
の未就
園児ク
ラス

事業所
内保育
施設

全体 1,117 51.7 33.5 10.4 5.1 4.5 3.5 2.5 1.3

0歳 30 60.0 0.0 0.0 3.3 23.3 0.0 0.0 3.3

1歳 111 79.3 0.9 0.9 4.5 12.6 0.9 1.8 1.8

2歳 142 64.8 7.0 0.7 2.1 13.4 0.7 9.2 3.5

3歳 171 55.6 26.3 8.2 5.3 4.7 6.4 6.4 2.3

4歳 258 42.2 49.6 14.7 3.9 0.0 3.9 0.0 0.0

5歳 395 43.5 46.8 15.2 7.1 0.5 4.1 0.5 0.5

ｎ

その他
の認可
外保育
施設

ファミ
リー・
サポー
ト・セ
ンター

居宅訪
問型保
育

家庭保
育室

保育マ
マ

その他 無回答

全体 1,117 1.1 0.4 0.4 0.2 0.0 0.7 0.0

0歳 30 3.3 0.0 0.0 3.3 0.0 3.3 0.0

1歳 111 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0

2歳 142 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0

3歳 171 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0

4歳 258 1.9 0.4 0.8 0.0 0.0 0.4 0.0

5歳 395 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 0.5 0.0

子
ど
も
の
年
齢

子
ど
も
の
年
齢
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【問 15で「１．利用している」に○を付けた方にうかがいます】 

問 15-2 現在利用している教育・保育事業の実施場所はどこですか。（あてはまるものすべてに

○）  

○ 教育・保育事業別の実施場所について、幼稚園および幼稚園の預かり保育では「東部第一地

区」が29.7％で最も高く、次いで「北部第二地区」が 15.1％、「北部第一地区」が13.9％

となっています。保育園では、「西部地区」が23.4％で最も高く、次いで「北部第一地区」

が19.0％、「南部地区」が18.5％となっています。 

 

 

 

 
 

 

9.7 

11.4 

23.4 

18.5 

19.0 

14.9 

0.3 

0.7 

0.2 

0.0 

0.9 

0.0 

0.0 

0.3 

1.2 

0.0 

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

◇保育園の実施場所

（ｎ=578）

25.0 

0.0 

21.4 

3.6 

10.7 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

0.0 

0.0 

0.0 

3.6 

21.4 

0.0 

0.0 

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

◇幼稚園の未就園児   

(   保育)の実施場所

（ｎ=28）

29.7 

1.3 

9.1 

5.0 

13.9 

15.1 

3.0 

7.1 

0.5 

0.0 

2.3 

4.3 

5.8 

4.3 

0.8 

0.8 

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

新座市内(東部第一地区)

新座市内(東部第二地区)

新座市内(西部地区)

新座市内(南部地区)

新座市内(北部第一地区)

新座市内(北部第二地区)

朝霞市

志木市

和光市

所沢市

練馬区

西東京市

東久留米市

清瀬市

その他

無回答

◇幼稚園、幼稚園の

預かり保育の実施場所

（ｎ＝397）

10.0 

20.0 

8.0 

20.0 

28.0 

4.0 

0.0 

4.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

0.0 

0.0 

4.0 

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

◇小規模保育施設の実施場所

（ｎ=50）

0.0 

0.0 

50.0 

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% 10% 20% 30% 40% 50%

◇家庭保育室の実施場所

（ｎ=2）

0.0 

1.8 

1.8 

1.8 

3.5 

47.4 

3.5 

1.8 

0.0 

0.0 

7.0 

0.0 

19.3 

12.3 

1.8 

0.0 

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

新座市内(東部第一地区)

新座市内(東部第二地区)

新座市内(西部地区)

新座市内(南部地区)

新座市内(北部第一地区)

新座市内(北部第二地区)

朝霞市

志木市

和光市

所沢市

練馬区

西東京市

東久留米市

清瀬市

その他

無回答

◇認定こども園の実施場所

（ｎ=57）
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10.0 

20.0 

8.0 

20.0 

28.0 

4.0 

0.0 

4.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

0.0 

0.0 

4.0 

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

◇小規模保育施設の実施場所

（ｎ=50）

0.0 

0.0 

50.0 

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% 10% 20% 30% 40% 50%

◇家庭保育室の実施場所

（ｎ=2）

0.0 

1.8 

1.8 

1.8 

3.5 

47.4 

3.5 

1.8 

0.0 

0.0 

7.0 

0.0 

19.3 

12.3 

1.8 

0.0 

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

新座市内(東部第一地区)

新座市内(東部第二地区)

新座市内(西部地区)

新座市内(南部地区)

新座市内(北部第一地区)

新座市内(北部第二地区)

朝霞市

志木市

和光市

所沢市

練馬区

西東京市

東久留米市

清瀬市

その他

無回答

◇認定こども園の実施場所

（ｎ=57）

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12.5 

0.0 

0.0 

12.5 

12.5 

0.0 

37.5 

0% 10% 20% 30% 40%

◇その他の通所施設等の実施場所

（ｎ=8）

23.1 

0.0 

10.3 

30.8 

15.4 

10.3 

12.8 

7.7 

0.0 

0.0 

0.0 

5.1 

5.1 

0.0 

5.1 

0.0 

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

◇障がい児の通所施設

等の実施場所

（ｎ=39）

0.0 

20.0 

0.0 

20.0 

40.0 

20.0 

0.0 

0.0 

20.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

新座市内(東部第一地区)

新座市内(東部第二地区)

新座市内(西部地区)

新座市内(南部地区)

新座市内(北部第一地区)

新座市内(北部第二地区)

朝霞市

志木市

和光市

所沢市

練馬区

西東京市

東久留米市

清瀬市

その他

無回答

◇                の実施場所

（ｎ=5）
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【問 15で「１．利用している」に○を付けた方にうかがいます】 

問 15-3 その教育・保育事業の満足度をお答えください。（○は１つ） 

○ 利用している教育・保育事業の満足度について、「満足度が高い」が44.4％、「どちらかと

いうと満足度が高い」が 28.0％で、これらを合わせると72.4％の人が『満足度が高い』と

回答しています。「どちらかというと満足度が低い」と「満足度が低い」を合わせた『満足

度が低い』は13.2％となっています。 

 

 

 

 
 

■クロス集計による傾向分析 

 
 

  

4.6 

8.8 

14.1 

28.0 

44.4 

0.1 

0% 20% 40% 60%

満足度が低い

どちらかというと満足度が低い

どちらでもない

どちらかというと満足度が高い

満足度が高い

無回答

ｎ=1,117

問15-3 教育・保育事業の満足度

ｎ

満足度が
低い

どちらか
というと
満足度が
低い

どちらで
もない

どちらか
というと
満足度が
高い

満足度が
高い

無回答

全体 1,117 4.6 8.8 14.1 28.0 44.4 0.1

幼稚園 374 3.7 7.5 11.2 28.3 48.9 0.3

幼稚園の預かり保育 116 2.6 12.1 14.7 23.3 47.4 0.0

幼稚園の未就園児クラス 28 3.6 14.3 14.3 32.1 35.7 0.0

保育園 578 5.0 9.9 15.2 28.2 41.7 0.0

認定こども園 57 3.5 14.0 15.8 35.1 31.6 0.0

家庭保育室 2 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

小規模保育施設 50 4.0 4.0 12.0 26.0 54.0 0.0

事業所内保育施設 14 7.1 7.1 35.7 7.1 42.9 0.0

保育ママ 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他の認可外保育施設 12 0.0 16.7 33.3 16.7 33.3 0.0

居宅訪問型保育 4 0.0 0.0 25.0 75.0 0.0 0.0

ファミリー・サポート・センター 5 0.0 0.0 40.0 40.0 20.0 0.0

障がい児の通所施設等 39 5.1 7.7 7.7 30.8 48.7 0.0

その他 8 12.5 0.0 12.5 12.5 62.5 0.0

利
用
し
て
い
る
教
育
・
保
育
事
業
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問16 現在、利用している、利用していないにかかわらず、宛名のお子さんの平日の教育・

保育の事業として、「定期的に」利用したいと考える事業をお答えください。（あては

まるものすべてに○） 

○ 平日に定期的に利用したい教育・保育の事業について、「保育園」が 52.3％で最も高く、

次いで「幼稚園」が42.3％、「幼稚園の預かり保育」が31.6％となっています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「幼稚園」、「幼稚園の預かり保育」の割合が減少しています。 

○ 子どもの年齢別にみると、0歳では、「保育園」が73.3％、「幼稚園」が 34.1％、「認定

こども園」が27.4％などとなっています。4 歳および5歳では、幼稚園が 5割弱、保育園

が約4割となっています。 

 

 

 
  

52.3 

42.3 

31.6 

17.8 

16.3 

16.1 

7.4 

5.3 

5.0 

3.1 

2.9 

1.9 

1.0 

1.2 

3.6 

0% 20% 40% 60%

保育園(都道府県の認可を受けたもの)

幼稚園(通常の就園時間の利用)

幼稚園の預かり保育(1の通常の就園に加え、就園時間を

延長して預かる事業〔定期的な利用の場合〕)

認定こども園(幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設)

幼稚園の未就園児クラス(プレ保育)

ファミリー・サポート・センター(保育園への送迎や

放課後児童保育室終了後に一時的に子どもを預かる事業)

小規模保育施設(市の認可を受けた定員おおむね6～19人のもの)

事業所内保育施設(企業が主に従業員用に運営する保育施設)

居宅訪問型保育(ベビーシッターのような

保育者が家庭を訪問して保育する事業）

障がい児の通所施設等

家庭保育室(市の指定・認定を受けた認可外保育施設)

保育ママ(保育者の家庭等で5人以下の子どもを保育する事業)

その他の認可外の保育施設

その他

無回答

ｎ=1,597

問16 子どもの平日の教育・保育の事業として、「定期的に」利用したい事業
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■前回調査との比較 

 
 

■クロス集計による傾向分析 

 
 

 

 

  

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

保育園 836 52.3 50.2 2.1
幼稚園(通常の就園時間の利用) 676 42.3 54.8 -12.5
幼稚園の預かり保育 505 31.6 42.5 -10.9
認定こども園 285 17.8 19.0 -1.2

幼稚園の未就園児クラス(プレ保育)※ 260 16.3 16.8 -0.5
ファミリー・サポート・センター 257 16.1 15.7 0.4
小規模保育施設 118 7.4 7.6 -0.2
事業所内保育施設 84 5.3 5.2 0.1
居宅訪問型保育 80 5.0 3.5 1.5
障がい児の通所施設等 50 3.1 1.2 1.9
家庭保育室 46 2.9 3.5 -0.6
保育ママ 30 1.9 1.7 0.2
その他の認可外の保育施設 16 1.0 1.2 -0.2
その他 19 1.2 0.9 0.3
無回答 58 3.6 3.1 0.5

ｎ

保育園 幼稚園 幼稚園
の預か
り保育

認定こ
ども園

幼稚園
の未就
園児ク
ラス

ファミ
リー・
サポー
ト・セ
ンター

小規模
保育施
設

事業所
内保育
施設

全体 1,597 52.3 42.3 31.6 17.8 16.3 16.1 7.4 5.3

0歳 270 73.3 34.1 24.4 27.4 27.0 15.9 21.5 7.0

1歳 218 65.6 30.3 27.5 19.7 24.8 12.8 8.3 6.4

2歳 223 52.5 41.3 30.0 21.5 30.9 17.5 9.0 4.5

3歳 205 51.2 45.9 38.0 12.7 13.2 14.6 4.4 8.8

4歳 262 40.8 47.3 38.2 11.8 2.7 17.6 1.1 2.3

5歳 404 39.6 49.5 31.7 14.9 6.9 17.1 2.2 4.0

ｎ

居宅訪
問型保
育

障がい
児の通
所施設
等

家庭保
育室

保育マ
マ

その他
の認可
外の保
育施設

その他 無回答

全体 1,597 5.0 3.1 2.9 1.9 1.0 1.2 3.6

0歳 270 7.0 0.7 8.1 3.7 1.9 1.5 1.9

1歳 218 3.7 0.9 1.8 1.4 1.4 1.4 5.5

2歳 223 3.6 0.9 1.8 1.3 0.4 1.3 4.0

3歳 205 5.9 5.4 2.4 2.0 0.5 1.0 4.9

4歳 262 5.3 3.4 1.1 0.8 1.1 1.1 4.2

5歳 404 4.5 5.9 1.7 2.0 0.7 0.7 2.5

子
ど
も
の
年
齢

子
ど
も
の
年
齢
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問17 教育・保育事業を利用したい場所はどこですか。（○は１つ。） 

○ 教育・保育事業を利用したい場所について、「北部第一地区」が 17.5％で最も高く、次い

で「東部第一地区」が15.9％、「西部地区」が15.1％と続いています。 

 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

  

15.9 

11.1 

15.1 

13.5 

17.5 

14.3 

1.6 

1.8 

0.6 

0.2 

1.0 

1.1 

2.1 

1.3 

0.9 

2.2 

0% 5% 10% 15% 20%

新座市内(東部第一地区)

新座市内(東部第二地区)

新座市内(西部地区)

新座市内(南部地区)

新座市内(北部第一地区)

新座市内(北部第二地区)

朝霞市

志木市

和光市

所沢市

練馬区

西東京市

東久留米市

清瀬市

その他

無回答

ｎ=1,597

問17 教育・保育事業を利用したい場所

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

新座市内(東部第一地区) 254 15.9 14.7 1.2
新座市内(東部第二地区) 178 11.1 10.2 0.9
新座市内(西部地区) 241 15.1 13.5 1.6
新座市内(南部地区) 216 13.5 12.9 0.6
新座市内(北部第一地区) 280 17.5 15.5 2.0
新座市内(北部第二地区) 228 14.3 12.7 1.6
朝霞市 25 1.6 0.9 0.7
志木市 28 1.8 1.1 0.7
和光市 9 0.6 0.1 0.5
所沢市 3 0.2 0.0 0.2
練馬区 16 1.0 0.9 0.1
西東京市 17 1.1 0.8 0.3
東久留米市 33 2.1 2.1 0.0
清瀬市 20 1.3 1.3 0.0
その他 14 0.9 1.1 -0.2
無回答 35 2.2 12.2 -10.0
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■クロス集計による傾向分析 

 
 

 

  

ｎ

東部第
一地区

東部第
二地区

西部地
区

南部地
区

北部第
一地区

北部第
二地区

朝霞市 志木市

全体 1,597 15.9 11.1 15.1 13.5 17.5 14.3 1.6 1.8

幼稚園 676 20.1 10.7 12.1 10.5 18.8 13.6 2.2 2.5

幼稚園の預かり保育 505 17.0 9.3 12.5 13.1 20.8 14.7 2.2 2.2

幼稚園の未就園児クラス 260 13.8 11.5 14.6 12.7 18.5 14.6 0.8 3.1

保育園 836 14.0 12.9 17.8 16.7 17.7 13.8 1.0 1.2

認定こども園 285 13.0 12.3 14.0 14.4 16.8 16.5 2.8 1.4

家庭保育室 46 8.7 4.3 21.7 23.9 23.9 4.3 2.2 0.0

小規模保育施設 118 13.6 11.9 13.6 20.3 17.8 9.3 2.5 1.7

事業所内保育施設 84 22.6 8.3 15.5 17.9 13.1 8.3 3.6 2.4

保育ママ 30 10.0 10.0 13.3 26.7 20.0 13.3 0.0 0.0

その他の認可外の保育施設 16 0.0 18.8 0.0 12.5 37.5 12.5 6.3 0.0

居宅訪問型保育 80 10.0 6.3 11.3 21.3 27.5 18.8 0.0 1.3

ファミリー・サポート・センター 257 12.8 10.9 14.0 16.7 24.5 14.0 0.4 0.4

障がい児の通所施設等 50 20.0 12.0 18.0 18.0 20.0 8.0 2.0 0.0

その他 19 26.3 10.5 5.3 5.3 10.5 5.3 0.0 5.3

ｎ

和光市 所沢市 練馬区 西東京
市

東久留
米市

清瀬市 その他 無回答

全体 1,597 0.6 0.2 1.0 1.1 2.1 1.3 0.9 2.2

幼稚園 676 0.6 0.0 1.5 1.8 2.7 1.3 0.9 0.7

幼稚園の預かり保育 505 0.4 0.0 1.4 1.0 2.8 1.4 0.8 0.6

幼稚園の未就園児クラス 260 0.8 0.0 1.5 1.5 3.8 1.5 0.4 0.8

保育園 836 0.5 0.4 0.5 0.6 1.3 0.8 0.8 0.0

認定こども園 285 0.7 0.4 1.4 1.1 3.2 0.4 1.4 0.4

家庭保育室 46 0.0 2.2 0.0 2.2 2.2 2.2 2.2 0.0

小規模保育施設 118 0.0 0.0 0.8 0.8 5.9 0.0 1.7 0.0

事業所内保育施設 84 1.2 2.4 0.0 0.0 2.4 2.4 0.0 0.0

保育ママ 30 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3

その他の認可外の保育施設 16 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0

居宅訪問型保育 80 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 1.3 0.0 1.3

ファミリー・サポート・センター 257 1.2 0.0 0.4 1.2 2.3 0.4 0.4 0.4

障がい児の通所施設等 50 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他 19 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 5.3 10.5 10.5

利
用
し
た
い
教
育
・
保
育
事
業

利
用
し
た
い
教
育
・
保
育
事
業
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問18 宛名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、定期的な教育・保育の事業の利

用希望はありますか（一時的な利用は除きます）。 

（１）土曜日（〇は１つ） 

○ 定期的な教育・保育事業における土曜日の利用希望について、「利用する必要はない」が

64.6％、「月に 1～2 回は利用したい」が 26.2％、「ほぼ毎週利用したい」が 8.7％とな

っています。 

 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 
■クロス集計による傾向分析 

 
  

64.6 8.7 26.2 0.5

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

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい 月に1～2回は利用したい 無回答

問18 (1)土曜日

ｎ

ｎ=1,597

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

利用する必要はない 1,031 64.6 65.3 -0.7
ほぼ毎週利用したい 139 8.7 9.7 -1.0
月に1～2回は利用したい 419 26.2 22.4 3.8
無回答 8 0.5 2.6 -2.1

ｎ

利用する必要
はない

ほぼ毎週利用
したい

月に1～2回は
利用したい

無回答

全体 1,597 64.6 8.7 26.2 0.5

幼稚園 676 75.4 3.8 20.1 0.6

幼稚園の預かり保育 505 65.1 6.3 28.1 0.4

幼稚園の未就園児クラス 260 73.8 3.8 22.3 0.0

保育園 836 56.9 12.6 30.1 0.4

認定こども園 285 61.8 9.1 29.1 0.0

家庭保育室 46 47.8 13.0 39.1 0.0

小規模保育施設 118 53.4 13.6 33.1 0.0

事業所内保育施設 84 44.0 21.4 34.5 0.0

保育ママ 30 50.0 10.0 40.0 0.0

その他の認可外の保育施設 16 50.0 18.8 31.3 0.0

居宅訪問型保育 80 56.3 8.8 35.0 0.0

ファミリー・サポート・センター 257 52.5 10.9 36.6 0.0

障がい児の通所施設等 50 60.0 14.0 26.0 0.0

その他 19 57.9 10.5 31.6 0.0

利
用
し
た
い
教
育
・
保
育
事
業
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（２）日曜・祝日（〇は１つ） 

○ 定期的な教育・保育事業における日曜・祝日の利用希望について、「利用する必要はない」

が78.1％、「月に1～2 回は利用したい」が18.5％、「ほぼ毎週利用したい」が2.6％と

なっています。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

■クロス集計による傾向分析 

 
 

 

 

 

  

78.1 2.6 18.5 0.8

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

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい 月に1～2回は利用したい 無回答

問18 (2)日曜・祝日

ｎ

ｎ=1,597

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

利用する必要はない 1,247 78.1 78.1 0.0
ほぼ毎週利用したい 42 2.6 2.6 0.0
月に1～2回は利用したい 296 18.5 15.1 3.4
無回答 12 0.8 4.2 -3.4

ｎ

利用する必要
はない

ほぼ毎週利用
したい

月に1～2回は
利用したい

無回答

全体 1,597 78.1 2.6 18.5 0.8

幼稚園 676 83.6 1.8 13.6 1.0

幼稚園の預かり保育 505 77.8 2.2 19.0 1.0

幼稚園の未就園児クラス 260 83.8 1.5 14.6 0.0

保育園 836 75.4 2.9 21.4 0.4

認定こども園 285 74.4 3.2 22.5 0.0

家庭保育室 46 60.9 6.5 32.6 0.0

小規模保育施設 118 72.0 2.5 25.4 0.0

事業所内保育施設 84 61.9 8.3 29.8 0.0

保育ママ 30 66.7 6.7 26.7 0.0

その他の認可外の保育施設 16 68.8 12.5 18.8 0.0

居宅訪問型保育 80 67.5 5.0 27.5 0.0

ファミリー・サポート・センター 257 72.8 3.1 23.7 0.4

障がい児の通所施設等 50 74.0 2.0 24.0 0.0

その他 19 78.9 0.0 21.1 0.0

利
用
し
た
い
教
育
・
保
育
事
業
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【現在、幼稚園を利用されている方にうかがいます】 

問19 宛名のお子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教育・保育事業の利用

を希望しますか。（○は１つ） 

○ 現在、幼稚園を利用している人に、長期の休暇期間中の教育・保育事業の利用希望をうかが

ったところ、「休みの期間中、週に数日利用したい」が45.6％で最も高く、次いで「利用す

る必要はない」が37.5％、「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい」が16.4％となっていま

す。 

 

 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 

 

 

  

37.5 16.4 45.6 0.5

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

利用する必要はない 休みの期間中、ほぼ毎日利用したい 休みの期間中、週に数日利用したい 無回答

問19 夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教育・保育事業の利用意向

ｎ

ｎ=397

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=397）
前回

（ｎ=335）
増減

利用する必要はない 149 37.5 35.8 1.7
休みの期間中、ほぼ毎日利用したい 65 16.4 16.4 0.0
休みの期間中、週に数日利用したい 181 45.6 44.5 1.1
無回答 2 0.5 3.3 -2.8
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Ⅱ-５．お子さんの病気の際の対応について 

【問 15で定期的な教育・保育事業を「１．利用している」と回答した方にうかがいます】 

問20 この１年間に、宛名のお子さんが病気やケガで事業を利用できなかったことはありま

すか。（○は１つ） 

○ 定期的な教育・保育利用を利用している人に、この１年間に宛名のお子さんが病気やケガで

事業を利用できなかったことの有無をうかがったところ、「あった」が 71.9％、「なかっ

た」が27.6％となっています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「あった」の割合が減少し、「なかった」の割合が増加してい

ます。 

 

 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 

  

71.9 27.6 0.5

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

あった なかった 無回答

問20 この1年間に、子どもが病気やケガで事業を利用できなかったこと

ｎ

ｎ=1,117

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,117）
前回

（ｎ=963）
増減

あった 803 71.9 78.4 -6.5
なかった 308 27.6 18.7 8.9
無回答 6 0.5 2.9 -2.4
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【問 20で「１．あった」に○を付けた方にうかがいます】 

問 20-1 その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思われま

したか。（○は１つ） 

○ この１年間に宛名のお子さんが病気やケガで事業を利用できなかったことがある人に、その

際の病児・病後児保育施設等の利用意向をうかがったところ、「できれば利用したいと思っ

た」が49.9％、「利用したいと思わなかった」が 50.1％となっています。 

○ 子どもの年齢別にみると、0歳では、1 歳以上に比べて「できれば利用したいと思った」の

割合が高くなっています。 

○ 母親の就労状況別にみると、フルタイムの人では「できれば利用したいと思った」の割合が

高く、就労していない人では「利用したいと思わなかった」の割合が高くなっています。 

 

 

 
 

 

 
■クロス集計による傾向分析 

 
 

 

49.9 50.1 0.0

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

できれば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

問20-1 「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思ったか

ｎ

ｎ=803

ｎ

できれば利用
したいと思っ
た

利用したいと
は思わなかっ
た

無回答

全体 803 49.9 50.1 0.0

0歳 20 85.0 15.0 0.0

1歳 91 51.6 48.4 0.0

2歳 108 54.6 45.4 0.0

3歳 127 56.7 43.3 0.0

4歳 190 45.3 54.7 0.0

5歳 264 45.5 54.5 0.0

フルタイム 380 62.6 37.4 0.0

パート・アルバイト等 247 47.4 52.6 0.0

就労していない 174 25.9 74.1 0.0

母
就
労

子
ど
も
の
年
齢
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【問 20-1で「２．利用したいとは思わなかった」に○を付けた方にうかがいます】 

問 20-2 病児・病後児のための保育施設を利用したいとは思わなかった理由についてお答

えください。（あてはまるものすべてに〇） 

○ 宛名のお子さんが病気やケガで事業を利用できなかった際に、病児・病後児保育施設を利用

したいと思わなかった人に、その理由をうかがったところ、「病児・病後児を他人に看ても

らうのは不安」が52.2％で最も高く、次いで「親が仕事を休んで対応する」が48.0％、「利

用料がかかる・高い」が 32.1％と続いています。 

○ 前回調査の結果と比べると「利用料がかかる・高い」の割合が増加しています。 

 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 

 

52.2 

48.0 

32.1 

20.9 

14.2 

11.2 

22.1 

0.0 

0% 20% 40% 60%

病児・病後児を他人に看てもらうのは不安

親が仕事を休んで対応する

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

事業の利便性(立地や利用可能時間・日数など)がよくない

事業の質に不安がある

その他

無回答

ｎ=402

問20-2 病児・病後児のための保育施設を利用したいとは思わなかった理由

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=402）
前回

（ｎ=402）
増減

病児・病後児を他人に看てもらうのは不安 210 52.2 52.5 -0.3
親が仕事を休んで対応する 193 48.0 41.3 6.7
利用料がかかる・高い 129 32.1 20.9 11.2
利用料がわからない 84 20.9 18.4 2.5
事業の利便性がよくない 57 14.2 18.7 -4.5
事業の質に不安がある 45 11.2 7.2 4.0
その他 89 22.1 23.6 -1.5
無回答 0 0.0 1.0 -1.0
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Ⅱ-６．お子さんの不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用について 

問21 宛名のお子さんについて、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、一時預かり等

の事業を利用したい思いますか。（〇は１つ） 

○ 私用、親の通院、不定期の就労等の目的で一時預かり等の事業を利用したいかどうかについ

て、「利用したい」が61.8％、「利用する必要はない」が37.8％となっています。 

○ 前回調査の結果と比べると「利用したい」の割合が増加し、「利用する必要はない」の割合

が減少しています。 

 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 
■クロス集計による傾向分析 

 
 

  

61.8 37.8 0.4

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

利用したい 利用する必要はない 無回答

問21 私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、一時預かり等の事業利用意向

ｎ

ｎ=1,597

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

利用したい 987 61.8 49.3 12.5
利用する必要はない 603 37.8 47.8 -10.0
無回答 7 0.4 2.8 -2.4

ｎ

利用したい 利用する必要
はない

無回答

全体 1,597 61.8 37.8 0.4

0歳 270 59.6 40.4 0.0

1歳 218 61.0 39.0 0.0

2歳 223 67.3 32.7 0.0

3歳 205 58.0 41.0 1.0

4歳 262 61.5 38.2 0.4

5歳 404 62.9 36.1 1.0

フルタイム 638 61.9 37.6 0.5

パート・アルバイト等 425 61.9 37.9 0.2

就労していない 530 61.7 38.1 0.2

母
就
労

子
ど
も
の
年
齢
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【問 21で「1．利用したい」に○を付けた方にうかがいます】  

問 21-1 利用したい事業は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

○ 一時預かり等の事業を利用したいと回答した人に、利用したい事業をうかがったところ、「一

時預かり」が84.1％で最も高く、次いで「幼稚園の預かり保育」が 45.5％、「ファミリー・

サポート・センター」が 31.9％と続いています。 

○ 前回調査の結果と比べると「ファミリー・サポート・センター」、「一時預かり」、「ベビ

ーシッター」の割合が増加しています。 

○ 子どもの年齢別にいると、2歳以下では3 歳以上に比べて「一時預かり」の割合が高く、「幼

稚園の預かり保育」の割合が低くなっています。また、0 歳では、1 歳以上に比べて「ベビ

ーシッター」の割合が高くなっています。 

 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 
■クロス集計による傾向分析 

 
 

 

84.1 

45.5 

31.9 

17.8 

1.0 

0.2 

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

一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

ベビーシッター

その他

無回答

ｎ=987

問21-1 利用したい事業

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=987）
前回

（ｎ=791）
増減

一時預かり 830 84.1 73.6 10.5
幼稚園の預かり保育 449 45.5 42.6 2.9
ファミリー・サポート・センター 315 31.9 18.8 13.1
ベビーシッター 176 17.8 8.3 9.5
その他 10 1.0 1.1 -0.1
無回答 2 0.2 1.5 -1.3

ｎ

一時預かり 幼稚園の預
かり保育

ファミ
リー・サ
ポート・セ
ンター

ベビーシッ
ター

その他 無回答

全体 987 84.1 45.5 31.9 17.8 1.0 0.2

0歳 161 95.7 29.8 36.0 27.3 0.0 0.6

1歳 133 92.5 30.8 27.8 21.1 0.8 0.0

2歳 150 92.7 42.0 30.7 12.7 1.3 0.0

3歳 119 81.5 53.8 31.1 17.6 0.8 0.0

4歳 161 75.2 57.1 27.3 18.6 1.2 0.0

5歳 254 74.8 53.5 35.8 13.4 1.2 0.4

子
ど
も
の
年
齢
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Ⅱ-７．お子さんが５歳以上である方に、小学校就学後の放課後の過ごし方について  

問22 宛名のお子さんについて、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ご

させたいと思いますか。（学年ごとにそれぞれ○は１つ） 

①１・２年生 

○ 宛名のお子さんが5歳以上の人に、小学校就学後、放課後の時間に過ごさせたい場所をうか

がったところ、1・2 年生の間は「放課後児童保育室（学童保育）」が 37.4％で最も高く、

次いで「自宅」が28.2％、「子どもの放課後居場所づくり事業（ココフレンド）」が22.5％

と続いています。 

○ 前回調査の結果と比べると「習い事」、「子どもの放課後居場所づくり事業（ココフレンド）」、

「自宅」、「その他」、「祖父母宅や友人、知人宅」の割合が減少しています。 

○ 家族構成別にみると、核家族世帯では、3世代世帯に比べて「放課後児童保育室」の割合が

高くなっています。 

○ 母親の就労状況別にみると、フルタイムの人では「放課後児童保育室」が 67.5％と高く、

就労していない人では「自宅」が 53.8％と高くなっています。また、パート・アルバイト

等の人では「ココフレンド」、「放課後児童保育室」、「自宅」がそれぞれ約3割となって

います。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 

  

28.2 

0.7 

5.0 

0.2 

22.5 

37.4 

3.7 

0.0 

1.7 

0.5 

0% 10% 20% 30% 40%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童センター

子どもの放課後居場所づくり事業(ココフレンド)

放課後児童保育室(学童保育)

放課後等デイサービス

ファミリー・サポート・センター

その他(公民館、公園など)

無回答

ｎ=404

問22 ①1・2年生

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=404）
前回

（ｎ=324）
増減

自宅 114 28.2 46.6 -18.4
祖父母宅や友人・知人宅 3 0.7 9.9 -9.2
習い事 20 5.0 36.7 -31.7
児童センター 1 0.2 3.7 -3.5
子どもの放課後居場所づくり事業(ココフレンド) 91 22.5 42.3 -19.8
放課後児童保育室(学童保育) 151 37.4 32.1 5.3
放課後等デイサービス 15 3.7 3.7 0.0
ファミリー・サポート・センター 0 0.0 0.6 -0.6
その他(公民館、公園など) 7 1.7 12.7 -11.0
無回答 2 0.5 10.8 -10.3
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■クロス集計による傾向分析 

 

 

  

ｎ

自宅 祖父母宅や
友人・知人
宅

習い事 児童セン
ター

ココフレン
ド

全体 404 28.2 0.7 5.0 0.2 22.5

核家族世帯 361 27.4 0.3 4.2 0.3 22.4

3世代世帯 41 34.1 4.9 12.2 0.0 24.4

フルタイム 151 7.9 1.3 6.0 0.0 9.9

パート・アルバイト等 134 28.4 0.7 3.0 0.0 33.6

就労していない 119 53.8 0.0 5.9 0.8 26.1

ｎ

放課後児童
保育室

放課後等デ
イサービス

ファミ
リー・サ
ポート・セ
ンター

その他(公民
館、公園な
ど)

無回答

全体 404 37.4 3.7 0.0 1.7 0.5

核家族世帯 361 39.6 3.6 0.0 1.7 0.6

3世代世帯 41 19.5 2.4 0.0 2.4 0.0

フルタイム 151 67.5 5.3 0.0 1.3 0.7

パート・アルバイト等 134 31.3 1.5 0.0 0.7 0.7

就労していない 119 5.9 4.2 0.0 3.4 0.0

母
就
労

家族
構成

家族
構成

母
就
労
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②３・４年生 

○ 宛名のお子さんが5歳以上の人に、小学校就学後、放課後の時間に過ごさせたい場所をうか

がったところ、3・4 年生の間は「放課後児童保育室（学童保育）」が 26.5％で最も高く、

次いで「子どもの放課後居場所づくり事業（ココフレンド）」が24.8％、「自宅」が22.3％

と続いています。 

○ 前回調査の結果と比べると「習い事」、「自宅」、「子どもの放課後居場所づくり事業（コ

コフレンド）」、「その他」、「祖父母宅や友人、知人宅」の割合が減少しています。 

○ 家族構成別にみると、核家族世帯では、3世代世帯に比べて「放課後児童保育室」の割合が

高くなっています。 

○ 母親の就労状況別にみると、フルタイムの人では「放課後児童保育室」が 47.0％で最も高

く、パート・アルバイト等の人では「ココフレンド」が 34.3％で最も高く、就労していな

い人では「自宅」が31.1％と高くなっています。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

  

22.3 

1.7 

13.9 

1.7 

24.8 

26.5 

2.5 

0.0 

5.4 

1.2 

0% 10% 20% 30%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童センター

子どもの放課後居場所づくり事業(ココフレンド)

放課後児童保育室(学童保育)

放課後等デイサービス

ファミリー・サポート・センター

その他(公民館、公園など)

無回答

ｎ=404

問22 ②3・4年生

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=404）
前回

（ｎ=324）
増減

自宅 90 22.3 44.8 -22.5
祖父母宅や友人・知人宅 7 1.7 10.8 -9.1
習い事 56 13.9 52.8 -38.9
児童センター 7 1.7 5.2 -3.5
子どもの放課後居場所づくり事業(ココフレンド) 100 24.8 40.7 -15.9
放課後児童保育室(学童保育) 107 26.5 27.8 -1.3
放課後等デイサービス 10 2.5 2.8 -0.3
ファミリー・サポート・センター 0 0.0 0.3 -0.3
その他(公民館、公園など) 22 5.4 14.8 -9.4
無回答 5 1.2 12.7 -11.5
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■クロス集計による傾向分析 

 
  

ｎ

自宅 祖父母宅や
友人・知人
宅

習い事 児童セン
ター

ココフレン
ド

全体 404 22.3 1.7 13.9 1.7 24.8

核家族世帯 361 22.2 1.4 13.3 1.7 24.7

3世代世帯 41 22.0 4.9 19.5 2.4 26.8

フルタイム 151 13.2 2.0 15.9 0.7 15.2

パート・アルバイト等 134 24.6 0.7 9.7 0.7 34.3

就労していない 119 31.1 2.5 16.0 4.2 26.1

ｎ

放課後児童
保育室

放課後等デ
イサービス

ファミ
リー・サ
ポート・セ
ンター

その他(公民
館、公園な
ど)

無回答

全体 404 26.5 2.5 0.0 5.4 1.2

核家族世帯 361 28.5 2.2 0.0 5.0 1.1

3世代世帯 41 9.8 2.4 0.0 9.8 2.4

フルタイム 151 47.0 2.6 0.0 2.6 0.7

パート・アルバイト等 134 21.6 1.5 0.0 4.5 2.2

就労していない 119 5.9 3.4 0.0 10.1 0.8

家族
構成

母
就
労

家族
構成

母
就
労
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③５・６年生 

○ 宛名のお子さんが5歳以上の人に、小学校就学後、放課後の時間に過ごさせたい場所をうか

がったところ、5・6 年生になったら「自宅」が 35.4％で最も高く、次いで「習い事」が

26.2％、「子どもの放課後居場所づくり事業（ココフレンド）」が16.3％と続いています。 

○ 前回調査の結果と比べると「習い事」、「自宅」、「子どもの放課後居場所づくり事業（コ

コフレンド）」、「その他」、「祖父母宅や友人、知人宅」の割合が減少しています。 

 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
  

35.4 

1.2 

26.2 

1.7 

16.3 

7.9 

2.7 

0.0 

7.2 

1.2 

0% 10% 20% 30% 40%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童センター

子どもの放課後居場所づくり事業(ココフレンド)

放課後児童保育室(学童保育)

放課後等デイサービス

ファミリー・サポート・センター

その他(公民館、公園など)

無回答

ｎ=404

問22 ③5・6年生

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=404）
前回

（ｎ=324）
増減

自宅 143 35.4 61.7 -26.3
祖父母宅や友人・知人宅 5 1.2 12.7 -11.5
習い事 106 26.2 62.7 -36.5
児童センター 7 1.7 6.2 -4.5
子どもの放課後居場所づくり事業(ココフレンド) 66 16.3 28.1 -11.8
放課後児童保育室(学童保育) 32 7.9 9.9 -2.0
放課後等デイサービス 11 2.7 2.5 0.2
ファミリー・サポート・センター 0 0.0 0.0 0.0
その他(公民館、公園など) 29 7.2 18.2 -11.0
無回答 5 1.2 12.7 -11.5
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■クロス集計による傾向分析 

 
 

  

ｎ

自宅 祖父母宅や
友人・知人
宅

習い事 児童セン
ター

ココフレン
ド

全体 404 35.4 1.2 26.2 1.7 16.3

核家族世帯 361 35.5 0.8 26.6 1.4 16.3

3世代世帯 41 36.6 4.9 22.0 4.9 17.1

フルタイム 151 31.1 1.3 27.2 2.6 15.2

パート・アルバイト等 134 43.3 0.0 26.9 0.0 17.2

就労していない 119 31.9 2.5 24.4 2.5 16.8

ｎ

放課後児童
保育室

放課後等デ
イサービス

ファミ
リー・サ
ポート・セ
ンター

その他(公民
館、公園な
ど)

無回答

全体 404 7.9 2.7 0.0 7.2 1.2

核家族世帯 361 8.9 2.5 0.0 6.9 1.1

3世代世帯 41 0.0 2.4 0.0 9.8 2.4

フルタイム 151 15.2 2.6 0.0 4.0 0.7

パート・アルバイト等 134 4.5 1.5 0.0 4.5 2.2

就労していない 119 2.5 4.2 0.0 14.3 0.8

家族
構成

母
就
労

母
就
労

家族
構成



Ⅱ 調査結果【就学前児童保護者】 

59 

問23 お子さんの放課後の居場所に必要と思うものは何ですか。(○は２つまで) 

○ お子さんの放課後の居場所に必要と思うことについて、「大人の見守りによる安全・安心な

居場所」が78.2％で最も高く、次いで「学びのきっかけとなる体験活動」が 35.1％、「宿

題の支援」が30.0％と続いています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「大人の見守りによる安全・安心な居場所」、「宿題の支援」、

「学びのきっかけとなる体験活動」の割合が増加しています。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 

 

 

78.2 

35.1 

30.0 

22.0 

9.7 

9.4 

4.7 

2.0 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80%

大人の見守りによる安全・安心な居場所

学びのきっかけとなる体験活動

宿題の支援

自由遊び

学力を高めるための学習支援

運動系の習い事

将来の職業の参考になる体験活動

文化系の習い事

無回答

ｎ=404

問23 お子さんの放課後の居場所に必要と思うもの

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,193）
前回

（ｎ=1,603）
増減

大人の見守りによる安全・安心な居場所 316 78.2 61.6 16.6
学びのきっかけとなる体験活動 142 35.1 21.9 13.2
宿題の支援 121 30.0 16.2 13.8
自由遊び 89 22.0 23.7 -1.7
学力を高めるための学習支援 39 9.7 8.9 0.8
運動系の習い事 38 9.4 11.0 -1.6
将来の職業の参考になる体験活動 19 4.7 3.2 1.5
文化系の習い事 8 2.0 2.3 -0.3
無回答 3 0.7 22.3 -21.6
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Ⅱ-８．お子さんの母親・父親の就労状況について 

問24 現在の就労状況はどれですか。（当てはまるもの１つに○） 

①母親 

○ 母親の就労状況について、「フルタイム」が39.9％、「パート・アルバイト等」が26.6％、

「現在は就労していない」が33.2％となっています。 

○ 前回調査の結果と比べると「フルタイム」の割合が増加し、「現在は就労していない」の割

合が減少しています。 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 

②父親 

○ 父親の就労状況について、「フルタイム」が92.2％、「パート・アルバイト等」が2.0％、

「現在は就労していない」が2.8％となっています。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
  

39.9 

26.6 

33.2 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80%

フルタイム(1週5日程度・1日8時間程度の就労)

パート・アルバイト等(フルタイム以外の就労)

現在は就労していない

無回答

ｎ=1,597

問24 ①母親)就労状況

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

フルタイム 638 39.9 34.1 5.8
パート・アルバイト等 425 26.6 25.2 1.4
現在は就労していない 530 33.2 38.1 -4.9
無回答 4 0.3 2.6 -2.3

92.2 

2.0 

2.8 

3.0 

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

フルタイム(1週5日程度・1日8時間程度の就労)

パート・アルバイト等(フルタイム以外の就労)

現在は就労していない

無回答

ｎ=1,597

問24 ②父親)就労状況

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

フルタイム 1,472 92.2 92.7 -0.5
パート・アルバイト等 32 2.0 0.4 1.6
現在は就労していない 45 2.8 0.2 2.6
無回答 48 3.0 6.6 -3.6
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【問 24で「１.フルタイム」または「２.パート・アルバイト等」を選んだ方にうかがいま

す。】 

問 24-1 普段の就労時間帯について、最も多いパターンはどれですか。 

（当てはまるもの１つに○） 

①母親 

○ 母親の普段の就労時間帯について「主に昼間の就労」が93.5％、「主に夜間の就労」が1.0％、

「昼間・夜間の就労、いずれもある」が5.4％となっています。 

 

 
 

 

 

②父親 

○ 父親の普段の就労時間帯について「主に昼間の就労」が75.0％、「主に夜間の就労」が1.5％、

「昼間・夜間の就労、いずれもある」が23.3％となっています。 

 

 
 

 

  

93.5

1.0

5.4

0.1

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

主に昼間の就労 主に夜間の就労 昼間・夜間の就労、いずれもある 無回答

問24-1 ①母親)就労時間帯

ｎ

ｎ=1,063

75.0 1.5 23.3 0.2

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

主に昼間の就労 主に夜間の就労 昼間・夜間の就労、いずれもある 無回答

問24-1 ②父親)就労時間帯

ｎ

ｎ=1,504



Ⅱ 調査結果【就学前児童保護者】 

62 

問25 宛名のお子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得しまし

たか。（母親、父親それぞれに○は１つ）。 

①母親 

○ 宛名のお子さんが生まれた時の母親の育児休業の取得について、「取得した」が 54.3％、

「取得していない」が10.2％、「働いていなかった」が35.4％となっています。 

○ 前回調査の結果と比べると「取得した」の割合が増加し、「働いていなかった」の割合が減

少しています。 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 

②父親 

○ 宛名のお子さんが生まれた時の父親の育児休業の取得について、「取得した」が 21.2％、

「取得していない」が75.2％、「働いていなかった」が1.9％となっています。 

○ 前回調査の結果と比べると「取得した」の割合が増加し、「取得していない」の割合が減少

しています。 

 

 
 

■前回調査との比較 

 
  

35.4 54.3 10.2

0.1

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

働いていなかった 取得した 取得していない 無回答

問25 ①母親)育児休業の取得

ｎ

ｎ=1,597

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

働いていなかった 566 35.4 47.7 -12.3
取得した 867 54.3 39.8 14.5
取得していない 163 10.2 11.0 -0.8
無回答 1 0.1 1.5 -1.4

1.9 21.2 75.2 1.7

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

働いていなかった 取得した 取得していない 無回答

問25 ②父親)育児休業の取得

ｎ

ｎ=1,597

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

働いていなかった 31 1.9 0.7 1.2
取得した 338 21.2 5.1 16.1
取得していない 1,201 75.2 89.6 -14.4
無回答 27 1.7 4.6 -2.9
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【問 25の①母親または②父親欄で「２．取得した」に○を付けた方にうかがいます】 

問 25-1 育児休業取得後、職場に復帰しましたか。 

（母親、父親それぞれに○は１つ） 

①母親 

○ 育児休業を取得した母親の育児休業取得後の職場復帰について、「育児休業後、職場に復帰

した」が63.4％、「現在も育児休業中である」が 26.8％、「育児休業中に退職した」が9.6％

となっています。 

○ 前回調査の結果と比べると「育児休業中に退職した」の割合が増加しています。 

 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 

  

63.4 26.8 9.6

0.2

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

育児休業取得後、職場に復帰した 現在も育児休業中である 育児休業中に退職した 無回答

問25-1 ①母親)育児休業取得後の職場復帰

ｎ

ｎ=867

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=867）
前回

（ｎ=638）
増減

育児休業取得後、職場に復帰した 550 63.4 65.0 -1.6
現在も育児休業中である 232 26.8 29.3 -2.5
育児休業中に退職した 83 9.6 5.2 4.4
無回答 2 0.2 0.5 -0.3
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②父親 

○ 育児休業を取得した父親の育児休業取得後の職場復帰について、「育児休業後、職場に復帰

した」が92.9％、「現在も育児休業中である」が 5.9％、「育児休業中に退職した」が1.2％

となっています。 

○ 前回調査の結果と比べると「育児休業取得後、職場に復帰した」の割合が増加しています。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

  

92.9 5.9

1.2 0.0

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

育児休業取得後、職場に復帰した 現在も育児休業中である 育児休業中に退職した 無回答

問25-1 ②父親)育児休業取得後の職場復帰

ｎ

ｎ=338

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=338）
前回

（ｎ=81）
増減

育児休業取得後、職場に復帰した 314 92.9 87.7 5.2
現在も育児休業中である 20 5.9 3.7 2.2
育児休業中に退職した 4 1.2 1.2 0.0
無回答 0 0.0 7.4 -7.4



Ⅱ 調査結果【就学前児童保護者】 

65 

【問 25-1で「１．育児休業取得後、職場に復帰した」に○を付けた方にうかがいます】 

問 25-2 育児休業からの職場復帰時には、短時間勤務制度を利用しましたか。（母親、父親

それぞれに○は１つ） 

①母親 

○ 育児休業取得後に職場に復帰した母親の短時間勤務制度の利用の有無について、「利用した」

が66.4％、「利用する必要がなかった」が21.5％、「利用したかったが、利用できなかっ

た」が11.8％となっています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「利用した」の割合が増加し、「利用したかったが、利用でき

なかった」の割合が減少しています。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 

  

21.5 66.4 11.8 0.4

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

利用する必要がなかった 利用した 利用したかったが、利用できなかった 無回答

問25-2 ①母親)短時間勤務制度の利用

ｎ

ｎ=550

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=550）
前回

（ｎ=415）
増減

利用する必要がなかった 118 21.5 20.7 0.8
利用した 365 66.4 61.0 5.4
利用したかったが、利用できなかった 65 11.8 17.1 -5.3
無回答 2 0.4 1.2 -0.8
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②父親 

○ 育児休業取得後に職場に復帰した父親の短時間勤務制度の利用の有無について、「利用する

必要がなかった」が75.2％、「利用したかったが、利用できなかった」が 18.2％、「利用

した」6.7％となっています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「利用する必要がなかった」の割合が増加しています。 

 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

75.2 6.7 18.2 0.0

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

利用する必要がなかった 利用した 利用したかったが、利用できなかった 無回答

問25-2 ②父親)短時間勤務制度の利用

ｎ

ｎ=314

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=314）
前回

（ｎ=71）
増減

利用する必要がなかった 236 75.2 53.5 21.7
利用した 21 6.7 5.6 1.1
利用したかったが、利用できなかった 57 18.2 23.9 -5.7
無回答 0 0.0 16.9 -16.9
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Ⅱ-９．お子さんの数について 

問26 今後の予定も含めて、何人のお子さんを持つ予定ですか。（１つに○） 

○ 今後の予定も含めた子どもの数について、「2 人」が54.0％で最も高く、次いで「3人」が

21.4％、「1人」が 16.5％と続いています。 

 

 
 

5 人以上 (人) 

平均 5.39 

最大値 8.00 

最小値 5.00 

 

 

 

問27 理想的なお子さんの人数は何人ですか。（１つに○） 

○ 理想の子どもの数について、「3人」が43.5％で最も高く、次いで「2人」が43.3％、「4

人」が6.0％と続いています。 

 

 
 

 

5 人以上 (人) 

平均 5.64 

最大値 10.00 

最小値 5.00 

 

  

16.5 54.0 21.4 4.4

1.4

2.3

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

1人 2人 3人 4人 5人以上 無回答

問26 子どもを持つ予定人数

ｎ

ｎ=1,597

3.4 43.3 43.5 6.0

2.6

1.1

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

1人 2人 3人 4人 5人以上 無回答

問27 理想的な子どもの人数

ｎ

ｎ=1,597
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【問 26の回答（予定の人数）が 問 27の回答（理想の人数）より少ない方にうかがいま

す。】 

問28 持つ予定の人数が理想の人数より少ないのはどうしてですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

○ 予定の人数が理想の人数より少ない人にその理由をうかがったところ、「子育てや教育にお

金がかかりすぎるから」が 76.6％で最も高く、次いで「自分の仕事に差し支えるから」が

30.6％、「これ以上、育児の心理的、肉体的負担に耐えられないから」が 25.3％と続いて

います。 

 

 
 

 

 

76.6 

30.6 

25.3 

24.9 

24.3 

15.0 

11.6 

10.9 

10.8 

7.7 

6.3 

4.1 

11.5 

3.5 

0% 20% 40% 60% 80%

子育てや教育にお金がかかりすぎるから

自分の仕事(勤めや家業)に差し支えるから

これ以上、育児の心理的、肉体的負担に耐えられないから

家が狭いから

高年齢で生むのはいやだから

ほしいけれども、できないから

夫(妻)の家事・育児への協力が得られないから

子どもがのびのび育つ環境ではないから

健康上の理由から

自分や夫婦の生活を大切にしたいから

夫(妻)が望まないから

末子が自分(配偶者)の定年退職までに成人してほしいから

その他

無回答

ｎ=679

問28 持つ予定の人数が理想の人数より少ない理由
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Ⅱ-１０．新座市の子育て支援について 

問29 新座市ではさまざまな子育て支援の取組みを行っていますが、次にあげる取組みにつ

いて、どのくらい満足していますか。（それぞれ○は１つ） 

○ 新座市の子育て支援の取組みに対する満足度について、「大変満足」の割合が高い取組みは、

「保育園の保育内容の充実」が 13.2％、「保育園の整備」が 9.1％、「児童センターの充

実」が 8.8％などとなっています。また、「大変満足」と「やや満足」を合わせた『満足』

の割合が高い取組みは、「広報紙や情報誌等による子育て情報の発信」が 47.2％、「保育

園の保育内容の充実」が 46.6％、「母と子の健康を育む環境」が46.6％などとなっていま

す。 

○ 一方、「大変不満」の割合が高い取組みは、「公園の整備」が21.0％、「仕事と子育ての両

立環境づくり」が18.3％、「子どもの安全に配慮した住環境」が12.5％などとなっていま

す。また、「大変不満」と「やや不満」を合わせた『不満』の割合が高い取組みは、「公園

の整備」が56.7％、「仕事と子育ての両立環境づくり」が47.6％、「子どもの安全に配慮

した住環境」が41.1％となっています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「保育園の保育内容の充実」、「保育園の整備」で『満足』の

割合が増加し、「広報紙や情報誌等による子育て情報の発信」、「子育て相談窓口」で『満

足』の割合が減少しています。 

○ 新座市の子育て環境に対する評価別（問 33）にみると、子育てしやすい環境だと思わない

人では、特に「仕事と子育ての両立環境づくり」、「お住まいの地域の子育て支援への協力」、

「公園の整備」、「子どもの安全に配慮した住環境」の満足度が低くなっています。また、

子育てしやすい環境だと思う人と思わない人では、「お住まいの地域の子育て支援への協力」、

「母と子の健康を育む環境」、「保育園の整備」、「ホームページ・ＳＮＳなどによる子育

て情報の発信」等で評価に大きな差がみられます。 
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4.4

4.9

3.8

3.1

3.5

5.5

5.9

3.4

9.1

13.2

6.1

8.8

5.6

2.3

1.9

2.8

1.9

3.6

35.8

41.6

20.0

11.4

13.3

23.5

41.3

27.2

31.0

33.4

19.8

31.2

28.4

15.8

13.8

19.5

13.0

23.7

24.7

20.4

3.9

2.9

5.8

7.2

13.3

17.0

20.2

12.3

11.1

18.8

35.7

29.3

17.8

22.0

20.6

28.6

10.2

5.8

2.1

2.7

2.5

2.8

3.7

4.7

9.8

5.1

4.0

7.1

21.0

18.3

10.8

7.8

10.0

12.5

24.5

26.5

68.9

78.5

73.2

59.8

34.1

46.3

28.2

34.6

57.1

32.8

8.0

33.4

54.0

46.4

53.0

29.6

0.3

0.8

1.4

1.4

1.6

1.3

1.8

1.4

1.7

1.4

1.8

1.3

1.3

1.0

1.6

1.4

1.6

2.0

お住まいの地域の子育て支援への協力

母と子の健康を育む環境

児童虐待への対応

ひとり親家庭への支援

障がいのある子どもへの支援

子育て相談窓口(市役所家庭児童相談室)

広報紙や情報誌等による子育て情報の発信

ホームページ・SNSなどによる子育て情報の発信

保育園の整備

保育園の保育内容の充実

放課後児童保育室の充実

児童センターの充実

公園の整備

仕事と子育ての両立環境づくり

男女共同参画による子育ての推進

就学前教育の充実

家庭教育の支援

子どもの安全に配慮した住環境

大変満足 やや満足 やや不満 大変不満 どちらともいえない 無回答

ｎ=1,597
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■前回調査との比較 

 
  

お住まいの地域の子育て支援への協力 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

大変満足 71 4.4 - -
やや満足 571 35.8 - -
やや不満 395 24.7 - -
大変不満 163 10.2 - -
どちらともいえない 392 24.5 - -
無回答 5 0.3 - -

母と子の健康を育む環境 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

大変満足 79 4.9 5.5 -0.6
やや満足 665 41.6 40.0 1.6
やや不満 325 20.4 15.0 5.4
大変不満 92 5.8 4.1 1.7
どちらともいえない 423 26.5 32.2 -5.7
無回答 13 0.8 3.2 -2.4

児童虐待への対応 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

大変満足 60 3.8 1.5 2.3
やや満足 319 20.0 18.6 1.4
やや不満 62 3.9 6.9 -3.0
大変不満 34 2.1 1.6 0.5
どちらともいえない 1,100 68.9 67.4 1.5
無回答 22 1.4 4.1 -2.7

ひとり親家庭への支援 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

大変満足 50 3.1 1.5 1.6
やや満足 182 11.4 13.3 -1.9
やや不満 47 2.9 4.7 -1.8
大変不満 43 2.7 1.8 0.9
どちらともいえない 1,253 78.5 74.7 3.8
無回答 22 1.4 3.9 -2.5

障がいのある子どもへの支援 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

大変満足 56 3.5 1.6 1.9
やや満足 213 13.3 14.1 -0.8
やや不満 93 5.8 6.5 -0.7
大変不満 40 2.5 1.7 0.8
どちらともいえない 1,169 73.2 72.0 1.2
無回答 26 1.6 4.2 -2.6

子育て相談窓口(市役所家庭児童相談室) ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

大変満足 88 5.5 4.7 0.8
やや満足 375 23.5 29.4 -5.9
やや不満 115 7.2 9.5 -2.3
大変不満 44 2.8 2.5 0.3
どちらともいえない 955 59.8 50.2 9.6
無回答 20 1.3 3.7 -2.4
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■前回調査との比較 

 
 

  

広報紙や情報誌等による子育て情報の発信 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

大変満足 94 5.9 9.4 -3.5
やや満足 659 41.3 47.1 -5.8
やや不満 212 13.3 11.9 1.4
大変不満 59 3.7 2.1 1.6
どちらともいえない 545 34.1 26.0 8.1
無回答 28 1.8 3.6 -1.8

ホームページ・SNSなどによる子育て情報の発信 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

大変満足 54 3.4 3.0 0.4
やや満足 435 27.2 25.5 1.7
やや不満 271 17.0 16.2 0.8
大変不満 75 4.7 3.9 0.8
どちらともいえない 740 46.3 47.9 -1.6
無回答 22 1.4 3.6 -2.2

保育園の整備 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

大変満足 145 9.1 5.4 3.7
やや満足 495 31.0 28.4 2.6
やや不満 323 20.2 21.1 -0.9
大変不満 157 9.8 11.5 -1.7
どちらともいえない 450 28.2 30.4 -2.2
無回答 27 1.7 3.2 -1.5

保育園の保育内容の充実 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

大変満足 211 13.2 8.5 4.7
やや満足 534 33.4 29.9 3.5
やや不満 196 12.3 14.6 -2.3
大変不満 81 5.1 5.1 0.0
どちらともいえない 553 34.6 38.3 -3.7
無回答 22 1.4 3.5 -2.1

放課後児童保育室の充実 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

大変満足 98 6.1 3.9 2.2
やや満足 316 19.8 20.1 -0.3
やや不満 178 11.1 14.6 -3.5
大変不満 64 4.0 7.5 -3.5
どちらともいえない 912 57.1 49.8 7.3
無回答 29 1.8 4.1 -2.3

児童センターの充実 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

大変満足 140 8.8 7.4 1.4
やや満足 498 31.2 33.8 -2.6
やや不満 300 18.8 20.8 -2.0
大変不満 114 7.1 11.5 -4.4
どちらともいえない 524 32.8 23.1 9.7
無回答 21 1.3 3.3 -2.0
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■前回調査との比較 

 
 

  

公園の整備 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

大変満足 90 5.6 5.2 0.4
やや満足 454 28.4 27.1 1.3
やや不満 570 35.7 34.2 1.5
大変不満 335 21.0 20.3 0.7
どちらともいえない 128 8.0 10.4 -2.4
無回答 20 1.3 2.7 -1.4

仕事と子育ての両立環境づくり ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

大変満足 36 2.3 1.2 1.1
やや満足 252 15.8 14.7 1.1
やや不満 468 29.3 24.7 4.6
大変不満 292 18.3 15.1 3.2
どちらともいえない 533 33.4 40.9 -7.5
無回答 16 1.0 3.4 -2.4

男女共同参画による子育ての推進 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

大変満足 30 1.9 0.9 1.0
やや満足 221 13.8 12.7 1.1
やや不満 284 17.8 16.8 1.0
大変不満 173 10.8 8.9 1.9
どちらともいえない 863 54.0 57.0 -3.0
無回答 26 1.6 3.7 -2.1

就学前教育の充実 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

大変満足 45 2.8 1.5 1.3
やや満足 312 19.5 18.0 1.5
やや不満 351 22.0 21.5 0.5
大変不満 125 7.8 9.9 -2.1
どちらともいえない 741 46.4 45.5 0.9
無回答 23 1.4 3.6 -2.2

家庭教育の支援 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

大変満足 30 1.9 0.8 1.1
やや満足 207 13.0 14.8 -1.8
やや不満 329 20.6 18.4 2.2
大変不満 160 10.0 7.8 2.2
どちらともいえない 846 53.0 54.0 -1.0
無回答 25 1.6 4.1 -2.5

子どもの安全に配慮した住環境 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

大変満足 58 3.6 2.0 1.6
やや満足 378 23.7 23.1 0.6
やや不満 456 28.6 26.6 2.0
大変不満 200 12.5 14.6 -2.1
どちらともいえない 473 29.6 30.4 -0.8
無回答 32 2.0 3.2 -1.2
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■子育て環境に対する評価別_子育て支援への取組みに対する満足度 
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0.8

1.1

1.2

0.5
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-0.4
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-0.1

-0.1

0.0

0.1

-0.3

-0.4

-0.1

-1.4

-1.1

-0.3

-0.3

-0.2

-0.3

-0.6

-0.8

-0.9

-0.5

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

お住まいの地域の子育て支援への協力

母と子の健康を育む環境

児童虐待への対応

ひとり親家庭への支援

障がいのある子どもへの支援

子育て相談窓口

広報紙や情報誌等による子育て情報の発信

ホームページ・SNSなどによる子育て情報の発信

保育園の整備

保育園の保育内容の充実

とても思う まあまあ思う どちらともいえない

あまり思わない まったく思わない

満足度・・・「大変満足」：2点、「やや満足」：1 点、「やや不満」：-1 点、「大変不満」：-2点、 

「どちらともいえない」：0 点として、回答の合計を回答者数で除した平均点。 
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■子育て環境に対する評価別_子育て支援への取組みに対する満足度 

 

 
 

 

■表のみかた 
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-0.9

-1.0

-1.2

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

放課後児童保育室の充実

児童センターの充実

公園の整備

仕事と子育ての両立環境づくり

男女共同参画による子育ての推進

就学前教育の充実

家庭教育の支援

子どもの安全に配慮した住環境

とても思う まあまあ思う どちらともいえない

あまり思わない まったく思わない
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0.8

1.1

0.5
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-0.1
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0.1

-0.3

-0.4

-1.4

-1.1

-0.3

-0.3

-0.2

-0.3

-0.6

-0.8

-0.9

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

お住まいの地域の子育て支援への協力

母と子の健康を育む環境

児童虐待への対応

ひとり親家庭への支援

障がいのある子どもへの支援

子育て相談窓口

広報紙や情報誌等による子育て情報の発信

ホームページ・SNSなどによる子育て情報の発信

保育園の整備

とても思う まあまあ思う どちらともいえない

あまり思わない まったく思わない

満足度が低い 満足度が高い 
子育て環境への

評価が高い人 

子育て環境への

評価が低い人 
※ここの幅が大きいほど、子育て環境への評価による

満足度の違いが大きい 
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問30 子育て支援事業で知っているもの、これまでに利用したことがあるもの、今後利用し

たいと思うものをお答えください。 

（１～１８それぞれ、Ａ～Ｃの項目ごとに○は１つ） 

【Ａ 知っている】 

○ 子育て支援事業で知っている事業について、「はい」の割合が高い事業は、「パパママ応援

ショップ」が84.8％、「児童センター」が83.7％、「地域子育て支援センター」が78.5％

などとなっています。 

○ 一方、「いいえ」の割合が高い事業は、「にいざ子育て応援メール」が77.9％、「家庭教育

に関する学級・講座」が 73.8％、「お住まいの地域の子ども会」が69.2％などとなってい

ます。 

○ 前回調査の結果と比べると「利用者支援事業」、「にいざ子育て支援メール」で「はい」の

割合が増加し、「赤ちゃんの駅」、「保健センターの情報・相談サービス」、「パパママ学

級、育児学級」、「家庭教育に関する学級・講座」、「保育園や幼稚園の園庭等の開放」、

「パパママ応援ショップ」等の割合が減少しています。 

○ 孤立感別にみると、孤立感を常に感じている人では、そうでない人に比べて「教育相談セン

ター、教育相談室」、「市発行の子育て情報誌」の割合が低くなっています。 

 

 

 

  



Ⅱ 調査結果【就学前児童保護者】 

77 

 

 

 
  

75.6

67.6

22.0

34.1

70.1

32.5

53.9

78.5

83.7

26.2

55.0

84.8

40.3

18.0

32.2

19.8

27.5

73.8

61.7

25.8

63.1

42.1

16.6

11.5

69.2

40.8

10.7

55.2

77.9

63.7

4.6

4.9

4.3

4.2

4.1

4.4

4.1

4.9

4.9

4.6

4.2

4.4

4.5

4.1

4.1

パパママ学級、育児学級

保健センターの情報・相談サービス

家庭教育に関する学級・講座

教育相談センター、教育相談室

保育園や幼稚園の園庭等の開放

利用者支援事業

(子育て支援コーディネーター)

市発行の子育て情報誌

地域子育て支援センター

児童センター

お住まいの地域の子ども会

赤ちゃんの駅

パパママ応援ショップ(優待カード)

家庭児童相談室

にいざ子育て応援メール

(メールマガジン)

障がい児相談支援事業、児童発達支援事業、

放課後等デイサービス事業

はい いいえ 無回答

ｎ=1,597
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■前回調査との比較 

 
  

パパママ学級、育児学級 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 1,208 75.6 88.6 -13.0
いいえ 316 19.8 9.6 10.2
無回答 73 4.6 1.8 2.8

保健センターの情報・相談サービス ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 1,080 67.6 81.7 -14.1
いいえ 439 27.5 17.1 10.4
無回答 78 4.9 1.2 3.7

家庭教育に関する学級・講座 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 351 22.0 33.5 -11.5
いいえ 1,178 73.8 63.9 9.9
無回答 68 4.3 2.6 1.7

教育相談センター、教育相談室 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 545 34.1 39.7 -5.6
いいえ 985 61.7 57.8 3.9
無回答 67 4.2 2.5 1.7

保育園や幼稚園の園庭等の開放 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 1,120 70.1 80.5 -10.4
いいえ 412 25.8 18.0 7.8
無回答 65 4.1 1.5 2.6

利用者支援事業 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 519 32.5 13.3 19.2
いいえ 1,008 63.1 83.7 -20.6
無回答 70 4.4 3.1 1.3

市発行の子育て情報誌 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 860 53.9 57.3 -3.4
いいえ 672 42.1 40.5 1.6
無回答 65 4.1 2.2 1.9

地域子育て支援センター ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 1,253 78.5 78.9 -0.4
いいえ 265 16.6 19.5 -2.9
無回答 79 4.9 1.6 3.3

児童センター ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 1,336 83.7 92.5 -8.8
いいえ 183 11.5 6.6 4.9
無回答 78 4.9 0.9 4.0

お住まいの地域の子ども会 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 419 26.2 35.2 -9.0
いいえ 1,105 69.2 62.0 7.2
無回答 73 4.6 2.8 1.8

赤ちゃんの駅 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 879 55.0 71.8 -16.8
いいえ 651 40.8 26.0 14.8
無回答 67 4.2 2.2 2.0
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■前回調査との比較 

 
 

  

パパママ応援ショップ(優待カード) ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 1,355 84.8 94.8 -10.0
いいえ 171 10.7 4.1 6.6
無回答 71 4.4 1.2 3.2

家庭児童相談室 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 644 40.3 47.4 -7.1
いいえ 881 55.2 50.3 4.9
無回答 72 4.5 2.2 2.3

にいざ子育て応援メール(メールマガジン) ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 287 18.0 8.0 10.0
いいえ 1,244 77.9 89.5 -11.6
無回答 66 4.1 2.4 1.7
障がい児相談支援事業、児童発達支援事業、
放課後等デイサービス事業

ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 515 32.2 35.6 -3.4
いいえ 1,017 63.7 62.3 1.4
無回答 65 4.1 2.1 2.0
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■クロス集計による傾向分析 

 

 

 
  

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 75.6 19.8 4.6 67.6 27.5 4.9

0歳 270 80.7 14.8 4.4 68.1 26.3 5.6

1歳 218 78.4 14.7 6.9 68.3 24.8 6.9

2歳 223 75.3 22.4 2.2 67.7 29.1 3.1

3歳 205 73.7 20.0 6.3 68.8 25.4 5.9

4歳 262 74.8 21.8 3.4 67.6 28.2 4.2

5歳 404 72.8 22.8 4.5 66.3 29.5 4.2

とても感じている 258 69.8 24.0 6.2 67.4 26.4 6.2

感じることが多い 1,055 78.0 17.7 4.3 67.8 27.6 4.6

同じくらい 193 71.0 23.8 5.2 64.8 30.1 5.2

負担やつらさが多い 81 77.8 21.0 1.2 75.3 23.5 1.2

とても負担・つらい 6 66.7 33.3 0.0 50.0 50.0 0.0

常に感じる 45 71.1 24.4 4.4 64.4 28.9 6.7

たまに感じる 497 76.1 20.3 3.6 68.2 27.8 4.0

あまり感じない 675 75.7 20.0 4.3 67.0 28.7 4.3

全く感じない 348 76.1 18.7 5.2 69.0 25.3 5.7

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

保健センターの情報・相談サービ
ス

パパママ学級、育児学級

子
ど
も
の
年
齢

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 22.0 73.8 4.3 34.1 61.7 4.2

0歳 270 16.7 79.6 3.7 22.6 73.7 3.7

1歳 218 18.8 75.7 5.5 33.5 61.0 5.5

2歳 223 20.6 76.7 2.7 30.0 67.3 2.7

3歳 205 23.4 70.7 5.9 37.1 57.1 5.9

4歳 262 25.6 70.6 3.8 36.3 60.7 3.1

5歳 404 25.2 70.5 4.2 41.1 54.5 4.5

とても感じている 258 23.3 70.5 6.2 37.6 56.6 5.8

感じることが多い 1,055 22.8 73.2 4.0 35.5 60.5 4.0

同じくらい 193 15.0 80.8 4.1 23.8 72.5 3.6

負担やつらさが多い 81 24.7 74.1 1.2 32.1 65.4 2.5

とても負担・つらい 6 16.7 83.3 0.0 16.7 83.3 0.0

常に感じる 45 17.8 77.8 4.4 17.8 75.6 6.7

たまに感じる 497 20.5 75.9 3.6 30.0 67.2 2.8

あまり感じない 675 22.8 73.6 3.6 35.3 60.9 3.9

全く感じない 348 23.9 71.0 5.2 40.5 54.0 5.5

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

家庭教育に関する学級・講座

子
ど
も
の
年
齢

教育相談センター、教育相談室

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 70.1 25.8 4.1 32.5 63.1 4.4

0歳 270 63.3 33.7 3.0 37.0 58.9 4.1

1歳 218 69.7 24.3 6.0 40.8 52.8 6.4

2歳 223 71.3 25.6 3.1 31.4 65.5 3.1

3歳 205 73.7 21.5 4.9 28.3 66.8 4.9

4歳 262 73.3 23.7 3.1 30.2 66.0 3.8

5歳 404 70.8 24.8 4.5 29.5 66.3 4.2

とても感じている 258 68.6 24.8 6.6 32.2 62.0 5.8

感じることが多い 1,055 70.7 25.5 3.8 33.6 62.2 4.3

同じくらい 193 65.8 31.1 3.1 26.4 69.4 4.1

負担やつらさが多い 81 80.2 18.5 1.2 33.3 65.4 1.2

とても負担・つらい 6 50.0 50.0 0.0 33.3 66.7 0.0

常に感じる 45 64.4 28.9 6.7 26.7 68.9 4.4

たまに感じる 497 70.6 26.6 2.8 34.8 62.2 3.0

あまり感じない 675 71.6 24.7 3.7 32.4 63.3 4.3

全く感じない 348 69.3 25.9 4.9 30.5 64.4 5.2

利用者支援事業

孤
立
感

保育園や幼稚園の園庭等の開放

子
ど
も
の
年
齢

子
育
て
の
喜
び
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■クロス集計による傾向分析 

 

 

 
  

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 53.9 42.1 4.1 78.5 16.6 4.9

0歳 270 51.1 44.8 4.1 77.0 18.5 4.4

1歳 218 56.4 37.6 6.0 77.5 16.1 6.4

2歳 223 58.7 38.6 2.7 83.0 13.9 3.1

3歳 205 54.6 41.0 4.4 74.1 18.0 7.8

4歳 262 54.2 42.4 3.4 81.3 14.5 4.2

5歳 404 50.7 45.3 4.0 78.2 17.3 4.5

とても感じている 258 51.6 42.2 6.2 74.4 18.6 7.0

感じることが多い 1,055 54.6 41.7 3.7 79.8 15.6 4.5

同じくらい 193 54.4 41.5 4.1 75.6 19.2 5.2

負担やつらさが多い 81 51.9 46.9 1.2 85.2 12.3 2.5

とても負担・つらい 6 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0

常に感じる 45 35.6 57.8 6.7 73.3 20.0 6.7

たまに感じる 497 57.5 39.4 3.0 81.3 15.3 3.4

あまり感じない 675 53.8 42.4 3.9 78.1 17.3 4.6

全く感じない 348 52.9 42.8 4.3 78.2 15.5 6.3

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

市発行の子育て情報誌

子
ど
も
の
年
齢

地域子育て支援センター

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 83.7 11.5 4.9 26.2 69.2 4.6

0歳 270 75.9 18.9 5.2 16.3 80.0 3.7

1歳 218 82.6 11.5 6.0 22.5 71.1 6.4

2歳 223 86.5 9.9 3.6 24.2 73.5 2.2

3歳 205 84.9 8.3 6.8 27.8 66.3 5.9

4歳 262 86.3 9.2 4.6 33.2 63.0 3.8

5歳 404 85.4 10.6 4.0 30.7 64.4 5.0

とても感じている 258 81.4 11.2 7.4 30.6 62.8 6.6

感じることが多い 1,055 84.1 11.3 4.6 25.5 70.2 4.3

同じくらい 193 82.4 13.5 4.1 23.8 71.5 4.7

負担やつらさが多い 81 90.1 8.6 1.2 29.6 69.1 1.2

とても負担・つらい 6 83.3 16.7 0.0 0.0 100.0 0.0

常に感じる 45 80.0 15.6 4.4 20.0 75.6 4.4

たまに感じる 497 84.3 11.5 4.2 24.7 72.2 3.0

あまり感じない 675 85.3 10.5 4.1 27.4 68.1 4.4

全く感じない 348 82.5 11.5 6.0 28.2 66.1 5.7

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

児童センター

子
ど
も
の
年
齢

お住まいの地域の子ども会

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 55.0 40.8 4.2 84.8 10.7 4.4

0歳 270 47.4 49.3 3.3 78.5 17.4 4.1

1歳 218 56.4 37.2 6.4 80.3 14.2 5.5

2歳 223 55.6 42.2 2.2 83.4 13.0 3.6

3歳 205 51.2 42.9 5.9 85.4 8.3 6.3

4歳 262 61.1 35.5 3.4 90.5 5.3 4.2

5歳 404 57.4 38.4 4.2 88.4 7.9 3.7

とても感じている 258 53.1 40.7 6.2 83.3 11.2 5.4

感じることが多い 1,055 55.8 40.4 3.8 84.5 11.1 4.4

同じくらい 193 53.4 42.5 4.1 86.0 9.3 4.7

負担やつらさが多い 81 58.0 39.5 2.5 92.6 6.2 1.2

とても負担・つらい 6 33.3 66.7 0.0 83.3 16.7 0.0

常に感じる 45 51.1 42.2 6.7 77.8 15.6 6.7

たまに感じる 497 56.9 40.0 3.0 85.3 11.3 3.4

あまり感じない 675 56.1 40.0 3.9 85.5 10.5 4.0

全く感じない 348 52.0 43.1 4.9 85.6 9.2 5.2

子
育
て
の
喜
び

赤ちゃんの駅

子
ど
も
の
年
齢

パパママ応援ショップ

孤
立
感
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■クロス集計による傾向分析 

 

 
 

 

  

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 40.3 55.2 4.5 18.0 77.9 4.1

0歳 270 29.3 66.7 4.1 14.1 82.6 3.3

1歳 218 40.8 54.1 5.0 12.8 81.7 5.5

2歳 223 40.4 56.1 3.6 17.9 79.4 2.7

3歳 205 41.5 53.2 5.4 23.4 70.7 5.9

4歳 262 42.0 54.2 3.8 19.8 76.7 3.4

5歳 404 45.5 49.5 5.0 19.8 76.0 4.2

とても感じている 258 39.9 54.3 5.8 16.3 77.5 6.2

感じることが多い 1,055 40.6 55.1 4.4 18.8 77.5 3.7

同じくらい 193 38.3 57.5 4.1 14.5 81.3 4.1

負担やつらさが多い 81 44.4 53.1 2.5 23.5 74.1 2.5

とても負担・つらい 6 33.3 66.7 0.0 0.0 100.0 0.0

常に感じる 45 28.9 66.7 4.4 13.3 80.0 6.7

たまに感じる 497 39.0 57.1 3.8 18.5 78.3 3.2

あまり感じない 675 41.6 54.4 4.0 17.0 79.1 3.9

全く感じない 348 43.1 51.7 5.2 19.3 76.4 4.3

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

家庭児童相談室

子
ど
も
の
年
齢

にいざ子育て応援メール

ｎ
はい いいえ 無回答

全体 1,597 32.2 63.7 4.1

0歳 270 19.3 77.0 3.7

1歳 218 29.4 64.7 6.0

2歳 223 29.1 68.2 2.7

3歳 205 39.5 56.1 4.4

4歳 262 34.7 61.5 3.8

5歳 404 39.4 56.7 4.0

とても感じている 258 26.4 66.7 7.0

感じることが多い 1,055 32.4 64.2 3.4

同じくらい 193 35.8 60.1 4.1

負担やつらさが多い 81 39.5 58.0 2.5

とても負担・つらい 6 50.0 50.0 0.0

常に感じる 45 26.7 68.9 4.4

たまに感じる 497 32.6 64.2 3.2

あまり感じない 675 32.1 64.0 3.9

全く感じない 348 34.2 61.5 4.3

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

障がい児相談支援事業、児童発達
支援事業、放課後等デイサービス
事業

子
ど
も
の
年
齢
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【Ｂ.これまでに利用したことがある】 

○ 子育て支援事業でこれまで利用したことがある事業について、「はい」の割合が高い事業は、

「パパママ応援ショップ」が66.8％、「児童センター」が56.8％、「地域子育て支援セン

ター」が50.0％などとなっています。 

○ 一方、「いいえ」の割合が高い事業は、「家庭教育に関する学級・講座」が84.4％、、「教

育相談センター、教育相談室」が82.3％、「にいざ子育て応援メール」が 81.1％などとな

っています。 

○ 前回調査の結果と比べると「パパママ応援ショップ」、「パパママ学級、育児学級」、「赤

ちゃんの駅」、「児童センター」、「保育園や幼稚園の園庭等の開放」、「保健センターの

情報・相談サービス」等で「はい」の割合が減少しています。 

○ 子どもの年齢別にみると、0歳では、1歳以上に比べて「保育園や幼稚園の園庭等の開放」、

「児童センター」の割合が低くなっています。 

 

 
  

36.1

26.4

3.3

5.4

31.6

7.5

32.0

50.0

56.8

9.5

29.4

66.8

7.0

7.3

8.8

54.5

63.1

84.4

82.3

58.0

80.0

56.2

40.4

34.1

78.7

59.6

24.8

80.8

81.1

79.3

9.4

10.5

12.3

12.3

10.3

12.6

11.8

9.6

9.1

11.8

11.0

8.4

12.1

11.6

12.0

パパママ学級、育児学級

保健センターの情報・相談サービス

家庭教育に関する学級・講座

教育相談センター、教育相談室

保育園や幼稚園の園庭等の開放

利用者支援事業

(子育て支援コーディネーター)

市発行の子育て情報誌

地域子育て支援センター

児童センター

お住まいの地域の子ども会

赤ちゃんの駅

パパママ応援ショップ(優待カード)

家庭児童相談室

にいざ子育て応援メール

(メールマガジン)

障がい児相談支援事業、児童発達支援事業、

放課後等デイサービス事業

はい いいえ 無回答

ｎ=1,597
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■前回調査との比較 

 
  

パパママ学級、育児学級 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 576 36.1 50.7 -14.6
いいえ 871 54.5 43.7 10.8
無回答 150 9.4 5.6 3.8

保健センターの情報・相談サービス ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 422 26.4 36.6 -10.2
いいえ 1,008 63.1 57.0 6.1
無回答 167 10.5 6.4 4.1

家庭教育に関する学級・講座 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 53 3.3 10.4 -7.1
いいえ 1,348 84.4 81.5 2.9
無回答 196 12.3 8.1 4.2

教育相談センター、教育相談室 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 86 5.4 4.6 0.8
いいえ 1,315 82.3 86.3 -4.0
無回答 196 12.3 9.0 3.3

保育園や幼稚園の園庭等の開放 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 505 31.6 42.2 -10.6
いいえ 927 58.0 52.5 5.5
無回答 165 10.3 5.4 4.9

利用者支援事業 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 119 7.5 2.4 5.1
いいえ 1,277 80.0 88.5 -8.5
無回答 201 12.6 9.1 3.5

市発行の子育て情報誌 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 511 32.0 37.9 -5.9
いいえ 898 56.2 54.6 1.6
無回答 188 11.8 7.4 4.4

地域子育て支援センター ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 799 50.0 55.3 -5.3
いいえ 645 40.4 40.1 0.3
無回答 153 9.6 4.6 5.0

児童センター ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 907 56.8 68.4 -11.6
いいえ 544 34.1 28.1 6.0
無回答 146 9.1 3.4 5.7

お住まいの地域の子ども会 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 152 9.5 11.0 -1.5
いいえ 1,257 78.7 81.4 -2.7
無回答 188 11.8 7.5 4.3

赤ちゃんの駅 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 470 29.4 41.2 -11.8
いいえ 952 59.6 52.7 6.9
無回答 175 11.0 6.1 4.9
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■前回調査との比較 

 
  

パパママ応援ショップ(優待カード) ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 1,067 66.8 81.8 -15.0
いいえ 396 24.8 14.7 10.1
無回答 134 8.4 3.4 5.0

家庭児童相談室 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 112 7.0 8.5 -1.5
いいえ 1,291 80.8 83.5 -2.7
無回答 194 12.1 7.9 4.2

にいざ子育て応援メール(メールマガジン) ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 116 7.3 2.8 4.5
いいえ 1,295 81.1 89.3 -8.2
無回答 186 11.6 7.9 3.7
障がい児相談支援事業、児童発達支援事業、
放課後等デイサービス事業

ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 140 8.8 2.7 6.1
いいえ 1,266 79.3 89.3 -10.0
無回答 191 12.0 8.0 4.0
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■クロス集計による傾向分析 

 

 

 
  

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 36.1 54.5 9.4 26.4 63.1 10.5

0歳 270 36.7 55.9 7.4 28.9 63.3 7.8

1歳 218 31.7 58.3 10.1 22.9 67.9 9.2

2歳 223 30.0 61.4 8.5 23.3 67.3 9.4

3歳 205 36.1 53.2 10.7 27.3 59.5 13.2

4歳 262 38.9 53.4 7.6 26.7 64.1 9.2

5歳 404 39.4 49.5 11.1 27.7 59.4 12.9

とても感じている 258 29.8 59.7 10.5 24.8 63.6 11.6

感じることが多い 1,055 36.8 53.6 9.6 24.9 64.7 10.3

同じくらい 193 39.4 52.3 8.3 29.0 60.6 10.4

負担やつらさが多い 81 42.0 54.3 3.7 43.2 50.6 6.2

とても負担・つらい 6 16.7 66.7 16.7 33.3 50.0 16.7

常に感じる 45 35.6 55.6 8.9 33.3 57.8 8.9

たまに感じる 497 36.0 56.7 7.2 29.2 62.4 8.5

あまり感じない 675 36.3 55.3 8.4 26.2 63.7 10.1

全く感じない 348 36.5 50.6 12.9 21.8 64.9 13.2

子
育
て
の
喜
び

パパママ学級、育児学級

子
ど
も
の
年
齢

保健センターの情報・相談サービ
ス

孤
立
感

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 3.3 84.4 12.3 5.4 82.3 12.3

0歳 270 1.5 87.4 11.1 2.2 86.7 11.1

1歳 218 2.8 85.8 11.5 2.3 85.3 12.4

2歳 223 2.2 87.9 9.9 2.7 86.1 11.2

3歳 205 2.4 83.4 14.1 6.3 80.0 13.7

4歳 262 4.6 84.7 10.7 6.5 83.2 10.3

5歳 404 5.0 80.2 14.9 9.4 76.2 14.4

とても感じている 258 4.3 81.4 14.3 4.3 81.4 14.3

感じることが多い 1,055 3.5 84.5 11.9 5.5 82.5 12.0

同じくらい 193 1.0 86.0 13.0 5.2 83.4 11.4

負担やつらさが多い 81 3.7 90.1 6.2 8.6 82.7 8.6

とても負担・つらい 6 0.0 83.3 16.7 0.0 83.3 16.7

常に感じる 45 4.4 84.4 11.1 2.2 88.9 8.9

たまに感じる 497 3.0 87.3 9.7 5.4 85.3 9.3

あまり感じない 675 3.4 85.3 11.3 5.2 82.8 12.0

全く感じない 348 3.4 79.9 16.7 5.7 77.9 16.4

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

家庭教育に関する学級・講座

子
ど
も
の
年
齢

教育相談センター、教育相談室

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 31.6 58.0 10.3 7.5 80.0 12.6

0歳 270 16.3 73.0 10.7 9.6 78.1 12.2

1歳 218 29.4 61.0 9.6 10.6 78.0 11.5

2歳 223 35.4 55.2 9.4 9.0 80.7 10.3

3歳 205 33.7 55.1 11.2 5.4 80.5 14.1

4歳 262 39.3 52.7 8.0 5.3 84.0 10.7

5歳 404 34.9 53.2 11.9 5.9 79.0 15.1

とても感じている 258 32.2 53.9 14.0 10.1 75.6 14.3

感じることが多い 1,055 31.5 58.8 9.8 6.4 81.3 12.3

同じくらい 193 31.6 59.1 9.3 9.3 77.7 13.0

負担やつらさが多い 81 33.3 60.5 6.2 8.6 84.0 7.4

とても負担・つらい 6 33.3 50.0 16.7 0.0 83.3 16.7

常に感じる 45 37.8 53.3 8.9 8.9 80.0 11.1

たまに感じる 497 30.6 61.2 8.2 8.9 81.9 9.3

あまり感じない 675 32.4 58.2 9.3 7.6 80.0 12.4

全く感じない 348 32.2 54.0 13.8 4.9 78.7 16.4

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

保育園や幼稚園の園庭等の開放

子
ど
も
の
年
齢

利用者支援事業
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■クロス集計による傾向分析 

 

 

 
  

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 32.0 56.2 11.8 50.0 40.4 9.6

0歳 270 37.0 52.2 10.7 49.6 42.2 8.1

1歳 218 33.5 54.1 12.4 53.2 37.6 9.2

2歳 223 37.7 52.5 9.9 49.3 42.2 8.5

3歳 205 28.3 59.0 12.7 45.9 45.9 8.3

4歳 262 27.1 63.4 9.5 52.3 39.3 8.4

5歳 404 30.0 55.9 14.1 50.0 37.4 12.6

とても感じている 258 27.5 57.8 14.7 45.0 42.6 12.4

感じることが多い 1,055 33.4 55.4 11.3 51.0 39.9 9.1

同じくらい 193 32.6 55.4 11.9 50.3 39.9 9.8

負担やつらさが多い 81 29.6 64.2 6.2 55.6 40.7 3.7

とても負担・つらい 6 16.7 66.7 16.7 33.3 50.0 16.7

常に感じる 45 20.0 71.1 8.9 48.9 42.2 8.9

たまに感じる 497 36.2 54.1 9.7 54.1 38.4 7.4

あまり感じない 675 33.3 55.9 10.8 50.7 40.6 8.7

全く感じない 348 25.9 58.6 15.5 44.8 42.2 12.9

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

市発行の子育て情報誌

子
ど
も
の
年
齢

地域子育て支援センター

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 56.8 34.1 9.1 9.5 78.7 11.8

0歳 270 41.9 49.6 8.5 3.0 85.2 11.9

1歳 218 54.6 35.3 10.1 6.0 81.7 12.4

2歳 223 56.5 34.5 9.0 10.3 78.9 10.8

3歳 205 54.6 37.6 7.8 10.7 78.0 11.2

4歳 262 63.4 28.6 8.0 11.8 78.2 9.9

5歳 404 64.9 24.8 10.4 12.6 74.0 13.4

とても感じている 258 47.3 39.5 13.2 9.3 76.0 14.7

感じることが多い 1,055 58.9 32.5 8.6 9.6 79.1 11.4

同じくらい 193 54.9 37.3 7.8 9.8 78.8 11.4

負担やつらさが多い 81 64.2 32.1 3.7 8.6 85.2 6.2

とても負担・つらい 6 66.7 16.7 16.7 0.0 83.3 16.7

常に感じる 45 51.1 37.8 11.1 6.7 82.2 11.1

たまに感じる 497 60.2 33.4 6.4 7.6 83.1 9.3

あまり感じない 675 55.7 35.6 8.7 10.8 78.4 10.8

全く感じない 348 56.0 31.9 12.1 10.3 73.9 15.8

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

児童センター

子
ど
も
の
年
齢

お住まいの地域の子ども会

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 29.4 59.6 11.0 66.8 24.8 8.4

0歳 270 27.8 61.9 10.4 51.9 39.3 8.9

1歳 218 32.6 57.3 10.1 64.2 28.0 7.8

2歳 223 33.6 57.0 9.4 65.9 25.6 8.5

3歳 205 28.3 60.5 11.2 67.3 24.4 8.3

4歳 262 29.8 60.3 9.9 78.2 15.3 6.5

5歳 404 27.2 59.7 13.1 71.5 19.1 9.4

とても感じている 258 27.1 58.1 14.7 58.5 29.5 12.0

感じることが多い 1,055 29.7 60.2 10.1 68.4 23.7 7.9

同じくらい 193 31.6 57.0 11.4 65.3 27.5 7.3

負担やつらさが多い 81 29.6 64.2 6.2 77.8 18.5 3.7

とても負担・つらい 6 16.7 66.7 16.7 50.0 33.3 16.7

常に感じる 45 22.2 68.9 8.9 60.0 31.1 8.9

たまに感じる 497 33.0 58.8 8.2 67.6 26.2 6.2

あまり感じない 675 28.4 61.5 10.1 67.9 24.9 7.3

全く感じない 348 27.9 56.6 15.5 66.7 21.6 11.8

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

赤ちゃんの駅

子
ど
も
の
年
齢

パパママ応援ショップ
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■クロス集計による傾向分析 

 

 
 

 

  

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 7.0 80.8 12.1 7.3 81.1 11.6

0歳 270 3.3 84.8 11.9 4.1 84.4 11.5

1歳 218 5.0 82.6 12.4 5.0 83.9 11.0

2歳 223 7.2 83.4 9.4 8.5 82.5 9.0

3歳 205 9.3 77.6 13.2 14.1 73.2 12.7

4歳 262 8.8 81.3 9.9 5.3 84.4 10.3

5歳 404 8.2 77.2 14.6 7.7 78.5 13.9

とても感じている 258 1.9 82.9 15.1 4.3 82.2 13.6

感じることが多い 1,055 7.5 80.7 11.8 7.3 81.4 11.3

同じくらい 193 9.3 79.8 10.9 8.3 80.3 11.4

負担やつらさが多い 81 12.3 80.2 7.4 14.8 76.5 8.6

とても負担・つらい 6 0.0 83.3 16.7 0.0 83.3 16.7

常に感じる 45 13.3 75.6 11.1 13.3 77.8 8.9

たまに感じる 497 9.1 81.5 9.5 7.8 82.5 9.7

あまり感じない 675 7.1 81.9 11.0 6.7 82.7 10.7

全く感じない 348 3.4 79.6 17.0 6.0 78.7 15.2

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

家庭児童相談室

子
ど
も
の
年
齢

にいざ子育て応援メール

ｎ
はい いいえ 無回答

全体 1,597 8.8 79.3 12.0

0歳 270 2.2 85.6 12.2

1歳 218 3.2 83.9 12.8

2歳 223 7.2 83.4 9.4

3歳 205 13.7 73.7 12.7

4歳 262 10.7 79.4 9.9

5歳 404 13.4 73.0 13.6

とても感じている 258 3.9 81.0 15.1

感じることが多い 1,055 8.4 80.0 11.6

同じくらい 193 13.0 76.2 10.9

負担やつらさが多い 81 17.3 75.3 7.4

とても負担・つらい 6 33.3 50.0 16.7

常に感じる 45 15.6 71.1 13.3

たまに感じる 497 9.7 80.3 10.1

あまり感じない 675 8.7 80.4 10.8

全く感じない 348 7.2 77.6 15.2

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

障がい児相談支援事業、児童発達
支援事業、放課後等デイサービス
事業

子
ど
も
の
年
齢
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【Ｃ 今後利用したい】 

○ 子育て支援事業で今後利用したい事業について、「はい」の割合が高い事業は、「パパママ

応援ショップ」が 75.5％、「児童センター」が 65.9％、「地域子育て支援センター」が

53.5％などとなっています。 

○ 一方、「いいえ」の割合が高い事業は、「障がい児相談支援事業、児童発達支援事業、放課

後等デイサービス」が68.3％、「パパママ学級、育児学級」が63.7％、「利用者支援事業」

が58.2％などとなっています。 

○ 前回調査の結果と比べると「市発行の子育て情報誌」、「保健センターの情報・相談サービ

ス」、「赤ちゃんの駅」、「家庭児童相談室」、「児童センター」、「家庭教育に関する学

級・講座」、「お住まいの地域の子ども会」等で「はい」の割合が減少しています。 

○ 子どもの年齢別にみると、多くの事業で年齢が上がるにつれて「はい」の割合が低くなる傾

向がみられます。 

 

 
  

23.9

36.8

28.8

32.0

52.0

28.2

47.2

53.5

65.9

35.2

39.4

75.5

28.4

30.2

18.0

63.7

50.0

57.9

54.3

35.5

58.2

39.4

33.5

21.4

51.7

47.7

12.2

57.7

56.8

68.3

12.4

13.3

13.3

13.7

12.5

13.6

13.5

13.0

12.7

13.1

13.0

12.3

13.8

13.0

13.8

パパママ学級、育児学級

保健センターの情報・相談サービス

家庭教育に関する学級・講座

教育相談センター、教育相談室

保育園や幼稚園の園庭等の開放

利用者支援事業

(子育て支援コーディネーター)

市発行の子育て情報誌

地域子育て支援センター

児童センター

お住まいの地域の子ども会

赤ちゃんの駅

パパママ応援ショップ(優待カード)

家庭児童相談室

にいざ子育て応援メール

(メールマガジン)

障がい児相談支援事業、児童発達支援事業、

放課後等デイサービス事業

はい いいえ 無回答

ｎ=1,597
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■前回調査との比較 

 
  

パパママ学級、育児学級 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 382 23.9 36.8 -12.9
いいえ 1,017 63.7 52.9 10.8
無回答 198 12.4 10.3 2.1

保健センターの情報・相談サービス ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 587 36.8 52.5 -15.7
いいえ 798 50.0 37.3 12.7
無回答 212 13.3 10.2 3.1

家庭教育に関する学級・講座 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 460 28.8 42.2 -13.4
いいえ 925 57.9 48.1 9.8
無回答 212 13.3 9.7 3.6

教育相談センター、教育相談室 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 511 32.0 43.9 -11.9
いいえ 867 54.3 45.4 8.9
無回答 219 13.7 10.7 3.0

保育園や幼稚園の園庭等の開放 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 831 52.0 62.6 -10.6
いいえ 567 35.5 28.4 7.1
無回答 199 12.5 9.0 3.5

利用者支援事業 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 450 28.2 37.2 -9.0
いいえ 930 58.2 51.7 6.5
無回答 217 13.6 11.2 2.4

市発行の子育て情報誌 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 753 47.2 63.5 -16.3
いいえ 629 39.4 26.5 12.9
無回答 215 13.5 10.0 3.5

地域子育て支援センター ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 855 53.5 57.8 -4.3
いいえ 535 33.5 33.2 0.3
無回答 207 13.0 9.0 4.0

児童センター ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 1,053 65.9 79.5 -13.6
いいえ 341 21.4 12.2 9.2
無回答 203 12.7 8.4 4.3

お住まいの地域の子ども会 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 562 35.2 48.3 -13.1
いいえ 825 51.7 42.0 9.7
無回答 210 13.1 9.7 3.4

赤ちゃんの駅 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 629 39.4 54.5 -15.1
いいえ 761 47.7 35.6 12.1
無回答 207 13.0 9.9 3.1
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■前回調査との比較 

 
 

  

パパママ応援ショップ(優待カード) ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 1,205 75.5 85.8 -10.3
いいえ 195 12.2 6.0 6.2
無回答 197 12.3 8.2 4.1

家庭児童相談室 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 454 28.4 42.2 -13.8
いいえ 922 57.7 47.0 10.7
無回答 221 13.8 10.8 3.0

にいざ子育て応援メール(メールマガジン) ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 482 30.2 37.9 -7.7
いいえ 907 56.8 52.7 4.1
無回答 208 13.0 9.4 3.6
障がい児相談支援事業、児童発達支援事業、
放課後等デイサービス事業

ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

はい 287 18.0 20.6 -2.6
いいえ 1,090 68.3 68.7 -0.4
無回答 220 13.8 10.7 3.1
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■クロス集計による傾向分析 

 

 

 
  

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 23.9 63.7 12.4 36.8 50.0 13.3

0歳 270 41.9 47.0 11.1 53.3 35.2 11.5

1歳 218 30.3 58.3 11.5 40.8 45.9 13.3

2歳 223 25.1 66.4 8.5 37.2 52.5 10.3

3歳 205 20.5 63.4 16.1 37.1 45.4 17.6

4歳 262 19.1 70.2 10.7 32.8 55.7 11.5

5歳 404 13.1 72.0 14.9 26.0 59.2 14.9

とても感じている 258 26.0 58.9 15.1 35.3 49.2 15.5

感じることが多い 1,055 25.0 62.8 12.1 37.3 49.5 13.3

同じくらい 193 16.6 72.5 10.9 33.2 55.4 11.4

負担やつらさが多い 81 22.2 69.1 8.6 43.2 48.1 8.6

とても負担・つらい 6 16.7 66.7 16.7 16.7 50.0 33.3

常に感じる 45 28.9 62.2 8.9 42.2 44.4 13.3

たまに感じる 497 27.8 62.6 9.7 41.9 46.7 11.5

あまり感じない 675 22.1 66.1 11.9 35.1 52.3 12.6

全く感じない 348 20.7 62.9 16.4 30.7 52.9 16.4

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

パパママ学級、育児学級

子
ど
も
の
年
齢

保健センターの情報・相談サービ
ス

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 28.8 57.9 13.3 32.0 54.3 13.7

0歳 270 35.9 53.7 10.4 38.1 50.7 11.1

1歳 218 29.4 57.8 12.8 31.2 56.0 12.8

2歳 223 29.6 60.5 9.9 30.9 57.0 12.1

3歳 205 29.8 52.7 17.6 34.1 48.3 17.6

4歳 262 28.6 59.9 11.5 31.3 58.0 10.7

5歳 404 23.5 60.4 16.1 28.5 55.0 16.6

とても感じている 258 23.3 61.2 15.5 26.7 55.8 17.4

感じることが多い 1,055 29.6 57.3 13.2 32.6 54.0 13.4

同じくらい 193 33.2 55.4 11.4 36.3 52.3 11.4

負担やつらさが多い 81 27.2 63.0 9.9 33.3 56.8 9.9

とても負担・つらい 6 16.7 66.7 16.7 0.0 83.3 16.7

常に感じる 45 28.9 57.8 13.3 28.9 57.8 13.3

たまに感じる 497 33.2 55.9 10.9 35.0 53.5 11.5

あまり感じない 675 27.9 59.6 12.6 32.4 54.2 13.3

全く感じない 348 24.4 58.9 16.7 26.4 57.2 16.4

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

家庭教育に関する学級・講座

子
ど
も
の
年
齢

教育相談センター、教育相談室

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 52.0 35.5 12.5 28.2 58.2 13.6

0歳 270 66.3 23.3 10.4 43.0 44.8 12.2

1歳 218 61.9 26.6 11.5 33.5 53.7 12.8

2歳 223 58.7 32.3 9.0 30.5 60.1 9.4

3歳 205 47.3 36.1 16.6 24.4 57.6 18.0

4歳 262 49.6 40.1 10.3 22.9 65.6 11.5

5歳 404 38.1 46.5 15.3 19.8 64.1 16.1

とても感じている 258 53.1 32.9 14.0 26.7 57.4 15.9

感じることが多い 1,055 53.6 33.9 12.5 28.5 58.0 13.5

同じくらい 193 47.7 41.5 10.9 26.9 60.6 12.4

負担やつらさが多い 81 42.0 49.4 8.6 30.9 60.5 8.6

とても負担・つらい 6 50.0 33.3 16.7 33.3 50.0 16.7

常に感じる 45 53.3 33.3 13.3 26.7 57.8 15.6

たまに感じる 497 55.5 34.4 10.1 33.8 55.9 10.3

あまり感じない 675 51.9 36.3 11.9 28.4 57.9 13.6

全く感じない 348 48.0 36.5 15.5 19.8 63.5 16.7

孤
立
感

利用者支援事業保育園や幼稚園の園庭等の開放

子
ど
も
の
年
齢

子
育
て
の
喜
び
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■クロス集計による傾向分析 

 

 

 
  

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 47.2 39.4 13.5 53.5 33.5 13.0

0歳 270 57.8 30.7 11.5 69.3 20.0 10.7

1歳 218 54.1 33.5 12.4 61.9 26.6 11.5

2歳 223 49.8 39.5 10.8 58.7 32.3 9.0

3歳 205 42.9 40.0 17.1 49.8 32.2 18.0

4歳 262 41.6 47.3 11.1 50.0 38.9 11.1

5歳 404 41.1 42.6 16.3 40.6 43.6 15.8

とても感じている 258 43.4 40.7 15.9 51.6 32.9 15.5

感じることが多い 1,055 49.2 37.3 13.5 54.9 32.5 12.6

同じくらい 193 43.0 45.6 11.4 52.8 34.7 12.4

負担やつらさが多い 81 43.2 48.1 8.6 43.2 48.1 8.6

とても負担・つらい 6 50.0 33.3 16.7 66.7 16.7 16.7

常に感じる 45 48.9 37.8 13.3 53.3 31.1 15.6

たまに感じる 497 50.1 39.0 10.9 58.8 31.2 10.1

あまり感じない 675 49.5 38.1 12.4 54.8 33.0 12.1

全く感じない 348 38.8 43.4 17.8 43.7 39.4 17.0

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

市発行の子育て情報誌

子
ど
も
の
年
齢

地域子育て支援センター

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 65.9 21.4 12.7 35.2 51.7 13.1

0歳 270 72.6 16.3 11.1 41.9 46.3 11.9

1歳 218 68.8 19.3 11.9 40.8 47.7 11.5

2歳 223 70.9 19.7 9.4 36.3 53.8 9.9

3歳 205 59.5 23.4 17.1 32.7 51.2 16.1

4歳 262 66.4 22.5 11.1 32.8 55.0 12.2

5歳 404 60.4 25.0 14.6 30.0 54.5 15.6

とても感じている 258 62.0 22.1 15.9 35.3 49.6 15.1

感じることが多い 1,055 67.6 19.9 12.5 37.3 49.7 13.1

同じくらい 193 64.2 25.4 10.4 26.9 62.2 10.9

負担やつらさが多い 81 60.5 30.9 8.6 30.9 58.0 11.1

とても負担・つらい 6 83.3 0.0 16.7 0.0 83.3 16.7

常に感じる 45 57.8 28.9 13.3 24.4 62.2 13.3

たまに感じる 497 67.6 21.9 10.5 37.0 52.1 10.9

あまり感じない 675 67.4 20.9 11.7 37.3 50.5 12.1

全く感じない 348 62.6 21.0 16.4 30.2 52.9 17.0

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

児童センター

子
ど
も
の
年
齢

お住まいの地域の子ども会

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 39.4 47.7 13.0 75.5 12.2 12.3

0歳 270 56.3 31.9 11.9 75.9 13.3 10.7

1歳 218 53.7 33.9 12.4 77.5 10.6 11.9

2歳 223 48.9 42.2 9.0 78.5 12.6 9.0

3歳 205 33.2 49.8 17.1 71.2 12.7 16.1

4歳 262 27.9 61.1 11.1 79.4 10.3 10.3

5歳 404 26.7 58.2 15.1 73.0 12.4 14.6

とても感じている 258 40.7 43.0 16.3 71.7 12.8 15.5

感じることが多い 1,055 40.8 46.5 12.7 76.6 11.6 11.8

同じくらい 193 34.7 54.4 10.9 72.5 16.1 11.4

負担やつらさが多い 81 29.6 61.7 8.6 81.5 9.9 8.6

とても負担・つらい 6 33.3 50.0 16.7 66.7 16.7 16.7

常に感じる 45 35.6 51.1 13.3 71.1 15.6 13.3

たまに感じる 497 42.3 47.1 10.7 76.7 13.7 9.7

あまり感じない 675 40.4 47.4 12.1 77.0 11.7 11.3

全く感じない 348 33.3 50.0 16.7 73.0 10.3 16.7

子
育
て
の
喜
び

赤ちゃんの駅

子
ど
も
の
年
齢

パパママ応援ショップ

孤
立
感
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■クロス集計による傾向分析 

 

 
 

  

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 1,597 28.4 57.7 13.8 30.2 56.8 13.0

0歳 270 33.7 54.4 11.9 37.4 51.5 11.1

1歳 218 28.0 57.8 14.2 33.9 54.6 11.5

2歳 223 25.6 63.7 10.8 37.2 52.9 9.9

3歳 205 32.7 51.2 16.1 32.7 51.2 16.1

4歳 262 28.2 60.3 11.5 22.1 66.8 11.1

5歳 404 24.8 58.4 16.8 24.0 59.7 16.3

とても感じている 258 24.0 58.9 17.1 27.1 57.4 15.5

感じることが多い 1,055 28.8 57.4 13.7 30.7 56.7 12.6

同じくらい 193 30.6 58.0 11.4 29.0 58.5 12.4

負担やつらさが多い 81 30.9 60.5 8.6 35.8 54.3 9.9

とても負担・つらい 6 33.3 50.0 16.7 33.3 50.0 16.7

常に感じる 45 28.9 57.8 13.3 26.7 60.0 13.3

たまに感じる 497 32.4 55.9 11.7 34.6 54.9 10.5

あまり感じない 675 28.1 58.8 13.0 30.5 57.3 12.1

全く感じない 348 23.0 59.8 17.2 24.4 58.6 17.0

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

家庭児童相談室

子
ど
も
の
年
齢

にいざ子育て応援メール

ｎ
はい いいえ 無回答

全体 1,597 18.0 68.3 13.8

0歳 270 17.4 70.4 12.2

1歳 218 15.6 70.2 14.2

2歳 223 17.5 71.7 10.8

3歳 205 19.0 63.9 17.1

4歳 262 17.9 71.0 11.1

5歳 404 19.6 64.4 16.1

とても感じている 258 14.7 68.2 17.1

感じることが多い 1,055 16.9 69.8 13.4

同じくらい 193 21.2 66.8 11.9

負担やつらさが多い 81 33.3 55.6 11.1

とても負担・つらい 6 50.0 33.3 16.7

常に感じる 45 17.8 66.7 15.6

たまに感じる 497 22.5 65.2 12.3

あまり感じない 675 16.4 71.0 12.6

全く感じない 348 14.4 69.0 16.7

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

障がい児相談支援事業、児童発達
支援事業、放課後等デイサービス
事業

子
ど
も
の
年
齢
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問31 あなたは、子育てサークルなどの自主的なグループ活動などに参加していますか。（○は

１つ） 

○ 自主的なグループ活動への参加について、「現在は参加しておらず、今後も参加するつもり

はない」が 69.3％で最も高く、次いで「現在は参加していないが、今後機会があれば参加

したい」が27.1％、「現在参加しており、今後も参加するつもりである」が 2.2％となって

います。 

○ 前回調査の結果と比べると「現在は参加しておらず、今後も参加するつもりはない」の割合

が増加し、「現在は参加していないが、今後機会があれば参加したい」の割合が減少してい

ます。 

○ 子どもの年齢別にみると、年齢が低いほど「現在は参加していないが、今後機会があれば参

加したい」の割合が高く、年齢が上がるにつれて「現在は参加しておらず、今後も参加する

つもりはない」の割合が高くなっています。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

  

2.2 

0.5 

27.1 

69.3 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80%

現在参加しており、今後も参加するつもりである

現在参加しているが、今後は参加するつもりはない

現在は参加していないが、今後機会があれば参加したい

現在は参加しておらず、今後も参加するつもりはない

無回答

ｎ=1,597

問31 子育てサークルなどの自主的なグループ活動への参加

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

現在参加しており、今後も参加するつもりで
ある

35 2.2 5.6 -3.4

現在参加しているが、今後は参加するつもり
はない

8 0.5 0.6 -0.1

現在は参加していないが、今後機会があれば
参加したい

432 27.1 33.6 -6.5

現在は参加しておらず、今後も参加するつも
りはない

1,106 69.3 59.0 10.3

無回答 16 1.0 1.2 -0.2
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■クロス集計による傾向分析 

 
  

ｎ

現在参加して
おり、今後も
参加するつも
りである

現在参加して
いるが、今後
は参加するつ
もりはない

現在は参加し
ていないが、
今後機会があ
れば参加した
い

現在は参加し
ておらず、今
後も参加する
つもりはない

無回答

全体 1,597 2.2 0.5 27.1 69.3 1.0

0歳 270 3.0 0.4 38.5 57.8 0.4

1歳 218 2.3 1.4 32.6 62.4 1.4

2歳 223 2.7 0.9 28.3 67.3 0.9

3歳 205 0.5 0.5 26.8 71.2 1.0

4歳 262 3.1 0.0 21.4 73.7 1.9

5歳 404 1.7 0.2 20.0 77.2 0.7

とても感じている 258 4.3 0.0 31.4 63.2 1.2

感じることが多い 1,055 2.2 0.5 27.0 69.3 1.0

同じくらい 193 0.0 1.0 21.8 76.7 0.5

負担やつらさが多い 81 1.2 1.2 25.9 71.6 0.0

とても負担・つらい 6 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0

常に感じる 45 2.2 4.4 24.4 68.9 0.0

たまに感じる 497 1.2 0.6 32.2 65.6 0.4

あまり感じない 675 2.5 0.4 25.0 71.0 1.0

全く感じない 348 2.9 0.0 22.7 73.3 1.1

子
育
て
の
喜
び

問31 子育てサークルなどの自主的なグループ活動への参加

子
ど
も
の
年
齢

孤
立
感
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【問 31で「２～４」に○を付けた方にうかがいます】 

問 31-1 参加していない理由、または今後参加しない理由は何ですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

○ 自主的なグループ活動に参加していない、または今後参加するつもりはない人に、その理由

をうかがったところ、「活動に参加する余裕や時間がない」が 40.3％で最も高く、次いで

「活動の情報や参加方法を知らない」が35.9％、「特に必要性を感じない」が35.4％と続

いています。 

○ 前回調査の結果と比べると「人間関係がわずらわしい」、「特に必要性を感じない」の割合

が増加しています。 

○ 孤立感別にみると、孤立感を感じている人では、感じていない人に比べて「人間関係がわず

らわしい」の割合が高く、「特に必要性を感じない」の割合が低くなっています。 

 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

  

40.3 

35.9 

34.9 

19.5 

14.6 

35.4 

3.0 

1.6 

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

活動に参加する余裕や時間がない

活動の情報や参加方法を知らない

人間関係がわずらわしい

気軽に参加したり、やめたりできない

身近な場所で参加できる活動がない

特に必要性を感じない

その他

無回答

ｎ=1,546

問31-1 参加していない・今後もしない理由

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,546）
前回

（ｎ=1,494）
増減

活動に参加する余裕や時間がない 623 40.3 41.8 -1.5
活動の情報や参加方法を知らない 555 35.9 31.9 4.0
人間関係がわずらわしい 540 34.9 28.9 6.0
気軽に参加したり、やめたりできない 301 19.5 19.5 0.0
身近な場所で参加できる活動がない 225 14.6 11.2 3.4
特に必要性を感じない 548 35.4 30.2 5.2
その他 46 3.0 5.8 -2.8
無回答 24 1.6 1.9 -0.3
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■クロス集計による傾向分析 

 
 

 

 

 

 

  

ｎ

活動に参加す
る余裕や時間
がない

活動の情報や
参加方法を知
らない

人間関係がわ
ずらわしい

気軽に参加し
たり、やめた
りできない

全体 1,546 40.3 35.9 34.9 19.5

とても感じている 244 29.9 37.3 27.5 15.2

感じることが多い 1,021 40.3 33.7 34.1 18.4

同じくらい 192 47.4 38.5 40.6 27.6

負担やつらさが多い 80 55.0 55.0 52.5 26.3

とても負担・つらい 6 50.0 16.7 50.0 16.7

常に感じる 44 52.3 38.6 50.0 27.3

たまに感じる 489 45.2 44.8 39.3 26.0

あまり感じない 651 39.5 31.8 35.0 18.3

全く感じない 334 33.5 28.7 27.2 11.4

ｎ

身近な場所で
参加できる活
動がない

特に必要性を
感じない

その他 無回答

全体 1,546 14.6 35.4 3.0 1.6

とても感じている 244 16.0 40.6 2.0 2.9

感じることが多い 1,021 13.4 36.7 3.2 1.2

同じくらい 192 15.1 27.1 2.6 2.1

負担やつらさが多い 80 25.0 23.8 3.8 0.0

とても負担・つらい 6 0.0 50.0 0.0 0.0

常に感じる 44 18.2 20.5 4.5 0.0

たまに感じる 489 17.4 24.5 3.3 1.8

あまり感じない 651 14.1 37.3 2.8 1.4

全く感じない 334 9.9 50.3 3.0 1.2

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び
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問32 新座市において、どのような子育て支援に力を入れていくべきだと思いますか。(○は

３つまで) 

○ 新座市において力を入れていくべき子育て支援について、「経済的な安定」が 50.8％で最

も高く、次いで「子育てしやすい居住環境の整備・充実」、「子どもの教育環境の整備・充

実」がそれぞれ30.6％と続いています。 

○ 前回調査の結果と比べると「子どもの教育環境の整備・充実」、「妊娠・出産に関する支援」、

「経済的な安定」、「地域における子育て支援の充実」の割合が増加し、「子育てに関する

相談体制の強化」の割合が減少しています。 

 

 

 
 

■前回調査との比較 

 
  

50.8 

30.6 

30.6 

25.7 

24.4 

23.0 

20.7 

19.3 

15.8 

13.1 

8.1 

6.0 

1.4 

1.3 

4.9 

1.1 

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

経済的な安定

子育てしやすい住居・環境の整備・充実

子どもの教育環境の整備・充実

地域における子育て支援の充実

保育園入園待機児童の解消

仕事と家庭生活の両立

妊娠・出産に関する支援

子どもを狙った犯罪や事故の減少

保育サービスの充実

緊急時の預け先の充実

地域での子どもの活動拠点の充実

子育てに関する相談体制の強化

要保護児童(※)に対する支援

母親・乳児の健康に関する支援

その他

無回答

ｎ=1,597

問32 新座市において、力を入れていくべき子育て支援

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=1,597）
前回

（ｎ=1,603）
増減

経済的な安定 811 50.8 45.0 5.8
子育てしやすい住居・環境の整備・充実 489 30.6 25.8 4.8
子どもの教育環境の整備・充実 488 30.6 14.7 15.9
地域における子育て支援の充実 410 25.7 20.6 5.1
保育園入園待機児童の解消 390 24.4 25.7 -1.3
仕事と家庭生活の両立 367 23.0 26.3 -3.3
妊娠・出産に関する支援 331 20.7 7.5 13.2
子どもを狙った犯罪や事故の減少 308 19.3 16.4 2.9
保育サービスの充実 253 15.8 20.3 -4.5
緊急時の預け先の充実 210 13.1 18.0 -4.9
地域での子どもの活動拠点の充実 130 8.1 10.7 -2.6
子育てに関する相談体制の強化 96 6.0 13.2 -7.2
要保護児童に対する支援 23 1.4 0.7 0.7
母親・乳児の健康に関する支援 21 1.3 4.4 -3.1
その他 78 4.9 4.6 0.3
無回答 18 1.1 6.5 -5.4
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■クロス集計による傾向分析 

 
 

 

  

ｎ

経
済
的
な
安
定

子
育
て
し
や
す
い
住

居
・
環
境
の
整
備
・

充
実

子
ど
も
の
教
育
環
境

の
整
備
・
充
実

地
域
に
お
け
る
子
育

て
支
援
の
充
実

保
育
園
入
園
待
機
児

童
の
解
消

仕
事
と
家
庭
生
活
の

両
立

妊
娠
・
出
産
に
関
す

る
支
援

子
ど
も
を
狙
っ

た
犯

罪
や
事
故
の
減
少

全体 1,597 50.8 30.6 30.6 25.7 24.4 23.0 20.7 19.3

とても感じている 258 48.1 36.0 27.1 23.6 24.4 15.1 25.2 22.1

感じることが多い 1,055 50.4 29.4 31.8 27.6 24.5 24.2 20.7 20.0

同じくらい 193 51.3 29.5 29.5 22.8 23.3 25.4 14.0 12.4

負担やつらさが多い 81 60.5 33.3 29.6 16.0 25.9 25.9 21.0 18.5

とても負担・つらい 6 66.7 33.3 16.7 0.0 33.3 50.0 16.7 0.0

常に感じる 45 55.6 28.9 24.4 28.9 35.6 22.2 20.0 13.3

たまに感じる 497 50.7 29.6 28.2 25.8 25.2 24.7 22.3 14.5

あまり感じない 675 51.0 30.8 32.6 24.9 23.3 23.9 20.0 20.6

全く感じない 348 51.4 32.8 31.6 26.4 24.4 19.3 19.0 25.0

とても思う 73 43.8 23.3 26.0 28.8 21.9 23.3 20.5 23.3

まあまあ思う 684 48.2 27.8 30.8 24.7 25.9 24.9 20.2 22.7

どちらともいえない 459 52.7 32.5 29.4 26.1 21.4 24.0 22.2 18.7

あまり思わない 282 56.4 34.8 34.4 26.2 24.8 18.8 22.0 13.8

まったく思わない 90 52.2 37.8 28.9 28.9 30.0 17.8 15.6 12.2

ｎ

保
育
サ
ー

ビ
ス
の
充

実 緊
急
時
の
預
け
先
の

充
実

地
域
で
の
子
ど
も
の

活
動
拠
点
の
充
実

子
育
て
に
関
す
る
相

談
体
制
の
強
化

要
保
護
児
童
に
対
す

る
支
援

母
親
・
乳
児
の
健
康

に
関
す
る
支
援

そ
の
他

無
回
答

全体 1,597 15.8 13.1 8.1 6.0 1.4 1.3 4.9 1.1

とても感じている 258 13.6 9.7 8.5 5.8 1.2 1.6 5.0 1.6

感じることが多い 1,055 16.5 12.8 8.2 5.5 1.5 1.2 4.4 0.9

同じくらい 193 16.1 17.6 8.8 8.3 1.6 1.6 6.7 1.6

負担やつらさが多い 81 14.8 17.3 4.9 7.4 1.2 1.2 7.4 0.0

とても負担・つらい 6 16.7 33.3 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0

常に感じる 45 8.9 11.1 0.0 11.1 0.0 0.0 4.4 0.0

たまに感じる 497 16.3 17.1 10.7 8.0 1.8 1.4 4.6 0.4

あまり感じない 675 17.8 11.9 7.0 5.5 0.7 1.2 4.9 1.0

全く感じない 348 11.5 10.3 8.3 3.2 2.3 1.4 5.2 2.0

とても思う 73 9.6 9.6 1.4 16.4 2.7 2.7 5.5 1.4

まあまあ思う 684 13.7 13.6 8.5 6.3 1.5 1.6 3.8 0.7

どちらともいえない 459 19.2 15.5 8.1 5.0 1.1 1.1 3.7 0.9

あまり思わない 282 19.5 9.6 9.9 5.0 1.1 0.4 7.1 0.4

まったく思わない 90 10.0 12.2 5.6 4.4 3.3 2.2 12.2 1.1

子
育
て
環
境

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

子
育
て
環
境

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び
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問33 新座市は、子育てしやすい環境だと思いますか。（１つに○） 

○ 新座市は子育てしやすい環境だと思うかどうかについて、「まあまあ思う」が 42.8％で最

も高く、次いで「どちらともいえない」が28.7％、「あまり思わない」が 17.7％と続いて

います。 

○ 「とても思う」と「まあまあ思う」を合わせた『思う』が 47.4％、「あまり思わない」と

「まったく思わない」を合わせた『思わない』が 23.3％となっています。 

○ 子育ての感じ方別にみると、負担やつらさが大きい人では、喜びやうれしさが大きい人に比

べて「とても思う」の割合が低く、「まったく思わない」の割合が高くなっています。 

○ 孤立感別にみると、常に感じている人では、そうでない人に比べて「まあまあ思う」の割合

が低く、「まったく思わない」の割合が高くなっています。 

 

 
 

 
■クロス集計による傾向分析 

 
 

 

  

4.6 42.8 28.7 17.7 5.6

0.6

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

とても思う まあまあ思う どちらともいえない あまり思わない まったく思わない 無回答

問33 新座市は、子育てしやすい環境だと思うか

ｎ

ｎ=1,597

ｎ

とても思う まあまあ思
う

どちらとも
いえない

あまり思わ
ない

まったく思
わない

無回答

全体 1,597 4.6 42.8 28.7 17.7 5.6 0.6

いる 1,535 4.5 43.2 28.2 17.8 5.7 0.6

いない 54 7.4 31.5 46.3 13.0 1.9 0.0

核家族世帯 1,449 4.7 42.7 28.4 17.9 5.8 0.6

3世代世帯 135 3.0 42.2 34.8 15.6 3.7 0.7

とても感じている 258 8.5 45.0 26.0 13.6 5.8 1.2

感じることが多い 1,055 4.5 43.6 30.2 17.1 4.2 0.5

同じくらい 193 1.0 41.5 25.4 24.4 7.8 0.0

負担やつらさが多い 81 1.2 32.1 28.4 21.0 17.3 0.0

とても負担・つらい 6 0.0 33.3 16.7 16.7 33.3 0.0

常に感じる 45 4.4 26.7 35.6 15.6 17.8 0.0

たまに感じる 497 4.0 39.0 28.4 20.7 7.6 0.2

あまり感じない 675 4.3 43.6 31.1 17.3 3.6 0.1

全く感じない 348 5.5 49.4 24.4 14.4 4.9 1.4

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

配偶
者

家族
構成
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最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見、ご要望 がござい

ましたら、ご自由にご記入ください。 

 

 

※「Ⅳ 自由意見の概要」参照 
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Ⅲ 調査結果【小学生保護者】 

Ⅲ-１．お子さんとご家族の状況について 

問1 宛名のお子さんの学年をお答えください。（〇は１つ） 

○ 宛名のお子さんの学年は、「小学２年生」が 19.8％で最も高く、次いで「小学４年生」が

17.5％、「小学１年生」と「小学６年生」がそれぞれ16.0％と続いています。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

  

16.0 19.8 15.7 17.5 14.8 16.0 0.2

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

小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 無回答

問1 子どもの学年

ｎ

ｎ=561

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

小学1年生 90 16.0 19.6 -3.6
小学2年生 111 19.8 21.0 -1.2
小学3年生 88 15.7 18.4 -2.7
小学4年生 98 17.5 12.3 5.2
小学5年生 83 14.8 14.7 0.1
小学6年生 90 16.0 11.4 4.6
無回答 1 0.2 2.6 -2.4
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問2 宛名のお子さんを含め、きょうだいは、何人いますか。 

○ 宛名のお子さんのきょうだいの人数は、「2 人」が 52.6％で最も高く、次いで「３人」が

24.1％、「1人」が 16.4％と続いています。 

 

 

 
 

 

5 人以上の人数 (人) 

平均 5.10 

最大値 6.00 

最小値 5.00 

 

 
■前回調査との比較 

 
  

16.4 52.6 24.1 4.8

1.8

0.4

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

1人 2人 3人 4人 5人以上 無回答

問2 宛名の子どもを含めた兄弟の人数

ｎ

ｎ=561

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

1人 92 16.4 14.3 2.1
2人 295 52.6 51.8 0.8
3人 135 24.1 21.6 2.5
4人 27 4.8 4.1 0.7
5人以上 10 1.8 0.6 1.2
無回答 2 0.4 7.6 -7.2
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問3 この調査票にご回答いただく方はどなたですか。宛名のお子さんからみた関係でお答え

ください。（○は１つ） 

○ 調査票の回答者は、「母親」が82.7％、「父親」が16.9％、「その他」が0.2％となって

います。 

○ 前回調査の結果と比べると、「父親」の割合が増加し、「母親」の割合が減少しています。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 

 

問4 この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。 

（○は１つ） 

○ 回答者の配偶関係について、「配偶者がいる」が93.7％、「配偶者はいない」が6.3％とな

っています。 

 

 
 

■前回調査との比較 

 
  

82.7 16.9

0.2 0.2

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

母親 父親 その他 無回答

問3 回答者

ｎ

ｎ=561

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

母親 464 82.7 90.9 -8.2
父親 95 16.9 8.6 8.3
その他 1 0.2 0.0 0.2
無回答 1 0.2 0.6 -0.4

93.7 6.3

0.0

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

配偶者がいる 配偶者はいない 無回答

問4 回答者の配偶関係

ｎ

ｎ=559

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=559）
前回

（ｎ=534）
増減

配偶者がいる 524 93.7 93.3 0.4
配偶者はいない 35 6.3 5.1 1.2
無回答 0 0.0 1.7 -1.7
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問5 あなたの家族構成についてお答えください。（〇は１つ） 

○ 家族構成について、「核家族世帯」が89.3％、「3世代世帯」が9.6％、「その他」が 0.9％

となっています。 

 

 
 

 

 

 

問6 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。宛名のお

子さんからみた関係でお答えください。（○は１つ） 

○ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っている人は、「父母ともに」が 51.7％

で最も高く、次いで「主に母親」が46.3％、「主に父親」が1.1％と続いています。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
  

89.3 9.6

0.9

0.2

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

核家族世帯(子どもと親) 3世代世帯(子どもと親と祖父母) その他 無回答

問5 家族構成

ｎ

ｎ=561

51.7 46.3 1.1

0.5 0.4 0.0

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

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 無回答

問6 子どもの子育てを主に行っている方

ｎ

ｎ=561

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

父母ともに 290 51.7 52.5 -0.8
主に母親 260 46.3 43.9 2.4
主に父親 6 1.1 0.7 0.4
主に祖父母 3 0.5 0.7 -0.2
その他 2 0.4 0.2 0.2
無回答 0 0.0 1.9 -1.9
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問7 お住まいの地区はどちらですか。（○は１つ） 

○ 居住地区について、「野火止 5～8 丁目」が 15.7％で最も高く、次いで「野火止 5～8 丁

目」が7.7％、「石神」が7.1％となっています。 

 

 
 

 

  

0.5 

1.1 

7.1 

5.2 

5.0 

4.1 

6.2 

3.9 

5.7 

0.4 

4.5 

1.1 

0.4 

3.7 

2.5 

4.5 

6.1 

7.7 

15.7 

4.8 

4.1 

4.8 

0.9 

0.2 

0.0 

0% 5% 10% 15% 20%

あたご

池田

石神

大和田

片山

北野

栗原

栄

新堀

菅沢

東北

道場

中野

新座

新塚

西堀

野寺

野火止1～4丁目

野火止5～8丁目

畑中

馬場

東

堀ノ内

本多

無回答

ｎ=561
問7 居住地区
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■前回調査との比較 

 
 

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

あたご 3 0.5 0.6 -0.1
池田 6 1.1 2.0 -0.9
石神 40 7.1 6.5 0.6
大和田 29 5.2 4.7 0.5
片山 28 5.0 4.8 0.2
北野 23 4.1 3.7 0.4
栗原 35 6.2 7.3 -1.1
栄 22 3.9 3.2 0.7
新堀 32 5.7 6.0 -0.3
菅沢 2 0.4 0.7 -0.3
東北 25 4.5 4.5 0.0
道場 6 1.1 0.6 0.5
中野 2 0.4 0.2 0.2
新座 21 3.7 5.6 -1.9
新塚 14 2.5 1.9 0.6
西堀 25 4.5 4.1 0.4
野寺 34 6.1 6.0 0.1
野火止1～4丁目 43 7.7 7.3 0.4
野火止5～8丁目 88 15.7 16.9 -1.2
畑中 27 4.8 4.7 0.1
馬場 23 4.1 3.2 0.9
東 27 4.8 3.7 1.1
堀ノ内 5 0.9 0.4 0.5
本多 1 0.2 0.7 -0.5
無回答 0 0.0 0.9 -0.9
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Ⅲ-２．子育てで日頃感じていることについて 

問8 子育てについて、どのように感じていますか。（１つに○） 

○ 子育てをどのように感じているかについて、「負担やつらさもあるが、喜びやうれしさを感

じることが多い」が 66.1％で最も高く、次いで「とても喜びやうれしさを感じている」が

12.7％、「喜びやうれしさと、負担やつらさが同じくらい」が13.9％となっています。 

○ 「とても喜びやうれしさを感じている」と「負担やつらさもあるが、喜びやうれしさを感じ

ることが多い」を合わせた『喜びやうれしさが大きい』は 78.8％、「喜びやうれしさもあ

るが、負担やつらさを感じることが多い」と「とても負担やつらさを感じている」を合わせ

た『負担やつらさが大きい』は7.0％となっています。 

○ 配偶者の有無別にみると、配偶者がいない人では、いる人に比べて「喜びやうれしさもある

が、負担やつらさを感じることが多い」の割合が高くなっています。 

○ 孤立感（問 10）別にみると、孤立感を感じている人では、感じていない人に比べて『負担

やつらさが大きい』人の割合が高く、『喜びやうれしさを感じている』人の割合が低くなっ

ています。 

 

 

 

 
 

 
  

12.7 

66.1 

13.9 

6.6 

0.4 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80%

とても喜びやうれしさを感じている

負担やつらさもあるが、喜びやうれしさを感じることが多い

喜びやうれしさと、負担やつらさが同じくらい

喜びやうれしさもあるが、負担やつらさを感じることが多い

とても負担やつらさを感じている

無回答

ｎ=561

問8 子育てについて、感じていること
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■クロス集計による傾向分析 

 
 

  

ｎ

とても喜び
やうれしさ
を感じてい
る

負担やつら
さもある
が、喜びや
うれしさを
感じること
が多い

喜びやうれ
しさと、負
担やつらさ
が同じくら
い

喜びやうれ
しさもある
が、負担や
つらさを感
じることが
多い

とても負担
やつらさを
感じている

無回答

全体 561 12.7 66.1 13.9 6.6 0.4 0.4

小学1年生 90 12.2 68.9 12.2 5.6 0.0 1.1

小学2年生 111 15.3 62.2 14.4 7.2 0.0 0.9

小学3年生 88 10.2 69.3 15.9 4.5 0.0 0.0

小学4年生 98 12.2 70.4 10.2 6.1 1.0 0.0

小学5年生 83 12.0 57.8 24.1 4.8 1.2 0.0

小学6年生 90 12.2 68.9 7.8 11.1 0.0 0.0

1人 92 15.2 64.1 18.5 2.2 0.0 0.0

2人 295 11.5 65.8 15.9 5.8 0.3 0.7

3人 135 15.6 68.1 7.4 8.9 0.0 0.0

4人 27 7.4 66.7 11.1 11.1 3.7 0.0

5人以上 10 0.0 70.0 10.0 20.0 0.0 0.0

いる 524 13.2 66.0 14.3 5.7 0.4 0.4

いない 35 5.7 65.7 8.6 20.0 0.0 0.0

核家族世帯 501 12.8 65.5 14.4 6.8 0.4 0.2

3世代世帯 54 13.0 70.4 9.3 5.6 0.0 1.9

常に感じる 14 0.0 0.0 28.6 71.4 0.0 0.0

たまに感じる 145 5.5 61.4 20.0 10.3 1.4 1.4

あまり感じない 277 10.8 72.9 12.6 3.6 0.0 0.0

全く感じない 122 27.0 64.8 8.2 0.0 0.0 0.0

孤
立
感

子
ど
も
の
学
年

兄
弟
の
人
数

配偶
者

家族
構成
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問9 子育てにおいて、以下のような負担や悩みはありますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

○ 子育てにおける負担や悩みについて、「育児にかかる経済的負担が大きい」が 66.7％で最

も高く、次いで「仕事が思うようにできない」が 32.3％、「ついつい子どもを叱りすぎて

しまう」が30.3％と続いています。 

○ 子育ての感じ方別にみると、負担やつらさが大きい人では、喜びやうれしさが大きい人に比

べて「子どもが育っていく上での不安など、心理的な負担が大きい」、「子どもが自分のい

うことを聞かない」等の割合が高くなっています。 

○ 孤立感別にみると、孤立感を感じている人では、感じていない人に比べて「子どもが育って

いく上での不安など、心理的な負担が大きい」、「ついつい子どもを叱りすぎてしまう」、

の割合が高くなっています。また、常に感じている人では、そうでない人に比べて「家事が

思うようにできない」、「子育て仲間がいない」等の割合が高くなっています。 

 

 

 
 

 

  

66.7 

32.3 

30.3 

29.8 

28.5 

21.4 

13.4 

10.0 

8.6 

4.8 

3.6 

3.7 

7.3 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80%

育児にかかる経済的負担が大きい

仕事が思うようにできない

ついつい子どもを叱りすぎてしまう

子どもが育っていく上での不安など、心理的負担が大きい

自分の時間が持てない

家事が思うようにできない

健康診断や予防接種、学校等の行事に時間がとられる

子どもが自分のいうことを聞かない

配偶者や家族の協力がない

子育て仲間がいない

子育てのことで家族や親族と言い争いになる

その他

特にない

無回答

ｎ=561

問9 子育てにおける負担や悩み
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■クロス集計による傾向分析 

 
 

 

  

ｎ

育児にか
かる経済
的負担が
大きい

仕事が思
うように
できない

ついつい
子どもを
叱りすぎ
てしまう

子どもが
育ってい
く上での
不安な
ど、心理
的負担が
大きい

自分の時
間が持て
ない

家事が思
うように
できない

健康診断
や予防接
種、学校
等の行事
に時間が
とられる

全体 561 66.7 32.3 30.3 29.8 28.5 21.4 13.4

いる 524 66.0 31.5 30.0 29.6 28.8 20.8 13.5

いない 35 77.1 45.7 34.3 34.3 25.7 31.4 11.4

核家族世帯 501 66.5 32.7 29.9 29.5 28.9 22.0 13.6

3世代世帯 54 68.5 29.6 33.3 29.6 24.1 16.7 11.1

とても感じている 71 54.9 22.5 12.7 9.9 18.3 5.6 5.6

感じることが多い 371 67.7 31.5 28.3 25.1 28.3 21.8 14.3

同じくらい 78 73.1 38.5 47.4 53.8 35.9 29.5 15.4

負担やつらさが多い 37 67.6 45.9 45.9 59.5 35.1 32.4 16.2

とても負担・つらい 2 50.0 50.0 50.0 100.0 0.0 0.0 0.0

常に感じる 14 71.4 42.9 50.0 64.3 50.0 64.3 28.6

たまに感じる 145 68.3 43.4 42.8 46.9 35.2 26.9 12.4

あまり感じない 277 68.2 29.2 26.7 27.1 27.1 15.9 13.7

全く感じない 122 59.8 23.8 22.1 12.3 22.1 22.1 12.3

ｎ

子どもが
自分のい
うことを
聞かない

配偶者や
家族の協
力がない

子育て仲
間がいな
い

子育ての
ことで家
族や親族
と言い争
いになる

その他 特にない 無回答

全体 561 10.0 8.6 4.8 3.6 3.7 7.3 0.5

いる 524 10.1 8.4 3.8 3.4 3.8 7.6 0.6

いない 35 8.6 11.4 20.0 5.7 2.9 2.9 0.0

核家族世帯 501 9.6 8.6 4.6 3.4 4.0 7.0 0.6

3世代世帯 54 11.1 7.4 7.4 5.6 0.0 11.1 0.0

とても感じている 71 1.4 0.0 0.0 0.0 4.2 23.9 1.4

感じることが多い 371 6.5 7.3 3.2 2.7 3.8 6.5 0.3

同じくらい 78 23.1 17.9 7.7 6.4 2.6 0.0 0.0

負担やつらさが多い 37 32.4 18.9 21.6 13.5 2.7 0.0 0.0

とても負担・つらい 2 50.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0

常に感じる 14 35.7 28.6 50.0 14.3 0.0 0.0 0.0

たまに感じる 145 15.2 14.5 9.7 4.8 3.4 0.7 0.7

あまり感じない 277 8.3 6.9 1.4 2.5 4.3 5.1 0.7

全く感じない 122 4.9 3.3 1.6 3.3 3.3 21.3 0.0

配偶
者

家族
構成

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

配偶
者

家族
構成
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問10 日常の子育てにおいて孤立感を感じますか。（○は１つ） 

○ 日常の子育てにおいて孤立感を感じるかどうかについて、「あまり感じない」が 49.4％で

最も高く、次いで「たまに感じる」が25.8％、「全く感じない」が21.7％となっています。 

○ 「常に感じる」と「たまに感じる」を合わせた『感じる』が28.3％、「あまり感じない」と

「全く感じない」を合わせた『感じない』が71.1％となっています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「あまり感じない」の割合が増加しています。 

○ 子育ての感じ方別にみると、負担やつらさが大きい人では、喜びやうれしさが大きい人と比

べて『感じる』の割合が高くなっています。 

 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 
  

2.5 

25.8 

49.4 

21.7 

0.5 

0.0 

0% 20% 40% 60%

常に感じる

たまに感じる

あまり感じない

全く感じない

どちらともいえない

無回答

ｎ=561

問10 日常の子育てにおいて孤立感を感じるか

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

常に感じる 14 2.5 4.5 -2.0
たまに感じる 145 25.8 27.2 -1.4
あまり感じない 277 49.4 38.7 10.7
全く感じない 122 21.7 21.4 0.3
どちらともいえない 3 0.5 4.5 -4.0
無回答 0 0.0 3.7 -3.7
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■クロス集計による傾向分析 

 

 

 

 

ｎ

常に感じる たまに感じ
る

あまり感じ
ない

全く感じな
い

どちらとも
いえない

無回答

全体 561 2.5 25.8 49.4 21.7 0.5 0.0

小学1年生 90 3.3 24.4 46.7 25.6 0.0 0.0

小学2年生 111 3.6 26.1 45.9 23.4 0.9 0.0

小学3年生 88 0.0 33.0 43.2 22.7 1.1 0.0

小学4年生 98 1.0 29.6 54.1 15.3 0.0 0.0

小学5年生 83 2.4 14.5 55.4 26.5 1.2 0.0

小学6年生 90 4.4 26.7 51.1 17.8 0.0 0.0

1人 92 4.3 32.6 42.4 20.7 0.0 0.0

2人 295 2.4 26.1 50.5 20.0 1.0 0.0

3人 135 0.7 20.7 49.6 28.9 0.0 0.0

4人 27 7.4 29.6 51.9 11.1 0.0 0.0

5人以上 10 0.0 20.0 70.0 10.0 0.0 0.0

いる 524 1.9 26.1 49.8 21.6 0.6 0.0

いない 35 11.4 22.9 42.9 22.9 0.0 0.0

核家族世帯 501 2.4 26.7 49.7 20.6 0.6 0.0

3世代世帯 54 3.7 16.7 46.3 33.3 0.0 0.0

とても感じている 71 0.0 11.3 42.3 46.5 0.0 0.0

感じることが多い 371 0.0 24.0 54.4 21.3 0.3 0.0

同じくらい 78 5.1 37.2 44.9 12.8 0.0 0.0

負担やつらさが多い 37 27.0 40.5 27.0 0.0 5.4 0.0

とても負担・つらい 2 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

子
ど
も
の
学
年

兄
弟
の
人
数

配偶
者

家族
構成

子
育
て
の
喜
び
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Ⅲ-３．子育てにおける相談・情報について 

問11 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）をする上で、身近に相談できる先はあります

か。（○は１つ） 

○ 子育て（教育を含む）をする上での身近な相談先があるかどうかについて、「ある」が77.4％、

「ない」が16.6％となっています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「ある」の割合が減少しています。 

○ 孤立感別にみると、孤立感を常に感じている人では、そうでない人に比べて「ある」の割合

が低くなっています。 

 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 
■クロス集計による傾向分析 

 
 

 

  

77.4 16.6 6.1

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

ある ない 無回答

問11 子どもの子育てをする上で、身近に相談できる先の有無

ｎ

ｎ=561

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

ある 434 77.4 91.2 -13.8
ない 93 16.6 8.0 8.6
無回答 34 6.1 0.7 5.4

ｎ

ある ない 無回答

全体 561 77.4 16.6 6.1

いる 524 78.1 16.4 5.5

いない 35 65.7 20.0 14.3

核家族世帯 501 76.6 17.4 6.0

3世代世帯 54 81.5 11.1 7.4

とても感じている 71 85.9 9.9 4.2

感じることが多い 371 80.1 14.3 5.7

同じくらい 78 66.7 28.2 5.1

負担やつらさが多い 37 56.8 29.7 13.5

とても負担・つらい 2 100.0 0.0 0.0

常に感じる 14 21.4 50.0 28.6

たまに感じる 145 71.7 20.7 7.6

あまり感じない 277 80.5 14.4 5.1

全く感じない 122 83.6 12.3 4.1

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

配偶
者

家族
構成



Ⅲ 調査結果【小学生保護者】 

116 

【問 11で「１．ある」に○を付けた方にうかがいます】 

問 11-1 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）に関して、身近に相談できる先は、次のう

ちどれですか。（あてはまるものすべてに○） 

○ 身近な相談先について、「友人や知人」が82.3％で最も高く、次いで「祖父母等の親族」が

76.3％、「小学校」が23.7％と続いています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「小学校」の割合が減少しています。 

○ 子育ての感じ方別にみると、負担やつらさが大きい人や同じくらいの人では、喜びやうれし

さが大きい人に比べて「祖父母等の親族」、「友人や知人」の割合が低くなっています。 

○ 孤立感別にみると、孤立を感じている人では、感じていない人に比べて「祖父母等の親族」、

「近所の人」、「友人や知人」の割合が低くなっています。 

 

 
  

82.3 

76.3 

23.7 

19.1 

6.0 

5.1 

3.5 

2.5 

1.8 

1.4 

1.2 

0.7 

0.7 

0.5 

3.7 

0.0 

0% 50% 100%

友人や知人

祖父母等の親族

小学校

近所の人

かかりつけの医師

放課後児童保育室(学童保育)

障がい児相談支援事業所・児童発達支援事業所・

放課後等デイサービス

家庭児童相談室

地域子育て支援センター

保健所・保健センター

保育園

児童センター

幼稚園

民生委員・児童委員

その他

無回答

ｎ=434

問11-1 子どもの子育てに関して、身近に相談できる先
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■前回調査との比較 

 
 

  

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=434）
前回

（ｎ=490）
増減

友人や知人 357 82.3 80.0 2.3
祖父母等の親族 331 76.3 75.7 0.6
小学校 103 23.7 37.8 -14.1
近所の人 83 19.1 23.1 -4.0
かかりつけの医師 26 6.0 9.8 -3.8
放課後児童保育室(学童保育) 22 5.1 8.4 -3.3
障がい児相談支援事業所・児童発達支援事業所・
放課後等デイサービス

15 3.5 2.4 1.1

家庭児童相談室 11 2.5 2.9 -0.4
地域子育て支援センター 8 1.8 1.6 0.2
保健所・保健センター 6 1.4 1.8 -0.4
保育園 5 1.2 2.2 -1.0
児童センター 3 0.7 1.0 -0.3
幼稚園 3 0.7 2.7 -2.0
民生委員・児童委員 2 0.5 0.4 0.1
その他 16 3.7 3.9 -0.2
無回答 0 0.0 0.4 -0.4
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■クロス集計による傾向分析 

 
 

  

ｎ

友
人
や
知
人

祖
父
母
等
の
親
族

小
学
校

近
所
の
人

か
か
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つ
け
の
医
師

放
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後
児
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保
育
室

(

学
童
保
育

)

障
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児
相
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支
援
事
業
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・

児
童
発
達
支
援
事
業
所
・

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス

家
庭
児
童
相
談
室

全体 434 82.3 76.3 23.7 19.1 6.0 5.1 3.5 2.5

いる 409 82.6 76.0 24.2 18.8 5.9 5.1 3.7 2.7

いない 23 78.3 78.3 17.4 21.7 8.7 4.3 0.0 0.0

核家族世帯 384 82.3 76.0 22.9 19.3 5.5 5.5 3.1 2.9

3世代世帯 44 81.8 79.5 31.8 15.9 11.4 2.3 6.8 0.0

常に感じる 3 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

たまに感じる 104 80.8 68.3 19.2 9.6 7.7 2.9 4.8 4.8

あまり感じない 223 80.3 78.0 23.3 22.4 4.5 6.3 3.6 1.8

全く感じない 102 89.2 81.4 29.4 22.5 7.8 4.9 2.0 2.0

とても感じている 61 88.5 78.7 24.6 14.8 1.6 4.9 1.6 1.6

感じることが多い 297 83.8 81.1 24.2 22.2 7.1 5.4 3.4 2.0

同じくらい 52 78.8 63.5 19.2 13.5 1.9 5.8 3.8 1.9

負担やつらさが多い 21 57.1 38.1 23.8 0.0 14.3 0.0 9.5 4.8

とても負担・つらい 2 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

ｎ

地
域
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー

保
健
所
・

保
健
セ
ン
タ
ー

保
育
園

児
童
セ
ン
タ
ー

幼
稚
園

民
生
委
員
・

児
童
委
員

そ
の
他

無
回
答

全体 434 1.8 1.4 1.2 0.7 0.7 0.5 3.7 0.0

いる 409 2.0 1.5 1.2 0.7 0.7 0.5 3.7 0.0

いない 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0

核家族世帯 384 1.8 1.0 1.0 0.5 0.8 0.3 3.6 0.0

3世代世帯 44 2.3 4.5 2.3 2.3 0.0 2.3 4.5 0.0

常に感じる 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

たまに感じる 104 2.9 1.9 1.0 1.0 1.9 0.0 6.7 0.0

あまり感じない 223 1.3 0.9 1.3 0.4 0.0 0.4 3.1 0.0

全く感じない 102 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0

とても感じている 61 3.3 0.0 1.6 1.6 0.0 0.0 6.6 0.0

感じることが多い 297 2.0 1.3 1.3 0.7 0.7 0.7 2.0 0.0

同じくらい 52 0.0 1.9 0.0 0.0 1.9 0.0 3.8 0.0

負担やつらさが多い 21 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0

とても負担・つらい 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0

子
育
て
の
喜
び

配偶
者

家族
構成

孤
立
感

配偶
者

家族
構成

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び
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問12 市・県の子育てに関する相談事業や相談窓口で知っているもの、これまでに利用した

ことがあるもの、今後利用したいと思うものをお答えください。 

（１～11それぞれ、Ａ～Ｃの項目ごとに○は１つ） 

【Ａ 知っている】 

○ 知っている相談事業・相談窓口について、「はい」の割合が高い事業・窓口は、「地域子育

て支援センター」が80.9％、「埼玉県救急電話相談＃7119」が79.3％、「電話・面接・

訪問等による育児相談」が75.4％などとなっています。 

○ 一方、「いいえ」の割合が高い事業・窓口は、「埼玉県ＡＩ救急相談」が 80.2％、「親と子

どもの悩みごと相談＠埼玉」が79.5％、「子どもスマイルネット」が77.4％、などとなっ

ています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「保育施設の利用相談」、「ひとり親家庭相談」、「家庭児童

相談室」、「地域子育て支援センター」で「はい」の割合が増加し、「子どもスマイルネッ

ト」で「はい」の割合が減少しています。 

○ 配偶者の有無別にみると、配偶者がいない人では、いる人に比べて「地域子育て支援センタ

ー」、「子どもスマイルネット」で「はい」の割合が低くなっています。 

○ 孤立感別にみると、孤立感を常に感じている人では、感じていない人に比べて「保育施設の

利用相談」の割合が低くなっています。 

 

 
 

  

75.4

65.1

61.7

58.6

80.9

65.4

19.4

79.3

15.3

16.8

21.2

31.2

34.4

37.8

14.3

31.9

77.4

16.8

80.2

79.5

3.4

3.7

3.9

3.6

4.8

2.7

3.2

3.9

4.5

3.7

電話・面接・訪問等による育児相談(保健センター)

保育施設の利用相談(保育課)

ひとり親家庭相談(こども支援課)

家庭児童相談室(こども支援課)

地域子育て支援センター

教育相談・いじめ相談(教育相談センター)

子どもスマイルネット(埼玉県)

埼玉県救急電話相談＃7119

埼玉県AI救急相談

親と子どもの悩みごと相談＠埼玉(埼玉県)

はい いいえ 無回答

ｎ=561
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■前回調査との比較 

 
  

電話・面接・訪問等による育児相談 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 423 75.4 - -
いいえ 119 21.2 - -
無回答 19 3.4 - -

保育施設の利用相談 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 365 65.1 40.2 24.9
いいえ 175 31.2 48.2 -17.0
無回答 21 3.7 11.5 -7.8

ひとり親家庭相談 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 346 61.7 44.7 17.0
いいえ 193 34.4 44.3 -9.9
無回答 22 3.9 11.0 -7.1

家庭児童相談室 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 329 58.6 50.8 7.8
いいえ 212 37.8 37.6 0.2
無回答 20 3.6 11.5 -7.9

地域子育て支援センター ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 454 80.9 70.4 10.5
いいえ 80 14.3 19.0 -4.7
無回答 27 4.8 10.6 -5.8

教育相談・いじめ相談 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 367 65.4 64.2 1.2
いいえ 179 31.9 24.8 7.1
無回答 15 2.7 11.0 -8.3

子どもスマイルネット ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 109 19.4 31.5 -12.1
いいえ 434 77.4 56.8 20.6
無回答 18 3.2 11.7 -8.5

埼玉県救急電話相談＃7119 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 445 79.3 77.3 2.0
いいえ 94 16.8 12.1 4.7
無回答 22 3.9 10.6 -6.7

埼玉県AI救急相談 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 86 15.3 - -
いいえ 450 80.2 - -
無回答 25 4.5 - -

親と子どもの悩みごと相談＠埼玉 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 94 16.8 - -
いいえ 446 79.5 - -
無回答 21 3.7 - -
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■クロス集計による傾向分析 

 

 
  

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 561 75.4 21.2 3.4 65.1 31.2 3.7

いる 524 76.3 20.4 3.2 65.3 31.1 3.6

いない 35 60.0 34.3 5.7 62.9 31.4 5.7

核家族世帯 501 76.8 20.0 3.2 65.9 30.7 3.4

3世代世帯 54 63.0 31.5 5.6 57.4 35.2 7.4

とても感じている 71 74.6 21.1 4.2 69.0 28.2 2.8

感じることが多い 371 79.0 18.6 2.4 66.0 30.7 3.2

同じくらい 78 70.5 25.6 3.8 61.5 33.3 5.1

負担やつらさが多い 37 56.8 37.8 5.4 59.5 35.1 5.4

とても負担・つらい 2 50.0 0.0 50.0 50.0 50.0 0.0

常に感じる 14 64.3 35.7 0.0 35.7 50.0 14.3

たまに感じる 145 71.7 22.1 6.2 62.1 31.7 6.2

あまり感じない 277 76.9 20.6 2.5 66.8 31.0 2.2

全く感じない 122 77.9 19.7 2.5 67.2 29.5 3.3

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

電話・面接・訪問等による育児相談

配偶
者

家族
構成

保育施設の利用相談

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 561 61.7 34.4 3.9 58.6 37.8 3.6

いる 524 61.3 35.1 3.6 59.4 37.2 3.4

いない 35 65.7 25.7 8.6 45.7 48.6 5.7

核家族世帯 501 62.3 34.5 3.2 57.7 39.1 3.2

3世代世帯 54 57.4 33.3 9.3 68.5 24.1 7.4

とても感じている 71 56.3 38.0 5.6 57.7 38.0 4.2

感じることが多い 371 61.7 34.2 4.0 59.0 37.5 3.5

同じくらい 78 69.2 29.5 1.3 61.5 37.2 1.3

負担やつらさが多い 37 54.1 43.2 2.7 51.4 43.2 5.4

とても負担・つらい 2 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

常に感じる 14 64.3 35.7 0.0 57.1 42.9 0.0

たまに感じる 145 56.6 37.9 5.5 54.5 39.3 6.2

あまり感じない 277 64.6 32.1 3.2 59.9 37.5 2.5

全く感じない 122 60.7 35.2 4.1 61.5 35.2 3.3

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

ひとり親家庭相談

配偶
者

家族
構成

家庭児童相談室

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 561 80.9 14.3 4.8 65.4 31.9 2.7

いる 524 82.1 13.2 4.8 65.6 31.9 2.5

いない 35 62.9 31.4 5.7 62.9 31.4 5.7

核家族世帯 501 82.2 13.4 4.4 65.1 32.9 2.0

3世代世帯 54 68.5 22.2 9.3 68.5 22.2 9.3

とても感じている 71 78.9 15.5 5.6 66.2 29.6 4.2

感じることが多い 371 81.9 12.9 5.1 66.6 31.3 2.2

同じくらい 78 83.3 15.4 1.3 62.8 35.9 1.3

負担やつらさが多い 37 70.3 24.3 5.4 59.5 35.1 5.4

とても負担・つらい 2 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

常に感じる 14 78.6 21.4 0.0 57.1 35.7 7.1

たまに感じる 145 78.6 14.5 6.9 60.7 35.2 4.1

あまり感じない 277 81.2 14.4 4.3 67.1 31.0 1.8

全く感じない 122 82.8 13.1 4.1 68.0 29.5 2.5

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

地域子育て支援センター

配偶
者

家族
構成

教育相談・いじめ相談
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■クロス集計による傾向分析 

 

 
 

 

  

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 561 19.4 77.4 3.2 79.3 16.8 3.9

いる 524 20.2 76.5 3.2 79.8 16.2 4.0

いない 35 8.6 88.6 2.9 71.4 25.7 2.9

核家族世帯 501 19.6 77.6 2.8 79.2 17.2 3.6

3世代世帯 54 18.5 74.1 7.4 77.8 14.8 7.4

とても感じている 71 11.3 83.1 5.6 83.1 11.3 5.6

感じることが多い 371 19.7 77.4 3.0 80.1 15.9 4.0

同じくらい 78 20.5 78.2 1.3 75.6 24.4 0.0

負担やつらさが多い 37 27.0 70.3 2.7 73.0 21.6 5.4

とても負担・つらい 2 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

常に感じる 14 35.7 64.3 0.0 85.7 14.3 0.0

たまに感じる 145 20.0 75.9 4.1 77.9 15.9 6.2

あまり感じない 277 18.4 79.1 2.5 79.4 17.7 2.9

全く感じない 122 19.7 76.2 4.1 79.5 16.4 4.1

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

子どもスマイルネット

配偶
者

家族
構成

埼玉県救急電話相談＃7119

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 561 15.3 80.2 4.5 16.8 79.5 3.7

いる 524 16.0 79.4 4.6 17.4 78.8 3.8

いない 35 5.7 91.4 2.9 5.7 91.4 2.9

核家族世帯 501 14.6 81.4 4.0 16.4 80.2 3.4

3世代世帯 54 22.2 68.5 9.3 18.5 74.1 7.4

とても感じている 71 12.7 78.9 8.5 14.1 78.9 7.0

感じることが多い 371 15.6 80.9 3.5 17.5 79.2 3.2

同じくらい 78 16.7 78.2 5.1 15.4 82.1 2.6

負担やつらさが多い 37 16.2 81.1 2.7 18.9 78.4 2.7

とても負担・つらい 2 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0

常に感じる 14 14.3 78.6 7.1 14.3 78.6 7.1

たまに感じる 145 15.2 80.0 4.8 15.2 80.7 4.1

あまり感じない 277 16.2 80.5 3.2 17.3 80.1 2.5

全く感じない 122 13.9 79.5 6.6 18.0 76.2 5.7

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

埼玉県AI救急相談

配偶
者

家族
構成

親と子どもの悩みごと相談＠埼玉
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【Ｂ これまでに利用したことがある】 

○ これまで利用したことある相談事業・相談窓口について、「はい」の割合が高い事業・窓口

は、「埼玉県救急電話相談＃7119」が 50.1％、「地域子育て支援センター」が 46.9％、

「保育施設の利用相談」が22.1％などとなっています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「保育施設の利用相談」で「はい」の割合が増加しています。 

○ 配偶者の有無別にみると、配偶者がいない人では、いる人に比べて「ひとり親家庭相談」で

「はい」の割合が高く、「地域子育て支援センター」で「はい」の割合が低くなっています。 

 

 

 
 

  

17.5

22.1

3.0

8.9

46.9

5.5

0.5

50.1

4.8

0.9

0.7

70.8

65.4

83.2

78.4

42.6

81.1

85.2

38.7

81.6

85.2

38.5

11.8

12.5

13.7

12.7

10.5

13.4

14.3

11.2

13.5

13.9

60.8

電話・面接・訪問等による育児相談(保健センター)

保育施設の利用相談(保育課)

ひとり親家庭相談(こども支援課)

家庭児童相談室(こども支援課)

地域子育て支援センター

教育相談・いじめ相談(教育相談センター)

子どもスマイルネット(埼玉県)

埼玉県救急電話相談＃7119

埼玉県AI救急相談

親と子どもの悩みごと相談＠埼玉(埼玉県)

その他

はい いいえ 無回答

ｎ=561
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■前回調査との比較 

 
  

電話・面接・訪問等による育児相談 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 98 17.5 - -
いいえ 397 70.8 - -
無回答 66 11.8 - -

保育施設の利用相談 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 124 22.1 11.7 10.4
いいえ 367 65.4 70.6 -5.2
無回答 70 12.5 17.7 -5.2

ひとり親家庭相談 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 17 3.0 2.4 0.6
いいえ 467 83.2 79.9 3.3
無回答 77 13.7 17.7 -4.0

家庭児童相談室 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 50 8.9 8.8 0.1
いいえ 440 78.4 73.0 5.4
無回答 71 12.7 18.2 -5.5

地域子育て支援センター ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 263 46.9 43.2 3.7
いいえ 239 42.6 41.5 1.1
無回答 59 10.5 15.3 -4.8

教育相談・いじめ相談 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 31 5.5 5.2 0.3
いいえ 455 81.1 76.5 4.6
無回答 75 13.4 18.2 -4.8

子どもスマイルネット ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 3 0.5 0.7 -0.2
いいえ 478 85.2 80.3 4.9
無回答 80 14.3 19.0 -4.7

埼玉県救急電話相談＃7119 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 281 50.1 45.6 4.5
いいえ 217 38.7 38.7 0.0
無回答 63 11.2 15.6 -4.4

埼玉県AI救急相談 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 27 4.8 - -
いいえ 458 81.6 - -
無回答 76 13.5 - -

親と子どもの悩みごと相談＠埼玉 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 5 0.9 - -
いいえ 478 85.2 - -
無回答 78 13.9 - -
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■クロス集計による傾向分析 

 

 

 
  

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 561 17.5 70.8 11.8 22.1 65.4 12.5

いる 524 17.0 71.6 11.5 21.2 66.6 12.2

いない 35 25.7 60.0 14.3 37.1 48.6 14.3

核家族世帯 501 17.0 71.9 11.2 22.6 65.7 11.8

3世代世帯 54 20.4 63.0 16.7 18.5 63.0 18.5

とても感じている 71 18.3 76.1 5.6 23.9 66.2 9.9

感じることが多い 371 16.7 69.5 13.7 22.4 64.4 13.2

同じくらい 78 16.7 75.6 7.7 15.4 73.1 11.5

負担やつらさが多い 37 21.6 67.6 10.8 32.4 56.8 10.8

とても負担・つらい 2 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

常に感じる 14 14.3 64.3 21.4 35.7 57.1 7.1

たまに感じる 145 24.8 63.4 11.7 24.1 62.8 13.1

あまり感じない 277 15.5 74.0 10.5 20.6 68.2 11.2

全く感じない 122 13.9 72.1 13.9 20.5 63.9 15.6

子
育
て
の
喜
び

保育施設の利用相談

孤
立
感

電話・面接・訪問等による育児相
談

配偶
者

家族
構成

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 561 3.0 83.2 13.7 8.9 78.4 12.7

いる 524 1.1 85.3 13.5 8.4 79.0 12.6

いない 35 31.4 54.3 14.3 17.1 71.4 11.4

核家族世帯 501 3.0 84.4 12.6 8.4 79.6 12.0

3世代世帯 54 3.7 72.2 24.1 14.8 66.7 18.5

とても感じている 71 1.4 88.7 9.9 7.0 84.5 8.5

感じることが多い 371 2.7 82.5 14.8 7.3 78.2 14.6

同じくらい 78 1.3 89.7 9.0 10.3 80.8 9.0

負担やつらさが多い 37 13.5 70.3 16.2 21.6 70.3 8.1

とても負担・つらい 2 0.0 50.0 50.0 100.0 0.0 0.0

常に感じる 14 7.1 64.3 28.6 7.1 71.4 21.4

たまに感じる 145 3.4 82.1 14.5 13.8 73.1 13.1

あまり感じない 277 2.2 87.0 10.8 6.9 83.0 10.1

全く感じない 122 4.1 77.9 18.0 8.2 74.6 17.2

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

ひとり親家庭相談

配偶
者

家族
構成

家庭児童相談室

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 561 46.9 42.6 10.5 5.5 81.1 13.4

いる 524 48.1 41.8 10.1 5.0 82.1 13.0

いない 35 28.6 57.1 14.3 14.3 68.6 17.1

核家族世帯 501 47.1 43.3 9.6 5.4 82.0 12.6

3世代世帯 54 42.6 38.9 18.5 7.4 72.2 20.4

とても感じている 71 50.7 42.3 7.0 2.8 88.7 8.5

感じることが多い 371 46.6 42.0 11.3 4.3 81.1 14.6

同じくらい 78 41.0 50.0 9.0 5.1 83.3 11.5

負担やつらさが多い 37 51.4 37.8 10.8 18.9 67.6 13.5

とても負担・つらい 2 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

常に感じる 14 50.0 28.6 21.4 21.4 57.1 21.4

たまに感じる 145 46.2 42.8 11.0 6.2 78.6 15.2

あまり感じない 277 46.6 45.5 7.9 6.5 83.0 10.5

全く感じない 122 46.7 38.5 14.8 0.8 82.0 17.2

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

教育相談・いじめ相談地域子育て支援センター

配偶
者

家族
構成
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■クロス集計による傾向分析 

 

 
  

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 561 0.5 85.2 14.3 50.1 38.7 11.2

いる 524 0.6 85.5 13.9 50.8 38.5 10.7

いない 35 0.0 82.9 17.1 40.0 42.9 17.1

核家族世帯 501 0.6 86.2 13.2 50.5 39.1 10.4

3世代世帯 54 0.0 75.9 24.1 46.3 35.2 18.5

とても感じている 71 1.4 88.7 9.9 49.3 42.3 8.5

感じることが多い 371 0.3 84.4 15.4 50.9 37.7 11.3

同じくらい 78 0.0 88.5 11.5 46.2 42.3 11.5

負担やつらさが多い 37 0.0 83.8 16.2 48.6 37.8 13.5

とても負担・つらい 2 50.0 50.0 0.0 100.0 0.0 0.0

常に感じる 14 0.0 71.4 28.6 42.9 35.7 21.4

たまに感じる 145 0.7 84.1 15.2 49.7 39.3 11.0

あまり感じない 277 0.7 87.4 11.9 52.0 39.0 9.0

全く感じない 122 0.0 82.8 17.2 46.7 37.7 15.6

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

子どもスマイルネット

配偶
者

家族
構成

埼玉県救急電話相談＃7119

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 561 4.8 81.6 13.5 0.9 85.2 13.9

いる 524 5.2 81.7 13.2 1.0 85.5 13.5

いない 35 0.0 82.9 17.1 0.0 82.9 17.1

核家族世帯 501 4.6 83.0 12.4 1.0 86.2 12.8

3世代世帯 54 7.4 68.5 24.1 0.0 75.9 24.1

とても感じている 71 4.2 85.9 9.9 1.4 90.1 8.5

感じることが多い 371 5.7 80.1 14.3 0.8 84.1 15.1

同じくらい 78 3.8 84.6 11.5 0.0 88.5 11.5

負担やつらさが多い 37 0.0 83.8 16.2 2.7 81.1 16.2

とても負担・つらい 2 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0

常に感じる 14 0.0 71.4 28.6 0.0 71.4 28.6

たまに感じる 145 6.2 78.6 15.2 1.4 83.4 15.2

あまり感じない 277 5.8 83.8 10.5 1.1 88.1 10.8

全く感じない 122 1.6 81.1 17.2 0.0 82.0 18.0

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

埼玉県AI救急相談

配偶
者

家族
構成

親と子どもの悩みごと相談＠埼玉
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【Ｃ 今後利用したい】 

○ 今後利用したい相談事業・相談窓口について、「はい」の割合が高い事業・窓口は、「埼玉

県救急電話相談＃7119」が57.4％、「埼玉県ＡＩ救急相談」が37.1％、「親と子どもの

悩みごと相談＠埼玉」が 24.2％などとなっています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「教育相談・いじめ相談」、「子どもスマイルネット」、「家

庭児童相談室」で「はい」の割合が減少しています。 

○ 配偶者の有無別にみると、配偶者がいない人では、いる人に比べて「ひとり親家庭相談」で

「はい」の割合が高くなっています。 

 

 

 
  

20.9

13.0

7.7

15.7

21.0

21.7

12.8

57.4

37.1

24.2

1.4

64.2

71.5

76.6

68.4

62.6

62.6

70.9

28.3

48.0

61.3

37.4

15.0

15.5

15.7

15.9

16.4

15.7

16.2

14.3

15.0

14.4

61.1

電話・面接・訪問等による育児相談(保健センター)

保育施設の利用相談(保育課)

ひとり親家庭相談(こども支援課)

家庭児童相談室(こども支援課)

地域子育て支援センター

教育相談・いじめ相談(教育相談センター)

子どもスマイルネット(埼玉県)

埼玉県救急電話相談＃7119

埼玉県AI救急相談

親と子どもの悩みごと相談＠埼玉(埼玉県)

その他

はい いいえ 無回答

ｎ=561
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■前回調査との比較 

 
  

電話・面接・訪問等による育児相談 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 117 20.9 - -
いいえ 360 64.2 - -
無回答 84 15.0 - -

保育施設の利用相談 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 73 13.0 14.5 -1.5
いいえ 401 71.5 64.6 6.9
無回答 87 15.5 20.9 -5.4

ひとり親家庭相談 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 43 7.7 8.8 -1.1
いいえ 430 76.6 70.2 6.4
無回答 88 15.7 21.0 -5.3

家庭児童相談室 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 88 15.7 25.0 -9.3
いいえ 384 68.4 53.3 15.1
無回答 89 15.9 21.8 -5.9

地域子育て支援センター ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 118 21.0 26.1 -5.1
いいえ 351 62.6 53.3 9.3
無回答 92 16.4 20.7 -4.3

教育相談・いじめ相談 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 122 21.7 36.9 -15.2
いいえ 351 62.6 43.0 19.6
無回答 88 15.7 20.1 -4.4

子どもスマイルネット ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 72 12.8 23.1 -10.3
いいえ 398 70.9 54.9 16.0
無回答 91 16.2 22.0 -5.8

埼玉県救急電話相談＃7119 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 322 57.4 63.3 -5.9
いいえ 159 28.3 18.2 10.1
無回答 80 14.3 18.4 -4.1

埼玉県AI救急相談 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 208 37.1 - -
いいえ 269 48.0 - -
無回答 84 15.0 - -

親と子どもの悩みごと相談＠埼玉 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

はい 136 24.2 - -
いいえ 344 61.3 - -
無回答 81 14.4 - -
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■クロス集計による傾向分析 

 

 

 
  

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 561 20.9 64.2 15.0 13.0 71.5 15.5

いる 524 21.4 64.3 14.3 13.0 71.8 15.3

いない 35 14.3 62.9 22.9 14.3 68.6 17.1

核家族世帯 501 21.6 65.1 13.4 13.6 72.5 14.0

3世代世帯 54 13.0 57.4 29.6 7.4 63.0 29.6

とても感じている 71 21.1 67.6 11.3 12.7 76.1 11.3

感じることが多い 371 21.6 63.1 15.4 14.0 69.8 16.2

同じくらい 78 21.8 65.4 12.8 7.7 79.5 12.8

負担やつらさが多い 37 10.8 70.3 18.9 16.2 64.9 18.9

とても負担・つらい 2 50.0 0.0 50.0 0.0 50.0 50.0

常に感じる 14 7.1 64.3 28.6 14.3 57.1 28.6

たまに感じる 145 21.4 61.4 17.2 13.8 67.6 18.6

あまり感じない 277 22.4 65.3 12.3 13.0 74.4 12.6

全く感じない 122 18.0 64.8 17.2 10.7 72.1 17.2

保育施設の利用相談電話・面接・訪問等による育児相談

配偶
者

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

家族
構成

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 561 7.7 76.6 15.7 15.7 68.4 15.9

いる 524 4.6 79.6 15.8 15.1 69.3 15.6

いない 35 54.3 34.3 11.4 25.7 57.1 17.1

核家族世帯 501 7.8 78.0 14.2 16.2 69.3 14.6

3世代世帯 54 5.6 63.0 31.5 13.0 59.3 27.8

とても感じている 71 4.2 83.1 12.7 12.7 76.1 11.3

感じることが多い 371 7.3 76.5 16.2 15.1 68.2 16.7

同じくらい 78 7.7 79.5 12.8 14.1 71.8 14.1

負担やつらさが多い 37 18.9 62.2 18.9 27.0 54.1 18.9

とても負担・つらい 2 0.0 50.0 50.0 100.0 0.0 0.0

常に感じる 14 21.4 50.0 28.6 14.3 57.1 28.6

たまに感じる 145 6.2 75.2 18.6 20.0 62.1 17.9

あまり感じない 277 8.3 79.4 12.3 15.9 71.1 13.0

全く感じない 122 5.7 75.4 18.9 9.0 72.1 18.9

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

ひとり親家庭相談

配偶
者

家族
構成

家庭児童相談室

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 561 21.0 62.6 16.4 21.7 62.6 15.7

いる 524 21.2 62.6 16.2 21.4 63.4 15.3

いない 35 20.0 62.9 17.1 28.6 51.4 20.0

核家族世帯 501 22.2 63.1 14.8 23.0 62.9 14.2

3世代世帯 54 11.1 57.4 31.5 11.1 59.3 29.6

とても感じている 71 19.7 67.6 12.7 16.9 71.8 11.3

感じることが多い 371 22.4 60.1 17.5 22.6 60.9 16.4

同じくらい 78 16.7 70.5 12.8 23.1 62.8 14.1

負担やつらさが多い 37 18.9 62.2 18.9 18.9 62.2 18.9

とても負担・つらい 2 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0

常に感じる 14 14.3 57.1 28.6 14.3 57.1 28.6

たまに感じる 145 23.4 57.9 18.6 23.4 57.9 18.6

あまり感じない 277 22.0 64.3 13.7 25.3 62.1 12.6

全く感じない 122 15.6 65.6 18.9 11.5 70.5 18.0

子
育
て
の
喜
び

地域子育て支援センター

配偶
者

家族
構成

教育相談・いじめ相談
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■クロス集計による傾向分析 

 

 
 

 

  

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 561 12.8 70.9 16.2 57.4 28.3 14.3

いる 524 12.6 71.4 16.0 57.8 28.2 13.9

いない 35 17.1 65.7 17.1 51.4 31.4 17.1

核家族世帯 501 12.8 72.5 14.8 57.9 29.1 13.0

3世代世帯 54 14.8 55.6 29.6 51.9 22.2 25.9

とても感じている 71 11.3 76.1 12.7 62.0 26.8 11.3

感じることが多い 371 12.7 70.1 17.3 57.4 27.8 14.8

同じくらい 78 16.7 70.5 12.8 60.3 28.2 11.5

負担やつらさが多い 37 8.1 73.0 18.9 40.5 40.5 18.9

とても負担・つらい 2 50.0 50.0 0.0 100.0 0.0 0.0

常に感じる 14 7.1 64.3 28.6 42.9 28.6 28.6

たまに感じる 145 17.2 65.5 17.2 56.6 26.9 16.6

あまり感じない 277 12.6 72.9 14.4 59.6 29.2 11.2

全く感じない 122 7.4 74.6 18.0 54.1 28.7 17.2

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

子どもスマイルネット

配偶
者

家族
構成

埼玉県救急電話相談＃7119

ｎ
はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答

全体 561 37.1 48.0 15.0 24.2 61.3 14.4

いる 524 37.4 48.1 14.5 24.4 61.5 14.1

いない 35 34.3 45.7 20.0 22.9 60.0 17.1

核家族世帯 501 37.5 49.1 13.4 24.6 62.3 13.2

3世代世帯 54 31.5 38.9 29.6 22.2 51.9 25.9

とても感じている 71 45.1 43.7 11.3 22.5 67.6 9.9

感じることが多い 371 37.2 47.4 15.4 24.3 60.4 15.4

同じくらい 78 34.6 51.3 14.1 26.9 61.5 11.5

負担やつらさが多い 37 27.0 54.1 18.9 18.9 62.2 18.9

とても負担・つらい 2 50.0 50.0 0.0 100.0 0.0 0.0

常に感じる 14 21.4 50.0 28.6 14.3 57.1 28.6

たまに感じる 145 40.7 40.7 18.6 31.7 51.7 16.6

あまり感じない 277 37.9 50.5 11.6 23.1 65.0 11.9

全く感じない 122 31.1 51.6 17.2 17.2 66.4 16.4

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

埼玉県AI救急相談

配偶
者

家族
構成

親と子どもの悩みごと相談＠埼玉
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問13 子育てに関する相談で特に重視することは何ですか。(○は３つまで) 

○ 子育てに関する相談で特に重視することについて、「話しやすい雰囲気」が 65.1％で最も

高く、次いで「専門的な情報の充実」が45.3％、「職員の対応スキルの高さ」が38.7％と

続いています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「関係機関や専門機関等へのつなぎをしてくれる」の割合が増

加し、「職員の対応スキルの高さ」の割合が減少しています。 

○ 配偶者の有無別にみると、配偶者がいない人では、いる人に比べて「話しやすい雰囲気」の

割合が低くなっています。 

○ 子育ての感じ方別にみると、とても喜びやうれしさを感じている人では、「専門的な情報の

充実」の割合が高くなっています。 

 

 
 

  

65.1 
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話しやすい雰囲気

専門的な情報の充実

職員の対応スキルの高さ

関係機関や専門機関等へのつなぎをしてくれる

安心して相談できる環境(子どもの預かり、

プライバシーの配慮等)が整っている

受付時間が長い、休日・夜間に

相談できるなどの利便性

自宅から近い、電話相談やオンライン相談

ができるなどのアクセスのしやすさ

LINE等のSNSやチャット形式で

匿名により相談できること

友人などからの評判のよさ

その他

無回答

ｎ=561

問13 子育てに関する相談で特に重視すること



Ⅲ 調査結果【小学生保護者】 

132 

■前回調査との比較 

 
 

■クロス集計による傾向分析 

  

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

話しやすい雰囲気 365 65.1 64.1 1.0
専門的な情報の充実 254 45.3 48.8 -3.5
職員の対応スキルの高さ 217 38.7 49.5 -10.8

関係機関や専門機関等へのつなぎをしてくれる※ 205 36.5 30.4 6.1
安心して相談できる環境(子どもの預かり、プラ
イバシーの配慮等)が整っている

149 26.6 28.1 -1.5

受付時間が長い、休日・夜間に相談できるなどの
利便性

128 22.8 23.1 -0.3

自宅から近い、電話相談やオンライン相談ができ
るなどのアクセスのしやすさ

102 18.2 18.6 -0.4

LINE等のSNSやチャット形式で匿名により相談で
きること

66 11.8 - -

友人などからの評判のよさ 37 6.6 3.7 2.9
その他 3 0.5 0.4 0.1
無回答 4 0.7 4.8 -4.1

ｎ

話しやすい
雰囲気

専門的な情
報の充実

職員の対応
スキルの高
さ

関係機関や
専門機関等
へのつなぎ
をしてくれ
る

安心して相
談できる環
境が整って
いる

受付時間が
長い、休
日・夜間に
相談できる
などの利便
性

全体 561 65.1 45.3 38.7 36.5 26.6 22.8

いる 524 66.0 45.4 39.3 37.2 25.6 22.5

いない 35 48.6 45.7 31.4 25.7 40.0 25.7

核家族世帯 501 64.7 44.7 39.3 35.9 27.1 23.2

3世代世帯 54 68.5 48.1 33.3 38.9 22.2 20.4

とても感じている 71 59.2 62.0 39.4 35.2 19.7 25.4

感じることが多い 371 67.9 41.8 40.4 37.2 28.0 22.6

同じくらい 78 60.3 43.6 35.9 34.6 24.4 24.4

負担やつらさが多い 37 56.8 48.6 24.3 37.8 29.7 16.2

とても負担・つらい 2 50.0 100.0 100.0 0.0 50.0 0.0

常に感じる 14 50.0 64.3 42.9 35.7 28.6 14.3

たまに感じる 145 70.3 42.8 35.9 37.9 30.3 22.8

あまり感じない 277 65.3 46.9 37.5 35.7 26.0 21.7

全く感じない 122 59.0 43.4 44.3 36.9 23.0 26.2

ｎ

自宅から近
い、電話相
談やオンラ
イン相談が
できるなど
のアクセス
のしやすさ

LINE等の
SNSや
チャット形
式で匿名に
より相談で
きること

友人などか
らの評判の
よさ

その他 無回答

全体 561 18.2 11.8 6.6 0.5 0.7

いる 524 17.6 11.5 6.5 0.4 0.6

いない 35 25.7 17.1 8.6 2.9 2.9

核家族世帯 501 17.6 12.0 6.8 0.4 0.8

3世代世帯 54 24.1 11.1 5.6 1.9 0.0

とても感じている 71 19.7 8.5 2.8 0.0 1.4

感じることが多い 371 16.7 10.5 7.5 0.8 0.8

同じくらい 78 19.2 17.9 3.8 0.0 0.0

負担やつらさが多い 37 29.7 16.2 10.8 0.0 0.0

とても負担・つらい 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

常に感じる 14 14.3 14.3 0.0 0.0 0.0

たまに感じる 145 22.8 13.1 6.9 0.0 0.7

あまり感じない 277 16.2 13.4 7.6 0.7 0.4

全く感じない 122 17.2 6.6 4.9 0.8 1.6

子
育
て
の
喜
び

配偶
者

家族
構成

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

孤
立
感

配偶
者

家族
構成
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問14 子育てに関する情報を、どこから入手していますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

○ 子育てに関する情報の入手先について、「子育ての仲間・保護者仲間」が 65.6％で最も高

く、次いで「隣近所の人、知人、友人」が58.6％、「インターネット・ＳＮＳ」が58.3％

と続いています。 

○ 配偶者の有無別にみると、配偶者がいない人では、いる人に比べて「子育て仲間・保護者仲

間」、「隣近所の人、知人、友人」、「市の広報やパンフレット・子育て情報誌」の割合が

低くなっています。 

○ 孤立感別にみると、孤立感を常に感じている人では、そうでない人に比べて「子育ての仲間・

保護者仲間」、「隣近所の人、知人、友人」の割合が低くなっています。 

 

 

 
 

  

65.6 

58.6 

58.3 

44.2 

37.4 

18.9 

16.9 

8.0 

1.2 

1.2 

1.4 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80%

子育ての仲間・保護者仲間

隣近所の人、知人、友人

インターネット・SNS

親族(親、兄弟姉妹等)

市の広報やパンフレット・子育て情報誌

テレビ・ラジオ、新聞

保育所・幼稚園・認定こども園

子育て雑誌、育児書

その他

情報の入手先がない

情報の入手手段がわからない

無回答

ｎ=561

問14 子育てに関する情報の入手先
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■クロス集計による傾向分析 

 
 

 

 

ｎ

子育ての仲
間・保護者
仲間

隣近所の
人、知人、
友人

インター
ネット・
SNS

親族(親、
兄弟姉妹
等)

市の広報や
パンフレッ
ト・子育て
情報誌

テレビ・ラ
ジオ、新聞

全体 561 65.6 58.6 58.3 44.2 37.4 18.9

いる 524 67.6 59.7 58.0 44.3 38.5 19.5

いない 35 40.0 40.0 60.0 40.0 22.9 11.4

核家族世帯 501 65.9 58.5 57.1 44.3 36.7 19.2

3世代世帯 54 63.0 59.3 68.5 44.4 42.6 14.8

とても感じている 71 64.8 59.2 53.5 52.1 38.0 22.5

感じることが多い 371 71.2 61.7 58.8 45.0 38.3 18.3

同じくらい 78 59.0 56.4 56.4 41.0 38.5 19.2

負担やつらさが多い 37 27.0 32.4 64.9 27.0 27.0 18.9

とても負担・つらい 2 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

常に感じる 14 7.1 14.3 64.3 28.6 21.4 14.3

たまに感じる 145 64.1 52.4 64.8 38.6 41.4 21.4

あまり感じない 277 67.9 62.8 58.1 46.2 38.3 17.3

全く感じない 122 69.7 62.3 50.0 48.4 33.6 20.5

ｎ

保育所・幼
稚園・認定
こども園

子育て雑
誌、育児書

その他 情報の入手
先がない

情報の入手
手段がわか
らない

無回答

全体 561 16.9 8.0 1.2 1.2 1.4 0.5

いる 524 17.6 7.8 0.8 1.0 1.3 0.4

いない 35 8.6 11.4 8.6 5.7 2.9 2.9

核家族世帯 501 17.2 7.8 0.8 1.2 1.6 0.6

3世代世帯 54 14.8 9.3 5.6 1.9 0.0 0.0

とても感じている 71 16.9 9.9 1.4 1.4 1.4 2.8

感じることが多い 371 17.5 8.1 1.1 0.3 1.1 0.3

同じくらい 78 19.2 10.3 2.6 3.8 0.0 0.0

負担やつらさが多い 37 8.1 0.0 0.0 5.4 8.1 0.0

とても負担・つらい 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

常に感じる 14 0.0 7.1 0.0 14.3 0.0 0.0

たまに感じる 145 17.9 8.3 0.7 0.7 1.4 0.0

あまり感じない 277 15.2 7.2 1.4 1.1 1.8 0.4

全く感じない 122 22.1 9.8 1.6 0.8 0.0 1.6

子
育
て
の
喜
び

配偶
者

家族
構成

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

孤
立
感

配偶
者

家族
構成
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Ⅲ-４．お子さんの放課後の過ごし方について 

問15 宛名のお子さんは、現在、放課後児童保育室を利用していますか。 

（○は１つ） 

○ 放課後児童保育室の利用の有無について、「利用している」が 19.6％、「利用していない」

が80.0％となっています。 

○ 子どもの学年別にみると、「利用している」の割合が、1・2年生では3 割強、3・4年生で

は2割強となっています。 

○ 母親の就労状況別にみると、「利用している」の割合が、フルタイムの人で 41.1％、パー

ト・アルバイト等の人で 9.3％となっています。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 
■クロス集計による傾向分析 

 
 

 

  

19.6 80.0 0.4

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

利用している 利用していない 無回答

問15 放課後児童保育室の利用

ｎ

ｎ=561

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

利用している 110 19.6 17.9 1.7
利用していない 449 80.0 81.4 -1.4
無回答 2 0.4 0.7 -0.3

ｎ

利用している 利用していない 無回答

全体 561 19.6 80.0 0.4

小学1年生 90 34.4 65.6 0.0

小学2年生 111 33.3 65.8 0.9

小学3年生 88 22.7 77.3 0.0

小学4年生 98 21.4 78.6 0.0

小学5年生 83 0.0 98.8 1.2

小学6年生 90 1.1 98.9 0.0

フルタイム 219 41.1 58.4 0.5

パート・アルバイト等 216 9.3 90.3 0.5

就労していない 121 0.0 100.0 0.0

子
ど
も
の
学
年

母
就
労
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【問 15で「１．利用している」に○を付けた方にうかがいます】 

問 15-1 宛名のお子さんについて、放課後児童保育室の利用日数はどれくらいですか。（カ

ッコ内に数字をご記入ください。また○は１つ） 

○ 放課後児童保育室を利用している人に利用日数をうかがったところ、平均で週4.52日、最

大値が6日、最小値が1 日となっています。 

○ 土曜日の利用について、「ある」が24.5％、「ない」が75.5％となっています。 

 

 

週○日 (日) 

平均 4.52 

最大値 6.00 

最小値 1.00 

 

 

（うち土曜日の利用） 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 

  

24.5 75.5 0.0

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

ある ない 無回答

問15-1 うち土曜日の利用

ｎ

ｎ=110

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=110）
前回

（ｎ=96）
増減

ある 27 24.5 22.9 1.6
ない 83 75.5 74.0 1.5
無回答 0 0.0 3.1 -3.1
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【問 15で「１．利用している」に○を付けた方にうかがいます】 

問 15-2 利用している放課後児童保育室に関する満足度をお答えください。 

（○は１つ） 

○ 放課後児童保育室を利用している人にその満足度をうかがったところ、「満足度が高い」が

43.6％、「どちらかといえば満足度が高い」が31.8％で、合わせると75.4％の人が『満足

度が高い』と回答しています。 

○ 「どちらかというと満足度が低い」と「満足度が低い」を合わせた『満足度が低い』は12.7％

となっています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「どちらかというと満足度が低い」の割合が増加し、「どちら

でもない」の割合が減少しています。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 

  

3.6 

9.1 

11.8 

31.8 

43.6 

0.0 

0% 20% 40% 60%

満足度が低い

どちらかというと満足度が低い

どちらでもない

どちらかというと満足度が高い

満足度が高い

無回答

ｎ=110

問15-2 放課後児童保育室に関する満足度

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=110）
前回

（ｎ=96）
増減

満足度が低い 4 3.6 2.1 1.5
どちらかというと満足度が低い 10 9.1 2.1 7.0
どちらでもない 13 11.8 29.2 -17.4
どちらかというと満足度が高い 35 31.8 28.1 3.7
満足度が高い 48 43.6 36.5 7.1
無回答 0 0.0 2.1 -2.1
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【問 15で「２．利用していない」に○を付けた方にうかがいます】 

問 15-3 放課後児童保育室を利用していない大きな理由は何ですか。 

（○は３つまで） 

○ 放課後児童保育室を利用していない人にその理由をうかがったところ、「子どもの世話をし

ている人が現在就労していない」が 28.5％で最も高く、次いで「子どもは放課後に習い事

をしている」が21.4％、「受け入れ学年以上だから」が20.7％と続いています。 

○ 前回調査の結果と比べると「子どもの世話をしている人が現在就労していない」の割合が減

少しています。 

○ 学年別にみると、1・2 年生では「ココフレンドを利用している」の割合が高く、5・6年生

では「受け入れ学年以上だから」の割合が高くなっているほか、4年生以上では3年生以下

に比べて「放課後の短時間だけならば、子どもだけでも大丈夫だと思う」の割合が高くなっ

ています。 

 

 
 

 

  

28.5 

21.4 

20.7 

16.9 

16.3 

15.4 

9.6 

6.9 

2.9 

2.9 

1.1 

0.9 

0.9 

14.7 

0.7 

0% 10% 20% 30%

子どもの世話をしている人が現在就労していない

子どもは放課後に習い事をしている

受け入れ学年以上だから

子どもの放課後居場所づくり事業

(ココフレンド)を利用している

利用料がかかる

放課後の短時間だけならば、

子どもだけでも大丈夫だと思う

祖父母等の親族にみてもらえる

送迎が負担となっている

他の施設に預けている

役員や当番などの負担が大きい

他の子どもとの人間関係が悪い

放課後児童保育室を知らなかった

放課後児童保育室の開所時間が短い

その他

無回答

ｎ=449

問15-3 放課後児童保育室を利用していない理由
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■前回調査との比較 

 
 

 
■クロス集計による傾向分析 

 
 

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=449）
前回

（ｎ=437）
増減

子どもの世話をしている人が現在就労していない 128 28.5 35.5 -7.0
子どもは放課後に習い事をしている 96 21.4 22.2 -0.8
受け入れ学年以上だから 93 20.7 16.0 4.7
子どもの放課後居場所づくり事業(ココフレンド)
を利用している

76 16.9 19.2 -2.3

利用料がかかる 73 16.3 9.2 7.1
放課後の短時間だけならば、子どもだけでも大丈
夫だと思う

69 15.4 17.4 -2.0

祖父母等の親族にみてもらえる 43 9.6 12.6 -3.0
送迎が負担となっている 31 6.9 - -
他の施設に預けている 13 2.9 1.4 1.5
役員や当番などの負担が大きい 13 2.9 7.1 -4.2
他の子どもとの人間関係が悪い 5 1.1 1.4 -0.3
放課後児童保育室を知らなかった 4 0.9 0.5 0.4
放課後児童保育室の開所時間が短い 4 0.9 1.1 -0.2
その他 66 14.7 20.4 -5.7
無回答 3 0.7 2.3 -1.6

ｎ

子どもの
世話をし
ている人
が現在就
労してい
ない

子どもは
放課後に
習い事を
している

受け入れ
学年以上
だから

ココフレ
ンドを利
用してい
る

利用料が
かかる

放課後の
短時間だ
けなら
ば、子ど
もだけで
も大丈夫
だと思う

祖父母等
の親族に
みてもら
える

送迎が負
担となっ
ている

全体 449 28.5 21.4 20.7 16.9 16.3 15.4 9.6 6.9

小学1年生 59 39.0 25.4 0.0 42.4 28.8 1.7 13.6 3.4

小学2年生 73 41.1 24.7 0.0 32.9 26.0 6.8 13.7 13.7

小学3年生 68 29.4 20.6 0.0 22.1 22.1 8.8 13.2 13.2

小学4年生 77 27.3 23.4 1.3 9.1 16.9 23.4 5.2 3.9

小学5年生 82 26.8 20.7 51.2 2.4 3.7 15.9 8.5 3.7

小学6年生 89 13.5 15.7 56.2 3.4 6.7 29.2 5.6 4.5

ｎ

他の施設
に預けて
いる

役員や当
番などの
負担が大
きい

他の子ど
もとの人
間関係が
悪い

放課後児
童保育室
を知らな
かった

放課後児
童保育室
の開所時
間が短い

その他 無回答

全体 449 2.9 2.9 1.1 0.9 0.9 14.7 0.7

小学1年生 59 5.1 1.7 1.7 0.0 1.7 16.9 0.0

小学2年生 73 1.4 4.1 1.4 0.0 2.7 15.1 0.0

小学3年生 68 2.9 5.9 0.0 2.9 1.5 19.1 1.5

小学4年生 77 3.9 3.9 3.9 2.6 0.0 19.5 1.3

小学5年生 82 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0

小学6年生 89 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 12.4 1.1

子
ど
も
の
学
年

子
ど
も
の
学
年
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問16 宛名のお子さんは、現在、子どもの放課後居場所づくり事業（ココフレンド）を利用

していますか。（○は１つ） 

○ 子どもの放課後居場所づくり事業（ココフレンド）の利用の有無について、「利用している」

が25.5％、「利用していない」が74.0％となっています。 

○ 前回調査と比べると、「利用していない」の割合が増加しています。 

○ 子どもの学年別にみると、学年が低いほど「利用している」の割合が高くなっています。 

○ 母親の就労状況別にみると、「利用している」の割合が、フルタイムの人で 16.0％、パー

ト・アルバイト等の人、就労していない人で約3 割となっています。 

 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 
■クロス集計による傾向分析 

 
 

 

 

  

25.5 74.0 0.5

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

利用している 利用していない 無回答

問16 ココフレンドの利用

ｎ

ｎ=561

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

利用している 143 25.5 32.2 -6.7
利用していない 415 74.0 47.9 26.1
無回答 3 0.5 18.4 -17.9

ｎ

利用している 利用していない 無回答

全体 561 25.5 74.0 0.5

小学1年生 90 50.0 48.9 1.1

小学2年生 111 45.0 54.1 0.9

小学3年生 88 31.8 68.2 0.0

小学4年生 98 15.3 83.7 1.0

小学5年生 83 4.8 95.2 0.0

小学6年生 90 1.1 98.9 0.0

フルタイム 219 16.0 83.6 0.5

パート・アルバイト等 216 31.9 67.1 0.9

就労していない 121 31.4 68.6 0.0

子
ど
も
の
学
年

母
就
労
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【問 16で「１．利用している」に○を付けた方にうかがいます】 

問 16-1 利用日数はどれくらいですか。（カッコ内に数字をご記入ください。） 

○ 子どもの放課後居場所づくり事業（ココフレンド）を利用している人に利用日数をうかがっ

たところ、平均で週1.48日、最大値が5日、最小値が0日となっています。 

 

 

利用日数 (日) 

平均 1.48 

最大値 5.00 

最小値 0.00 

 

 

 

【問 16で「１．利用している」に○を付けた方にうかがいます】 

問 16-2 利用している子どもの放課後居場所づくり事業（ココフレンド）に関する満足度を

お答えください。（○は１つ） 

○ 子どもの放課後居場所づくり事業（ココフレンド）を利用している人にその満足度をうかが

ったところ、「満足度が高い」が45.5％、「どちらかといえば満足度が高い」が28.7％で、

合わせると74.2％の人が『満足度が高い』と回答しています。 

○ 「どちらかというと満足度が低い」は7.0％、「満足度が低い」と回答した人はいませんで

した。 

○ 前回調査の結果と比べると、「満足度が高い」の割合が増加しています。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
  

0.0 

7.0 

18.9 

28.7 

45.5 

0.0 

0% 20% 40% 60%

満足度が低い

どちらかというと満足度が低い

どちらでもない

どちらかというと満足度が高い

満足度が高い

無回答

ｎ=143

問16-2 ココフレンドに関する満足度

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=143）
前回

（ｎ=173）
増減

満足度が低い 0 0.0 2.3 -2.3
どちらかというと満足度が低い 10 7.0 11.0 -4.0
どちらでもない 27 18.9 22.0 -3.1
どちらかというと満足度が高い 41 28.7 34.7 -6.0
満足度が高い 65 45.5 29.5 16.0
無回答 0 0.0 0.6 -0.6
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【問 16で「２．利用していない」に○を付けた方にうかがいます】 

問 16-3 子どもの放課後居場所づくり事業（ココフレンド）を利用していない大きな理由は

何ですか。（○は３つまで） 

○ 子どもの放課後居場所づくり事業（ココフレンド）を利用していない人にその理由をうかが

ったところ、「放課後の短時間だけならば、子どもだけでも大丈夫だから」が 28.7％で最

も高く、次いで「子どもは放課後に習い事をしている」が 24.1％、「放課後児童保育室を

利用している」が21.7％と続いています。 

○ 学年別にみると、特に 5・6年生で「放課後の短時間だけならば、子どもだけでも大丈夫だ

と思う」の割合が高くなっています。また、１・２年生では「放課後児童保育室を利用して

いる」の割合が高くなっています。 

 

 

 
 

  

28.7 

24.1 

21.7 

17.6 

9.2 

7.7 

6.0 

3.9 

1.4 

1.4 

18.8 

0.5 

0% 10% 20% 30% 40%

放課後の短時間だけならば、

子どもだけでも大丈夫だと思うから

子どもは放課後に習い事をしている

放課後児童保育室を利用している

子どもの世話をしている人が現在就労していない

子どもの放課後居場所づくり事業

(ココフレンド)の開室時間が短い

祖父母等の親族にみてもらえる

他の施設に預けている

実費負担がある

子どもの放課後居場所づくり事業

(ココフレンド)を知らなかった

他の子どもとの人間関係が悪い

その他

無回答

ｎ=415

問16-3 ココフレンドを利用していない理由
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■前回調査との比較 

 
 

■クロス集計による傾向分析 

 
  

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=415）
前回

（ｎ=257）
増減

放課後の短時間だけならば、子どもだけでも大丈
夫だと思うから

119 28.7 23.3 5.4

子どもは放課後に習い事をしている 100 24.1 24.9 -0.8
放課後児童保育室を利用している 90 21.7 18.3 3.4
子どもの世話をしている人が現在就労していない 73 17.6 22.2 -4.6
子どもの放課後居場所づくり事業(ココフレンド)
の開室時間が短い

38 9.2 8.6 0.6

祖父母等の親族にみてもらえる 32 7.7 13.2 -5.5
他の施設に預けている 25 6.0 1.2 4.8
実費負担がある 16 3.9 2.3 1.6
子どもの放課後居場所づくり事業(ココフレンド)
を知らなかった

6 1.4 5.4 -4.0

他の子どもとの人間関係が悪い 6 1.4 1.6 -0.2
その他 78 18.8 27.6 -8.8
無回答 2 0.5 1.2 -0.7

ｎ

放課後の短
時間だけな
らば、子ど
もだけでも
大丈夫だと
思うから

子どもは放
課後に習い
事をしてい
る

放課後児童
保育室を利
用している

子どもの世
話をしてい
る人が現在
就労してい
ない

ココフレン
ドの開室時
間が短い

祖父母等の
親族にみて
もらえる

全体 415 28.7 24.1 21.7 17.6 9.2 7.7

小学1年生 44 0.0 15.9 56.8 15.9 13.6 6.8

小学2年生 60 11.7 15.0 50.0 6.7 20.0 11.7

小学3年生 60 15.0 25.0 28.3 20.0 11.7 11.7

小学4年生 82 22.0 24.4 19.5 22.0 7.3 4.9

小学5年生 79 50.6 32.9 0.0 26.6 3.8 7.6

小学6年生 89 50.6 25.8 2.2 12.4 4.5 5.6

ｎ

他の施設に
預けている

実費負担が
ある

ココフレン
ドを知らな
かった

他の子ども
との人間関
係が悪い

その他 無回答

全体 415 6.0 3.9 1.4 1.4 18.8 0.5

小学1年生 44 13.6 2.3 0.0 2.3 22.7 0.0

小学2年生 60 3.3 3.3 3.3 0.0 15.0 0.0

小学3年生 60 6.7 6.7 3.3 0.0 13.3 3.3

小学4年生 82 8.5 3.7 1.2 2.4 25.6 0.0

小学5年生 79 2.5 3.8 1.3 3.8 15.2 0.0

小学6年生 89 4.5 3.4 0.0 0.0 19.1 0.0

子
ど
も
の
学
年

子
ど
も
の
学
年
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（参考）放課後児童保育室とココフレンドの利用状況 

 

○ 放課後児童保育室と子どもの放課後居場所づくり事業（ココフレンド）の利用状況をクロス

集計すると、「どちらも利用している」人は0.9％、「放課後児童保育室のみ利用している」

人は18.5％、「ココフレンドのみ利用している」人は24.6％、「どちらも利用していない」

人は55.3％となっています。 

 

 

 
 

 

 

  

ｎ

どちらも利用
している

放課後児童保
育室のみ利用
している

ココフレンド
のみ利用して
いる

どちらも利用
していない

無回答

全体 561 0.9 18.5 24.6 55.3 0.7

フルタイム 219 1.8 38.8 14.2 44.3 0.9

パート・アルバイト等 216 0.5 8.8 31.5 58.3 0.9

就労していない 121 0.0 0.0 31.4 68.6 0.0

母
就
労
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問17 放課後の過ごし方のなかで放課後児童保育室または子どもの放課後居場所づくり事業

（ココフレンド）の利用を選択した理由はなんですか（双方に登録している方は主に利

用している事業についてお答えください。（○は３つまで） 

①放課後児童保育室の利用を選択した方（○は３つまで） 

○ 放課後児童保育室の利用を選択した理由について、「長期休暇中の保育希望に対応できる」

が 89.1％で最も高く、次いで「17 時以降の保育希望に対応できる」が 86.4％、「土曜日

の保育が可能である」が 29.1％と続いています。 

○ 前回調査の結果と比べると「17 時以降の保育希望に対応できる」、「長期休暇中の保育希

望に対応できる」、「土曜日の保育が可能である」の割合が増加しています。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 

 

 

  

89.1 

86.4 

29.1 

17.3 

14.5 

8.2 

2.7 

1.8 

0.0 

2.7 

3.6 

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

長期休暇中(夏休み等)の保育希望に対応できる

17時以降の保育希望に対応できる

土曜日の保育が可能である

おやつの提供がある

運営スタッフの対応が良い

自由に過ごせる環境が整っている

子どもが希望した

イベント内容が魅力的

活動方針についての考え方が合う

その他

無回答

ｎ=110

問17 ①放課後児童保育室の利用の理由

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=110）
前回

（ｎ=75）
増減

長期休暇中(夏休み等)の保育希望に対応できる 98 89.1 66.7 22.4
17時以降の保育希望に対応できる 95 86.4 62.7 23.7
土曜日の保育が可能である 32 29.1 14.7 14.4
おやつの提供がある 19 17.3 14.7 2.6
運営スタッフの対応が良い 16 14.5 20.0 -5.5
自由に過ごせる環境が整っている 9 8.2 13.3 -5.1
子どもが希望した 3 2.7 6.7 -4.0
イベント内容が魅力的 2 1.8 5.3 -3.5
活動方針についての考え方が合う 0 0.0 2.7 -2.7
その他 3 2.7 1.3 1.4
無回答 4 3.6 25.3 -21.7
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②子どもの放課後居場所づくり事業（ココフレンド）の利用を選択した方（○は３つまで） 

○ 子どもの放課後居場所づくり事業（ココフレンド）を選択した理由について、「費用負担が

軽い」が60.8％で最も高く、次いで「出欠の自由度が高い」が 50.3％、「体育館や校庭で

遊べる」が37.8％と続いています。 

○ 前回調査と比べると「費用負担が軽い」、「体育館や校庭で遊べる」の割合が増加していま

す。 

 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 

  

60.8 

50.3 

37.8 

28.7 

20.3 

16.1 

14.7 

11.2 

9.8 

4.2 

0.0 

10.5 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

費用負担が軽い

出欠の自由度が高い

体育館や校庭で遊べる

学習(宿題)の時間がある

子どもが希望した

役員などの保護者負担がない

運営スタッフの対応が良い

同じ方面ごとの下校ができる

5、6年生の受入れが可能

イベント内容が魅力的

活動方針についての考え方が合う

その他

無回答

ｎ=143

問17 ②ココフレンドの利用の理由

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=143）
前回

（ｎ=173）
増減

費用負担が軽い 87 60.8 49.1 11.7
出欠の自由度が高い 72 50.3 41.6 8.7
体育館や校庭で遊べる 54 37.8 26.6 11.2
学習(宿題)の時間がある 41 28.7 31.2 -2.5
子どもが希望した 29 20.3 16.8 3.5
役員などの保護者負担がない 23 16.1 17.3 -1.2
運営スタッフの対応が良い 21 14.7 9.8 4.9
同じ方面ごとの下校ができる 16 11.2 8.1 3.1
5、6年生の受入れが可能 14 9.8 12.7 -2.9
イベント内容が魅力的 6 4.2 9.2 -5.0
活動方針についての考え方が合う 0 0.0 0.6 -0.6
その他 15 10.5 8.1 2.4
無回答 0 0.0 16.8 -16.8
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問18 宛名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日、夏休み・冬休み期間中に、放課後児

童保育室の利用希望はありますか（ありましたか）。 

（１）土曜日（あてはまるものすべてに○） 

○ 放課後児童保育室の土曜日の利用希望について、「利用する必要はない」が 69.5％で最も

高く、次いで「1、2 年生の間は利用したい（したかった）」が 23.7％、「3、4 年生の間

は利用したい（したかった）」が17.1％と続いています。 

○ 前回調査の結果と比べると「1、2 年生の間は利用したい（したかった）」の割合が増加し

ています。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 

  

69.5 

23.7 

17.1 

8.0 

2.5 

0% 20% 40% 60% 80%

利用する必要はない

1、2年生の間は利用したい(したかった)

3、4年生の間は利用したい(したかった)

5、6年生の間は利用したい(したかった)

無回答

ｎ=561

問18 (1)土曜日)放課後児童保育施設の利用希望

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

利用する必要はない 390 69.5 73.2 -3.7
1、2年生の間は利用したい(したかった) 133 23.7 12.3 11.4
3、4年生の間は利用したい(したかった) 96 17.1 10.1 7.0
5、6年生の間は利用したい(したかった) 45 8.0 4.8 3.2
無回答 14 2.5 11.5 -9.0
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（２）日曜・祝日（あてはまるものすべてに○） 

○ 放課後児童保育室の日曜・祝日の利用希望について、「利用する必要はない」が 79.7％で

最も高く、次いで「1、2 年生の間は利用したい（したかった）」が 14.3％、「3、4 年生

の間は利用したい（したかった）」が8.6％と続いています。 

○ 前回調査の結果と比べると「1、2 年生の間は利用したい（したかった）」の割合が増加し

ています。 

 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

  

79.7 

14.3 

8.6 

5.0 

3.6 

0% 20% 40% 60% 80%

利用する必要はない

1、2年生の間は利用したい(したかった)

3、4年生の間は利用したい(したかった)

5、6年生の間は利用したい(したかった)

無回答

ｎ=561

問18 (2)日曜・祝日)放課後児童保育施設の利用希望

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

利用する必要はない 447 79.7 79.7 0.0
1、2年生の間は利用したい(したかった) 80 14.3 6.5 7.8
3、4年生の間は利用したい(したかった) 48 8.6 4.5 4.1
5、6年生の間は利用したい(したかった) 28 5.0 2.6 2.4
無回答 20 3.6 12.3 -8.7
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（３）夏休み・冬休み期間中（あてはまるものすべてに○） 

○ 放課後児童保育室の夏休み・冬休み期間中の利用希望について、「1、2 年生の間は利用し

たい（したかった）」が 46.5％で最も高く、次いで「3、4年生の間は利用したい（したか

った）」が41.4％、「利用する必要はない」が40.3％と続いています。 

○ 前回調査の結果と比べると「1、2 年生の間は利用したい（したかった）」の割合が増加し

ています。 

 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 

 

  

46.5 

41.4 

40.3 

22.1 

1.8 

0% 20% 40% 60%

1、2年生の間は利用したい(したかった)

3、4年生の間は利用したい(したかった)

利用する必要はない

5、6年生の間は利用したい(したかった)

無回答

ｎ=561

問18 (3)夏休み・冬休み期間中)放課後児童保育施設の利用希望

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

1、2年生の間は利用したい(したかった) 261 46.5 35.0 11.5
3、4年生の間は利用したい(したかった) 232 41.4 40.4 1.0
利用する必要はない 226 40.3 42.6 -2.3
5、6年生の間は利用したい(したかった) 124 22.1 18.8 3.3
無回答 10 1.8 12.1 -10.3



Ⅲ 調査結果【小学生保護者】 

150 

問19 お子さんの放課後の居場所に必要と思うものは何ですか。(○は２つまで) 

○ 放課後の居場所に必要と思うことについて、「大人の見守りによる安全・安心な居場所」が

73.4％で最も高く、次いで「学びのきっかけとなる体験活動」が28.2％、「自由遊び」が

26.9％と続いています。 

○ 前回調査の結果と比べると「宿題の支援」の割合が増加し、「自由遊び」の割合が減少して

います。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 

 

  

73.4 

28.2 

26.9 

26.6 

11.6 

9.1 

5.9 

1.8 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80%

大人の見守りによる安全・安心な居場所

学びのきっかけとなる体験活動

自由遊び

宿題の支援

学力を高めるための学習支援

運動系の習い事

将来の職業の参考になる体験活動

文化系の習い事

無回答

ｎ=561

問19 子どもの放課後の居場所に必要と思うもの

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

大人の見守りによる安全・安心な居場所 412 73.4 78.4 -5.0
学びのきっかけとなる体験活動 158 28.2 24.2 4.0
自由遊び 151 26.9 33.5 -6.6
宿題の支援 149 26.6 19.0 7.6
学力を高めるための学習支援 65 11.6 10.4 1.2
運動系の習い事 51 9.1 7.3 1.8
将来の職業の参考になる体験活動 33 5.9 2.2 3.7
文化系の習い事 10 1.8 2.0 -0.2
無回答 5 0.9 3.7 -2.8
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Ⅲ-５．お子さんの病気の際の対応について 

問20 この１年間に、宛名のお子さんが病気やケガで学校を休んだり、放課後児童保育室を利

用できなかったことはありますか。（○は１つ） 

○ この１年間に宛名のお子さんが病気やケガで学校を休んだり、放課後児童保育室を利用でき

なかったことの有無をうかがったところ、「あった」が62.4％、「なかった」が 37.4％と

なっています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「あった」の割合が増加し、「なかった」の割合が減少してい

ます。 

○ 学年別にみると、5年生以上では4年生以下に比べて「あった」の割合が低くなっています。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

■クロス集計による傾向分析 

 

 

 

 

  

62.4 37.4 0.2

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

あった なかった 無回答

問20 この1年間に、子どもが病気やケガで学校を休んだり、放課後児童保育室を利用できなかったこと

ｎ

ｎ=561

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

あった 350 62.4 51.8 10.6
なかった 210 37.4 44.7 -7.3
無回答 1 0.2 3.5 -3.3

ｎ

あった なかった 無回答

全体 561 62.4 37.4 0.2

小学1年生 90 70.0 30.0 0.0

小学2年生 111 69.4 30.6 0.0

小学3年生 88 65.9 34.1 0.0

小学4年生 98 67.3 32.7 0.0

小学5年生 83 45.8 53.0 1.2

小学6年生 90 53.3 46.7 0.0

子
ど
も
の
学
年
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【問 20で「１．あった」に○を付けた方にうかがいます】 

問 20-1 その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思われま

したか。 

○ この１年間に宛名のお子さんが病気やケガで学校を休んだり、放課後児童保育室を利用でき

なかったことがある人に、その際の病児・病後児保育施設等の利用意向をうかがったところ、

「できれば利用したいと思った」が28.6％、「利用したいと思わなかった」が 71.4％とな

っています。 

○ 母親の就労状況別にみると、フルタイムの人では「できれば利用したいと思った」の割合が

高く、就労していない人では「利用したいと思わなかった」の割合が高くなっています。 

 

 
 

 
■クロス集計による傾向分析 

 
 

 

 

  

28.6 71.4 0.0

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

できれば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

問20-1 その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思ったか

ｎ

ｎ=350

ｎ

できれば利用した
いと思った

利用したいとは思
わなかった

無回答

全体 350 28.6 71.4 0.0

小学1年生 63 36.5 63.5 0.0

小学2年生 77 28.6 71.4 0.0

小学3年生 58 39.7 60.3 0.0

小学4年生 66 18.2 81.8 0.0

小学5年生 38 18.4 81.6 0.0

小学6年生 48 27.1 72.9 0.0

フルタイム 153 39.2 60.8 0.0

パート・アルバイト等 133 26.3 73.7 0.0

就労していない 62 8.1 91.9 0.0

子
ど
も
の
学
年

母
就
労
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【問 20-1で「２．利用したいとは思わなかった」に○を付けた方にうかがいます】 

問 20-2 病児・病後児のための保育施設等を、利用したいとは思わなかった理由について

お答えください。（あてはまるものすべてに○） 

○ 宛名のお子さんが病気やケガで学校を休んだり、放課後児童保育室を利用できなかった際に、

病児・病後児保育施設を利用したいと思わなかった人に、その理由をうかがったところ、「親

が仕事を休んで対応する」が 60.0％で最も高く、次いで「病児・病後児を他人に看てもら

うのは不安」が42.0％、「利用料がかかる・高い」が14.8％と続いています。 

 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

  

60.0 

42.0 

14.8 

14.4 

12.0 

4.8 

15.2 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

親が仕事を休んで対応する

病児・病後児を他人に看てもらうのは不安

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

事業の利便性(立地や利用可能時間・日数など)がよくない

事業の質に不安がある

その他

無回答

ｎ=250

問20-2 病児・病後児のための保育施設等を、利用したいとは思わなかった理由

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=250）
前回

（ｎ=120）
増減

親が仕事を休んで対応する 150 60.0 56.7 3.3
病児・病後児を他人に看てもらうのは不安 105 42.0 49.2 -7.2
利用料がかかる・高い 37 14.8 13.3 1.5
利用料がわからない 36 14.4 16.7 -2.3
事業の利便性がよくない 30 12.0 17.5 -5.5
事業の質に不安がある 12 4.8 8.3 -3.5
その他 38 15.2 15.8 -0.6
無回答 0 0.0 0.8 -0.8
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Ⅲ-６．お子さんの母親・父親の就労状況について 

問21 現在の就労状況はどれですか。（１つに○） 

①母親 

○ 母親の就労状況について、「フルタイム」が39.0％、「パート・アルバイト等」が38.5％、

「現在は就労していない」が21.6％となっています。 

○ 前回調査の結果と比べると「フルタイム」の割合が増加しています。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

 

②父親 

○ 父親の就労状況について、「フルタイム」が89.7％、「パート・アルバイト等」が2.7％、

「現在は就労していない」が2.9％となっています。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
  

39.0 

38.5 

21.6 

0.9 

0% 10% 20% 30% 40%

フルタイム(1週5日程度・1日8時間程度の就労)

パート・アルバイト等(フルタイム以外の就労)

現在は就労していない

無回答

ｎ=561

問21 就労状況）①母親

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

フルタイム 219 39.0 27.6 11.4
パート・アルバイト等 216 38.5 41.9 -3.4
現在は就労していない 121 21.6 25.7 -4.1
無回答 5 0.9 4.8 -3.9

89.7 

2.7 

2.9 

4.8 

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

フルタイム(1週5日程度・1日8時間程度の就労)

パート・アルバイト等(フルタイム以外の就労)

現在は就労していない

無回答

ｎ=561

問21 就労状況）②父親

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

フルタイム 503 89.7 88.8 0.9
パート・アルバイト等 15 2.7 1.1 1.6
現在は就労していない 16 2.9 0.4 2.5
無回答 27 4.8 9.7 -4.9
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【問 21で「１.フルタイム」または「２.パート・アルバイト等」を選んだ方にうかがいま

す。】 

問 21-1 普段の就労時間帯について、最も多いパターンはどれですか。 

（１つに○） 

①母親 

○ 母親の普段の就労時間帯について「主に昼間の就労」が92.9％、「主に夜間の就労」が0.7％、

「昼間・夜間の就労、いずれもある」が6.4％となっています。 

 

 
 

 

 

 

②父親 

○ 父親の普段の就労時間帯について「主に昼間の就労」が72.6％、「主に夜間の就労」が1.5％、

「昼間・夜間の就労、いずれもある」が25.7％となっています。 

 

 
 

 

 

92.9 

0.7 

6.4 

0.0 

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

主に昼間の就労

主に夜間の就労

昼間・夜間の就労、いずれもある

無回答

ｎ=435

問21-1 就労時間帯)①母親

72.6 

1.5 

25.7 

0.2 

0% 20% 40% 60% 80%

主に昼間の就労

主に夜間の就労

昼間・夜間の就労、いずれもある

無回答

ｎ=518

問21-1 就労時間帯)②父親
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Ⅲ-７．お子さんの数について 

問22 今後の予定も含めて、何人のお子さんを持つ予定ですか。（１つに○） 

○ 今後の予定も含めた子どもの数について、「2 人」が53.1％で最も高く、次いで「3人」が

23.4％、「1人」が 14.6％と続いています。 

 

 
 

 

5 人以上 (人) 

平均 5.20 

最大値 6.00 

最小値 5.00 

 

 

 

 

問23 理想的なお子さんの人数は何人ですか。（１つに○） 

○ 理想の子どもの数について、「2人」が45.3％で最も高く、次いで「3人」が 41.4％、「4

人」が6.2％と続いています。 

 

 
 

 

5 人以上 (人) 

平均 5.57 

最大値 10.00 

最小値 5.00 

  

14.6 53.1 23.4 4.8

1.8

2.3

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

1人 2人 3人 4人 5人以上 無回答

問22 子どもを持つ予定人数

ｎ

ｎ=561

4.1 45.3 41.4 6.2 2.5

0.5

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

1人 2人 3人 4人 5人以上 無回答

問23 理想的な子どもの人数

ｎ

ｎ=561
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【問 22の回答（予定の人数）が 問 23の回答（理想の人数）より少ない方にうかがいま

す。】 

問24 持つ予定の人数が理想の人数より少ないのはどうしてですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

○ 予定の人数が理想の人数より少ない人にその理由をうかがったところ、「子育てや教育にお

金がかかりすぎるから」が 69.4％で最も高く、次いで「高年齢で生むのはいやだから」が

26.4％、「自分の仕事に差し支えるから」が24.1％と続いています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

69.4 

26.4 

24.1 

20.4 

16.7 

13.9 

10.6 

7.9 

7.4 

6.0 

5.6 

5.1 

6.0 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80%

子育てや教育にお金がかかりすぎるから

高年齢で生むのはいやだから

自分の仕事(勤めや家業)に差し支えるから

これ以上、育児の心理的、肉体的負担に耐えられないから

ほしいけれども、できないから

家が狭いから

健康上の理由から

夫(妻)の家事・育児への協力が得られないから

子どもがのびのび育つ環境ではないから

夫(妻)が望まないから

末子が自分(配偶者)の定年退職までに成人してほしいから

自分や夫婦の生活を大切にしたいから

その他

無回答

ｎ=216

問24 持つ予定の人数が理想の人数より少ない理由
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Ⅲ-８．新座市の子育て支援について 

問25 新座市ではさまざまな子育て支援の取組みを行っていますが、次にあげる取組みにつ

いて、どのくらい満足していますか。（それぞれ○は１つ） 

○ 新座市の子育て支援の取組みに対する満足度について、「大変満足」の割合が高い取組みは、

「放課後児童保育室の充実」が7.3％、「保育園の保育内容の充実」が 6.6％、「広報紙や

情報誌等による子育て情報の発信」、「保育園の整備」がそれぞれ5.0％などとなっていま

す。また、「大変満足」と「やや満足」を合わせた『満足』の割合が高い取組みは、「広報

紙や情報誌等による子育て情報の発信」が50.3％、「母と子の健康を育む環境」が47.4％、

「放課後児童保育室の充実」が44.0％などとなっています。 

○ 一方、「大変不満」の割合が高い取組みは、「公園の整備」が22.8％、「仕事と子育ての両

立環境づくり」が14.8％、「家庭教育の支援」が 12.8％などとなっています。また、「大

変不満」と「やや不満」を合わせた『不満』の割合が高い取組みは、「公園の整備」が 62.2％、

「仕事と子育ての両立環境づくり」が44.4％、「子どもの安全に配慮した住環境」が 38.9％

となっています。 

○ 前回調査の結果と比べると、「放課後児童保育室」で『満足』の割合が増加し、「お住まい

の地域の子育て支援への協力」、「広報紙や情報誌等による子育て情報の発信」、「子育て

相談窓口」で『満足』の割合が減少しています。また、「児童センターの充実」では『不満』

の割合が減少し、「どちらともいえない」の割合が増加しています。 

○ 新座市の子育て環境に対する評価別（問 33）にみると、子育てしやすい環境だと思わない

人では、特に「公園の整備」、「家庭教育の支援」、「仕事と子育ての両立環境づくり」、

「お住まいの地域の子育て支援への協力」、「子どもの安全に配慮した住環境」の満足度が

低くなっています。また、子育てしやすい環境だと思う人と思わない人では、「お住まいの

地域の子育て支援への協力」、「母と子の健康を育む環境」等で評価に大きな差がみられま

す。 
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1.2

3.0

2.7

1.8

2.5

1.6

5.0

2.7

5.0

6.6

7.3

4.5

2.1

0.5

0.5

0.9

0.5

1.2

40.1

44.4

26.6

12.3

13.2

23.7

45.3

27.1

31.4

28.9

36.7

36.7

25.0

19.6

16.6

23.2

15.0

28.0

26.4

17.8

7.0

6.1

6.4

5.5

12.7

13.9

14.6

11.2

12.3

17.5

39.4

29.6

17.3

20.1

25.0

26.9

10.2

6.6

2.1

2.5

2.0

2.9

2.1

4.8

4.5

2.9

3.9

7.0

22.8

14.8

7.8

9.3

12.8

11.9

21.7

27.1

60.6

75.2

74.0

64.0

33.0

49.9

42.6

48.1

38.0

32.6

8.6

34.0

56.1

44.7

45.1

30.1

0.4

1.1

1.1

2.1

2.0

2.3

2.0

1.6

2.0

2.3

1.8

1.8

2.1

1.4

1.6

1.8

1.6

1.8

お住まいの地域の子育て支援への協力

母と子の健康を育む環境

児童虐待への対応

ひとり親家庭への支援

障がいのある子どもへの支援

子育て相談窓口(市役所家庭児童相談室)

広報紙や情報誌等による子育て情報の発信

ホームページ・SNSなどによる子育て情報の発信

保育園の整備

保育園の保育内容の充実

放課後児童保育室の充実

児童センターの充実

公園の整備

仕事と子育ての両立環境づくり

男女共同参画による子育ての推進

就学前教育の充実

家庭教育の支援

子どもの安全に配慮した住環境

大変満足 やや満足 やや不満 大変不満 どちらともいえない 無回答

ｎ=561
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■前回調査との比較 

 
  

お住まいの地域の子育て支援への協力 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

大変満足 7 1.2 4.3 -3.1
やや満足 225 40.1 45.4 -5.3
やや不満 148 26.4 13.0 13.4
大変不満 57 10.2 3.7 6.5
どちらともいえない 122 21.7 29.6 -7.9
無回答 2 0.4 3.9 -3.5

母と子の健康を育む環境 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

大変満足 17 3.0 4.5 -1.5
やや満足 249 44.4 41.0 3.4
やや不満 100 17.8 14.5 3.3
大変不満 37 6.6 3.9 2.7
どちらともいえない 152 27.1 32.8 -5.7
無回答 6 1.1 3.4 -2.3

児童虐待への対応 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

大変満足 15 2.7 2.2 0.5
やや満足 149 26.6 25.7 0.9
やや不満 39 7.0 8.4 -1.4
大変不満 12 2.1 1.9 0.2
どちらともいえない 340 60.6 58.5 2.1
無回答 6 1.1 3.4 -2.3

ひとり親家庭への支援 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

大変満足 10 1.8 1.5 0.3
やや満足 69 12.3 19.2 -6.9
やや不満 34 6.1 6.1 0.0
大変不満 14 2.5 3.0 -0.5
どちらともいえない 422 75.2 66.9 8.3
無回答 12 2.1 3.4 -1.3

障がいのある子どもへの支援 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

大変満足 14 2.5 1.3 1.2
やや満足 74 13.2 19.9 -6.7
やや不満 36 6.4 8.6 -2.2
大変不満 11 2.0 3.4 -1.4
どちらともいえない 415 74.0 63.1 10.9
無回答 11 2.0 3.7 -1.7

子育て相談窓口(市役所家庭児童相談室) ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

大変満足 9 1.6 4.3 -2.7
やや満足 133 23.7 29.6 -5.9
やや不満 31 5.5 10.4 -4.9
大変不満 16 2.9 3.2 -0.3
どちらともいえない 359 64.0 49.3 14.7
無回答 13 2.3 3.2 -0.9



Ⅲ 調査結果【小学生保護者】 

161 

■前回調査との比較 

 
  

広報紙や情報誌等による子育て情報の発信 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

大変満足 28 5.0 8.6 -3.6
やや満足 254 45.3 49.9 -4.6
やや不満 71 12.7 11.5 1.2
大変不満 12 2.1 3.0 -0.9
どちらともいえない 185 33.0 24.4 8.6
無回答 11 2.0 2.6 -0.6

ホームページ・SNSなどによる子育て情報の発信 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

大変満足 15 2.7 3.9 -1.2
やや満足 152 27.1 29.2 -2.1
やや不満 78 13.9 15.5 -1.6
大変不満 27 4.8 3.4 1.4
どちらともいえない 280 49.9 45.3 4.6
無回答 9 1.6 2.8 -1.2

保育園の整備 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

大変満足 28 5.0 4.3 0.7
やや満足 176 31.4 30.2 1.2
やや不満 82 14.6 15.6 -1.0
大変不満 25 4.5 5.0 -0.5
どちらともいえない 239 42.6 41.5 1.1
無回答 11 2.0 3.4 -1.4

保育園の保育内容の充実 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

大変満足 37 6.6 6.9 -0.3
やや満足 162 28.9 28.7 0.2
やや不満 63 11.2 12.1 -0.9
大変不満 16 2.9 3.4 -0.5
どちらともいえない 270 48.1 45.6 2.5
無回答 13 2.3 3.4 -1.1

放課後児童保育室の充実 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

大変満足 41 7.3 5.8 1.5
やや満足 206 36.7 29.4 7.3
やや不満 69 12.3 16.0 -3.7
大変不満 22 3.9 7.4 -3.5
どちらともいえない 213 38.0 37.8 0.2
無回答 10 1.8 3.5 -1.7

児童センターの充実 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

大変満足 25 4.5 5.2 -0.7
やや満足 206 36.7 31.5 5.2
やや不満 98 17.5 24.6 -7.1
大変不満 39 7.0 13.2 -6.2
どちらともいえない 183 32.6 22.2 10.4
無回答 10 1.8 3.4 -1.6
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■前回調査との比較 

 
  

公園の整備 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

大変満足 12 2.1 3.0 -0.9
やや満足 140 25.0 25.5 -0.5
やや不満 221 39.4 34.3 5.1
大変不満 128 22.8 24.0 -1.2
どちらともいえない 48 8.6 9.9 -1.3
無回答 12 2.1 3.4 -1.3

仕事と子育ての両立環境づくり ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

大変満足 3 0.5 1.3 -0.8
やや満足 110 19.6 20.3 -0.7
やや不満 166 29.6 24.2 5.4
大変不満 83 14.8 13.0 1.8
どちらともいえない 191 34.0 37.2 -3.2
無回答 8 1.4 3.9 -2.5

男女共同参画による子育ての推進 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

大変満足 3 0.5 0.9 -0.4
やや満足 93 16.6 17.1 -0.5
やや不満 97 17.3 14.9 2.4
大変不満 44 7.8 9.5 -1.7
どちらともいえない 315 56.1 54.2 1.9
無回答 9 1.6 3.4 -1.8

就学前教育の充実 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

大変満足 5 0.9 1.3 -0.4
やや満足 130 23.2 22.3 0.9
やや不満 113 20.1 19.0 1.1
大変不満 52 9.3 7.4 1.9
どちらともいえない 251 44.7 46.6 -1.9
無回答 10 1.8 3.4 -1.6

家庭教育の支援 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

大変満足 3 0.5 1.3 -0.8
やや満足 84 15.0 20.5 -5.5
やや不満 140 25.0 18.2 6.8
大変不満 72 12.8 7.1 5.7
どちらともいえない 253 45.1 49.3 -4.2
無回答 9 1.6 3.5 -1.9

子どもの安全に配慮した住環境 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

大変満足 7 1.2 2.2 -1.0
やや満足 157 28.0 24.6 3.4
やや不満 151 26.9 27.4 -0.5
大変不満 67 11.9 12.5 -0.6
どちらともいえない 169 30.1 30.2 -0.1
無回答 10 1.8 3.2 -1.4
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■子育て環境に対する評価別_子育て支援への取組みに対する満足度 

 

 
 
  

1.1

1.2

0.9

0.3

0.3

0.6

1.1

1.0

0.7

0.7

0.5

0.7

0.4

0.2

0.2

0.3

0.7

0.4

0.4

0.5

-0.2

0.1

0.2

0.0

0.1

0.1

0.3

0.0

0.1

0.2

-0.8

-0.5

0.0

-0.2

-0.2

0.0

0.0

-0.3

-0.1

0.0

-1.5

-1.4

-0.5

-0.1

-0.1

-0.5

-0.3

-0.8

-0.2

-0.3

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

お住まいの地域の子育て支援への協力

母と子の健康を育む環境

児童虐待への対応

ひとり親家庭への支援

障がいのある子どもへの支援

子育て相談窓口(市役所家庭児童相談室)

広報紙や情報誌等による子育て情報の発信

ホームページ・SNSなどによる子育て情報の発信

保育園の整備

保育園の保育内容の充実

とても思う まあまあ思う どちらともいえない

あまり思わない まったく思わない

満足度・・・「大変満足」：2点、「やや満足」：1 点、「やや不満」：-1 点、「大変不満」：-2点、 

「どちらともいえない」：0 点として、回答の合計を回答者数で除した平均点。 
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■子育て環境に対する評価別_子育て支援への取組みに対する満足度 

 

 
 

 

■表のみかた 

 

 

 
 

  

0.9

0.6

-0.1

0.8

0.6

0.5

0.4

0.9

0.5

0.4

-0.3

-0.1

0.1

0.1

-0.1

0.2

0.3

0.1

-0.7

-0.5

-0.1

-0.1

-0.4

-0.4

0.1

-0.3

-0.9

-0.9

-0.6

-0.4

-0.7

-0.8

0.0

-0.8

-1.3

-1.1

-1.0

-1.1

-1.5

-1.2

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

放課後児童保育室の充実

児童センターの充実

公園の整備

仕事と子育ての両立環境づくり

男女共同参画による子育ての推進

就学前教育の充実

家庭教育の支援

子どもの安全に配慮した住環境

とても思う まあまあ思う どちらともいえない

あまり思わない まったく思わない

1.3

1.3

0.8

0.7

0.6

1.0

1.1

0.8

1.1

0.5

0.6

0.3

0.2

0.2

0.4

0.6

0.3

0.4

-0.2

0.1

0.2

0.0

0.0

0.1

0.2

0.0

0.0

-0.8

-0.4

0.0

-0.1

-0.1

0.0

0.1

-0.3

-0.4

-1.4

-1.1

-0.3

-0.3

-0.2

-0.3

-0.6

-0.8

-0.9

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

お住まいの地域の子育て支援への協力

母と子の健康を育む環境

児童虐待への対応

ひとり親家庭への支援

障がいのある子どもへの支援

子育て相談窓口

広報紙や情報誌等による子育て情報の発信

ホームページ・SNSなどによる子育て情報の発信

保育園の整備

とても思う まあまあ思う どちらともいえない

あまり思わない まったく思わない

満足度が低い 満足度が高い 
子育て環境への

評価が高い人 

子育て環境への

評価が低い人 
※ここの幅が大きいほど、子育て環境への評価による

満足度の違いが大きい 
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問26 あなたは、子育てサークルなどの自主的なグループ活動などに参加していますか。

（○は１つ） 

○ 自主的なグループ活動への参加について、「現在は参加しておらず、今後も参加するつもり

はない」が 79.9％で最も高く、次いで「現在は参加していないが、今後機会があれば参加

したい」が16.2％、「現在参加しており、今後も参加するつもりである」が 2.1％となって

います。 

○ 前回調査の結果と比べると「現在は参加しておらず、今後も参加するつもりはない」の割合

が増加し、「現在は参加していないが、今後機会があれば参加したい」の割合が減少してい

ます。 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

■クロス集計による傾向分析 

 
  

2.1 

1.1 

16.2 

79.9 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80%

現在参加しており、今後も参加するつもりである

現在参加しているが、今後は参加するつもりはない

現在は参加していないが、今後機会があれば参加したい

現在は参加しておらず、今後も参加するつもりはない

無回答

ｎ=561

問26 自主的なグループ活動への参加

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

現在参加しており、今後も参加するつもり
である

12 2.1 4.1 -2.0

現在参加しているが、今後は参加するつも
りはない

6 1.1 0.2 0.9

現在は参加していないが、今後機会があれ
ば参加したい

91 16.2 23.5 -7.3

現在は参加しておらず、今後も参加するつ
もりはない

448 79.9 67.6 12.3

無回答 4 0.7 4.7 -4.0

ｎ

現在参加して
おり、今後も
参加するつも
りである

現在参加して
いるが、今後
は参加するつ
もりはない

現在は参加し
ていないが、
今後機会があ
れば参加した
い

現在は参加し
ておらず、今
後も参加する
つもりはない

無回答

全体 561 2.1 1.1 16.2 79.9 0.7

とても感じている 71 0.0 0.0 22.5 77.5 0.0

感じることが多い 371 2.7 1.3 16.4 78.4 1.1

同じくらい 78 2.6 1.3 11.5 84.6 0.0

負担やつらさが多い 37 0.0 0.0 10.8 89.2 0.0

とても負担・つらい 2 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0

常に感じる 14 0.0 0.0 21.4 78.6 0.0

たまに感じる 145 4.1 0.7 20.0 75.2 0.0

あまり感じない 277 1.4 1.8 16.2 79.4 1.1

全く感じない 122 1.6 0.0 10.7 86.9 0.8

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感
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【問 26で「２～４」に○を付けた方にうかがいます】 

問 26-1 参加していない理由、または今後参加しない理由は何ですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

○ 自主的なグループ活動に参加していない、または今後参加するつもりはない人に、その理由

をうかがったところ、「特に必要性を感じない」が 44.4％で最も高く、次いで「活動に参

加する余裕や時間がない」が44.2％、「人間関係がわずらわしい」が30.6％と続いていま

す。 

○ 孤立感別にみると、孤立感を感じている人では、感じていない人に比べて「活動に参加する

余裕や時間がない」の割合が高くなっています。また、常に感じている人では、そうでない

人に比べて「特に必要性を感じない」の割合が低くなっています。 

 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
 

  

44.2 

30.6 

25.3 

18.3 

13.0 

44.4 

4.0 

0.4 

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

活動に参加する余裕や時間がない

人間関係がわずらわしい

活動の情報や参加方法を知らない

気軽に参加したり、やめたりできない

身近な場所で参加できる活動がない

特に必要性を感じない

その他

無回答

ｎ=545

問26-1 参加していない理由、または今後参加しない理由

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=545）
前回

（ｎ=490）
増減

活動に参加する余裕や時間がない 241 44.2 37.3 6.9
人間関係がわずらわしい 167 30.6 26.3 4.3
活動の情報や参加方法を知らない 138 25.3 22.0 3.3
気軽に参加したり、やめたりできない 100 18.3 15.3 3.0
身近な場所で参加できる活動がない 71 13.0 13.7 -0.7
特に必要性を感じない 242 44.4 42.4 2.0
その他 22 4.0 7.1 -3.1
無回答 2 0.4 1.6 -1.2
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■クロス集計による傾向分析 

 
 

  

ｎ

活動に参加す
る余裕や時間
がない

人間関係がわ
ずらわしい

活動の情報や
参加方法を知
らない

気軽に参加し
たり、やめた
りできない

全体 545 44.2 30.6 25.3 18.3

とても感じている 71 36.6 19.7 26.8 16.9

感じることが多い 357 43.1 26.9 25.2 17.6

同じくらい 76 50.0 46.1 25.0 18.4

負担やつらさが多い 37 56.8 54.1 21.6 27.0

とても負担・つらい 2 50.0 50.0 50.0 50.0

常に感じる 14 64.3 57.1 35.7 35.7

たまに感じる 139 52.5 37.4 28.8 21.6

あまり感じない 270 39.6 28.1 25.2 18.5

全く感じない 119 43.7 25.2 19.3 12.6

ｎ

身近な場所で
参加できる活
動がない

特に必要性を
感じない

その他 無回答

全体 545 13.0 44.4 4.0 0.4

とても感じている 71 11.3 49.3 4.2 0.0

感じることが多い 357 13.2 47.3 3.1 0.0

同じくらい 76 10.5 34.2 7.9 2.6

負担やつらさが多い 37 21.6 29.7 5.4 0.0

とても負担・つらい 2 0.0 0.0 0.0 0.0

常に感じる 14 28.6 7.1 7.1 0.0

たまに感じる 139 10.1 35.3 6.5 0.0

あまり感じない 270 14.4 44.8 3.7 0.7

全く感じない 119 11.8 59.7 1.7 0.0

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感
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問27 新座市において、どのような子育て支援に力を入れていくべきだと思いますか。(○は

３つまで) 

○ 新座市において力を入れていくべき子育て支援について、「経済的な安定」が 54.9％で最

も高く、次いで「子どもの教育環境の整備・充実」が 34.6％、「仕事と家庭の両立」が28.3％

と続いています。 

○ 前回調査の結果と比べると「子どもの教育環境の整備・充実」の割合が増加しています。 

 

 

 
 

 
■前回調査との比較 

 
  

54.9 

34.6 

28.3 

28.2 

25.3 

22.8 

13.5 

11.8 

10.5 

8.6 

7.3 

7.0 

2.7 

0.4 

6.4 

1.1 

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

経済的な安定

子どもの教育環境の整備・充実

仕事と家庭生活の両立

子育てしやすい住居・環境の整備・充実

子どもを狙った犯罪や事故の減少

地域における子育て支援の充実

緊急時の預け先の充実

保育園入園待機児童の解消

地域での子どもの活動拠点の充実

妊娠・出産に関する支援

保育サービスの充実

子育てに関する相談体制の強化

要保護児童に対する支援

母親・乳児の健康に関する支援

その他

無回答

ｎ=561

問27 新座市において、力を入れていくべき子育て支援

カテゴリー名 ｎ
今回

（ｎ=561）
前回

（ｎ=537）
増減

経済的な安定 308 54.9 47.5 7.4
子どもの教育環境の整備・充実 194 34.6 19.4 15.2
仕事と家庭生活の両立 159 28.3 25.9 2.4
子育てしやすい住居・環境の整備・充実 158 28.2 27.4 0.8
子どもを狙った犯罪や事故の減少 142 25.3 23.6 1.7
地域における子育て支援の充実 128 22.8 18.2 4.6
緊急時の預け先の充実 76 13.5 14.5 -1.0
保育園入園待機児童の解消 66 11.8 9.9 1.9
地域での子どもの活動拠点の充実 59 10.5 15.1 -4.6
妊娠・出産に関する支援 48 8.6 2.8 5.8
保育サービスの充実 41 7.3 9.5 -2.2
子育てに関する相談体制の強化 39 7.0 14.0 -7.0
要保護児童に対する支援 15 2.7 2.4 0.3
母親・乳児の健康に関する支援 2 0.4 2.2 -1.8
その他 36 6.4 5.6 0.8
無回答 6 1.1 8.0 -6.9
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■クロス集計による傾向分析 

 
 

  

ｎ

経
済
的
な
安
定

子
ど
も
の
教
育
環
境

の
整
備
・
充
実

仕
事
と
家
庭
生
活
の

両
立

子
育
て
し
や
す
い
住

居
・
環
境
の
整
備
・

充
実

子
ど
も
を
狙
っ

た
犯

罪
や
事
故
の
減
少

地
域
に
お
け
る
子
育

て
支
援
の
充
実

緊
急
時
の
預
け
先
の

充
実

保
育
園
入
園
待
機
児

童
の
解
消

全体 561 54.9 34.6 28.3 28.2 25.3 22.8 13.5 11.8

とても感じている 71 53.5 35.2 19.7 32.4 19.7 22.5 16.9 16.9

感じることが多い 371 55.3 35.6 28.0 27.5 28.6 23.2 12.1 12.1

同じくらい 78 48.7 30.8 33.3 25.6 17.9 25.6 15.4 5.1

負担やつらさが多い 37 64.9 29.7 35.1 35.1 21.6 13.5 16.2 13.5

とても負担・つらい 2 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

常に感じる 14 50.0 21.4 50.0 28.6 28.6 35.7 14.3 0.0

たまに感じる 145 52.4 31.7 33.8 28.3 24.1 19.3 15.9 11.0

あまり感じない 277 56.0 37.9 28.9 28.9 24.2 25.6 13.4 10.8

全く感じない 122 55.7 32.0 18.9 26.2 27.9 19.7 11.5 15.6

とても思う 17 52.9 47.1 17.6 23.5 29.4 23.5 23.5 11.8

まあまあ思う 244 48.4 36.9 32.8 23.8 27.9 23.8 13.5 14.3

どちらともいえない 158 58.2 31.6 22.2 31.6 23.4 24.7 15.2 10.1

あまり思わない 104 60.6 32.7 32.7 33.7 21.2 20.2 12.5 11.5

まったく思わない 33 69.7 33.3 12.1 24.2 24.2 18.2 0.0 3.0

ｎ

地
域
で
の
子
ど
も
の

活
動
拠
点
の
充
実

妊
娠
・
出
産
に
関
す

る
支
援

保
育
サ
ー

ビ
ス
の
充

実 子
育
て
に
関
す
る
相

談
体
制
の
強
化

要
保
護
児
童
に
対
す

る
支
援

母
親
・
乳
児
の
健
康

に
関
す
る
支
援

そ
の
他

無
回
答

全体 561 10.5 8.6 7.3 7.0 2.7 0.4 6.4 1.1

とても感じている 71 9.9 8.5 8.5 2.8 5.6 0.0 5.6 1.4

感じることが多い 371 9.4 8.9 6.5 5.4 2.4 0.3 6.7 1.1

同じくらい 78 15.4 6.4 12.8 11.5 2.6 0.0 7.7 1.3

負担やつらさが多い 37 13.5 10.8 2.7 18.9 0.0 2.7 2.7 0.0

とても負担・つらい 2 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

常に感じる 14 7.1 7.1 0.0 14.3 0.0 0.0 14.3 0.0

たまに感じる 145 11.0 9.7 9.0 8.3 2.1 0.7 9.0 0.7

あまり感じない 277 10.8 7.6 5.8 6.5 2.9 0.0 5.1 0.4

全く感じない 122 9.0 9.8 9.8 5.7 3.3 0.8 5.7 3.3

とても思う 17 11.8 5.9 0.0 5.9 0.0 0.0 5.9 0.0

まあまあ思う 244 11.5 11.1 9.0 5.3 3.7 0.4 1.6 1.2

どちらともいえない 158 12.7 6.3 8.2 10.8 1.3 0.0 8.2 1.3

あまり思わない 104 8.7 7.7 4.8 5.8 1.9 1.0 8.7 0.0

まったく思わない 33 0.0 6.1 3.0 6.1 6.1 0.0 27.3 3.0

孤
立
感

子
育
て
環
境

子
育
て
の
喜
び

子
育
て
の
喜
び

孤
立
感

子
育
て
環
境
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問28 新座市は、子育てしやすい環境だと思いますか。（１つに○） 

○ 新座市は子育てしやすい環境だと思うかどうかについて、「まあまあ思う」が 43.5％で最

も高く、次いで「どちらともいえない」が28.2％、「あまり思わない」が 18.5％と続いて

います。 

○ 「とても思う」と「まあまあ思う」を合わせた『思う』が 46.5％、「あまり思わない」と

「まったく思わない」を合わせた『思わない』が 24.4％となっています。 

○ 配偶者の有無別にみると、配偶者がいない人では、いる人に比べて「あまり思わない」の割

合が高く、「まあまあ思う」の割合が低くなっています。 

○ 子育ての感じ方別にみると、負担やつらさが大きい人では、喜びやうれしさが大きい人に比

べて『思う』の割合が低くなっています。 

○ 孤立感別にみると、常に感じている人では、そうでない人に比べて「まあまあ思う」の割合

が低く、「まったく思わない」の割合が高くなっています。 

 

 
 

 
■クロス集計による傾向分析 

 
 

  

3.0 

43.5 

28.2 

18.5 

5.9 

0.9 

0% 20% 40% 60%

とても思う

まあまあ思う

どちらともいえない

あまり思わない

まったく思わない

無回答

ｎ=561

問28 新座市は、子育てしやすい環境だと思うか

ｎ

とても思う まあまあ思
う

どちらとも
いえない

あまり思わ
ない

まったく思
わない

無回答

全体 561 3.0 43.5 28.2 18.5 5.9 0.9

いる 524 2.9 45.0 28.1 17.0 6.1 1.0

いない 35 5.7 17.1 31.4 42.9 2.9 0.0

核家族世帯 501 3.2 43.1 28.7 18.8 5.4 0.8

3世代世帯 54 1.9 46.3 24.1 16.7 9.3 1.9

とても感じている 258 8.5 45.0 26.0 13.6 5.8 1.2

感じることが多い 1,055 4.5 43.6 30.2 17.1 4.2 0.5

同じくらい 193 1.0 41.5 25.4 24.4 7.8 0.0

負担やつらさが多い 81 1.2 32.1 28.4 21.0 17.3 0.0

とても負担・つらい 6 0.0 33.3 16.7 16.7 33.3 0.0

常に感じる 45 4.4 26.7 35.6 15.6 17.8 0.0

たまに感じる 497 4.0 39.0 28.4 20.7 7.6 0.2

あまり感じない 675 4.3 43.6 31.1 17.3 3.6 0.1

全く感じない 348 5.5 49.4 24.4 14.4 4.9 1.4

孤
立
感

子
育
て
の
喜
び

配偶
者

家族
構成
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最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見、ご要望 がござい

ましたら、ご自由にご記入ください。 

 

 

※「Ⅳ 自由意見の概要」参照 
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Ⅳ 自由意見の概要 

Ⅳ-１ 就学前児童保護者 

 

 

 

（１）経済的負担の軽減について（220件） 

【保育料】 

・保育園の利用料の引き下げを希望します。 特に 2 人目の子どもの利用料は無料にして

いただきたい。 

・保育料が高いので 3 歳児までを保育園に入れてまで働く余裕がない。 

・経済的負担軽減の為に保育園・幼稚園の食事代の免除期間などがあると大変助かる。 

・保育料の償還払いをやめてほしい。差額を請求して欲しい。 

・幼稚園全額無償などの経済的支援があると助かる。 

・市外の私立幼稚園の入園金に対する補助金がゼロなのを改善してほしい。 

 

【医療費助成】 

・高校生（18 歳）までの子ども医療費無料化の復活して欲しい。 

・未就学児のコロナのワクチンの無料接種を続けてほしい。 

・不妊治療の医療費の給付。 
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・妊娠時の医療費負担がもう少し減るとありがたい。 

・子育てママの医療費を制限つけて一部無償であって欲しい。 

 

【給食費無償化】 

・他の市や東京都でもやり始めている保・小•中給食費無料を実現してほしい。 

 

【その他】 

・高校生までの教育費用の補助。 

 

 

（２）公園・遊び場について（191件） 

【公園等の整備】 

・ポケットパークばかりで、思い切り遊べる公園が新座市は本当に少ないと思う。 

・大きな公園や広場があまり無く、子どもが大きくなるに連れて、遊ばせるのが難しくな

る。 

・ボールが使える公園が少ない。アスレチックなどある公園が出来ると嬉しい。 

・冬場は家ばかり居てしまい、運動不足にもなってしまうので室内でも遊べる施設、温水

プール等もあるといい。 

・近くに緑豊かな公園があると、住む場所を選ぶ際の大きなポイントにもなるのでは。 

・小さい子が走り回れるように小学校の校庭など開放してくれる日があると嬉しい。 

・子どもたちの安全に遊べる場所を整えて欲しい。 

・公園のトイレの衛生面が非常に悪いので管理して欲しい。 

 

【遊具の充実】 

・幼児が遊べる大型遊具、親もその場にいて楽しいと思えるロケーション、新しくてわく

わくするような場所があると嬉しい。 

・総合運動公園に子供の遊具コーナーが欲しい。 

・公園等における遊具は撤去ばかりでなく、安全な遊具の設置も積極的に行って欲しい。 

・遊具が壊れていてずっと遊べないままになっている。大人向けの健康器具が増えている

が、子供が楽しめない。 

 

 

（３）保育園・保育サービスについて（188件） 

【入所定員・待機児童】 

・保育園が充実している地域とそうでない地域に偏りがある。ここ数年の保育所待機児童

を見ていると、1 歳の枠がやはり難関である。 

・最近マンションがたくさん建っているが、保育園数の改善がない。 
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・仕事復帰がスムーズにできるように保育園の途中入園の枠の確保などを推進してほし

い。 

・小規模卒園後の転園先が幼稚園となると、フルタイムで働く身には正直現実的ではな

い。 

・保育園の待機児童について、もう少し情報を公開してほしい。 

・非常勤で保育園の入園点数が満点の方より低いので、保育園に入れなかった。子供を産

んで仕事を失うのはおかしな事だと感じている。 

 

【保育士不足・待遇改善】 

・職員が継続して働けること、充実した人員体制を維持していくために、正当な報酬と人

件費に予算をかけていただけると良いと思う。 

・保育士の給与改善にも市として積極的に政策を打ち出し、先生方が余裕をもって保育で

きる環境を整えて欲しい。 

・保育士の待遇改善に努めてほしい。住宅補助ではなく、直接的な給与補填などで対応し

てほしい。 

 

【多様な保育サービス】 

・感染症などにより長期仕事を休まなくてはならない場合、仕事を休むにも限界がある。

病児・病後児保育を充実させてほしい。 

・通園の子が当日休みになったら預けられる、事前に登録や面談をしていないと預けられ

ない 等、一時保育のハードルの高さを感じた。 

・一時預かりを利用しようと思ったが近くの保育園はどこもいっぱいで利用できなかっ

た。 

・緊急対応のファミサボができたのはありがたかったので、協力会員を増やしてほしい。 

 

【利用条件】 

・双子、三つ子、さらに、その兄弟姉妹がいる家庭の点数は加点対象にするべき。 

・保育園入園にあたり、審査が課税が低い世帯を優先する意味が理解できない。 

・周りの市区に比べると とにかく保育園への入所条件が厳しい。 

 

【その他】 

・子供に関する手続きが煩わしすぎる。もっと簡略化できないか。 

・保育園によってルールが違い過ぎる。 

 

 

（４）相談・子育て支援センターについて（146件） 

【相談支援】 

・人によって、わかりやすく丁寧に説明していただく人と、何もわからない様子で全て別

の方に聞きに行っていたり違ったことを言われたりとかなり混乱した。 
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・市の方から定期的に何らかのアクションをしてもらえたら、育児に悩む親が少しは減る

のでは無いかと思う。 

・たわいも無い会話を繰り広げる内に悩みを声に出せる様に配慮をしていただきたい。 

・他の市町村と比べて保健センターの支援や相談対応が充実していないと感じる。 

・病院受診の相談や救急電話など、住んでいる地域では東京都につながってしまい、埼玉

に繋ぎ直してもらうなど二度手間となる。 

・出産直後は産後ケア施設、産後ケア利用支援があったらいい。 

・0 歳児でも預かってくれる保育付きの相談会があるといい。 

 

【子育て支援センター】 

・支援センターにとても助けられた。早くから支援センターの存在を知らせるために、母

子手帳の発行時や予防接種時などにも積極的にお知らせを入れてみたら良いと思う。 

・土曜日に支援センターが空いていればワーママもパパも利用できるし、知り合いが増え

て輪が広がるのにと思う。 

・支援センターが遠く、気軽に行けないのが不便と感じている。 

・子育て支援コーディネーターがいる子育て支援センターを数回利用したが、雰囲気が受

容的でなかった。 

・子育て支援センターは低月齢児には利用しづらい。部屋が狭く 1 歳以上の子が多いと 0

歳児は遊びづらい。授乳できる環境も整っていない。 

 

 

（５）子どもの居場所について（118件） 

【学童保育・ココフレンド】 

・学童の４年生までを廃止してほしい。 ココフレンドの日数も少なくなって、子供を一

人にさせることに今後不安を感じる。 

・ココフレの休室日が増えたことで、仕事に行けなくて困ることがある。 

・学童保育料がどんどん値上がっているので困っている。 

・学童に入れる条件が厳しすぎる（学童に入れるため仕事をフルタイムにしないといけな

くなった）。 

・学童保育の入所条件について、通勤時間も考慮してほしい。 

 

【児童館・児童センター】 

・子どもが放課後、気軽に行きやすい児童館や子育て支援センターなどが家の近くにある

といい。 

・児童館で行われるイベントが少なかったり、魅力的でないものが多いので改善して欲し

い。 

・児童センターが利用しづらい。施設を整備したり、子どものイベントなども色々企画し

てもらいたいなと思う。 

・小学生も遊べる児童センターをもっと作ってほしい。 
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【その他】 

・不登校や支援の必要な児童の居場所がもう少し充実してほしいと思う。フリースクール

やこどもの居場所、こども食堂のような場所。 

 

 

（６）道路・交通について（93件） 

【道路・歩道】 

・街灯が少なく、整備されてる道が少ない。冬は帰り道真っ暗で危険な道が多い。 

・とにかく道が狭い為、自動車やすれ違う人との事故が心配。 子供だけで歩かせたり自

転車での移動が不安。 

・車の交通量が多い割に歩道が少ない。新座市は大型トラックが多く通行するため、安全

な歩道の整備をして頂きたい。 

・ベビーカーや子乗せ自転車で通るのに危険な道が多い（歩道が狭い ガードレールがな

い 歩道がデコボコで斜めなど）。 

・通学路に適さない危険な道路が多い（歩道がない・ガードレールがないなど）。道路の

整備や、スクールゾーンの積極的な導入を希望する。 

・見通しがよくなるようカーブミラーをつけたり道幅自体を広くするなど、道の整備をし

てほしい。 

 

【交通環境】 

・役所に行くにも行きはバスがあっても帰りはバスの時間に間に合わなかったり、何かと

交通の便が悪くて困っている。 

・新座市役所へのアクセスが難しく、車や自転車がない場合、バス+徒歩で往復 2 時間半

以上かかる。 

・デマンドタクシーが利用できるとありがたい。 

・産婦人科にいくときの交通費手段を広げてほしい。バスだと産婦人科の近くまで行けな

い、時間があわない。 

 

 

（７）幼稚園について（55件） 

・預かり保育のある幼稚園が少ないため、増やして欲しい。 

・通園可能な幼稚園で、延長預かりが充実していない。18:30 まで延長してくれるとあり

がたい。 

・保育園に入れず幼稚園に入れて働いているが、園の長期休みの預かりが短く、子供を預

けられる施設を増やしてほしい。 

・夏休みや冬休みもリフレッシュ目的でも幼稚園の一時預かりが利用できると嬉しい。 

・公立幼稚園等、加配を増やしてほしい。本人に加配の必要性を感じているが、付けられ

る施設が少なく、個人的に幼稚園に相談をして個別対応をしてもらっている。 
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（８）小児科について（34件） 

・住んでいる地域に小児科が少ない。 

・市内の小児科や小児耳鼻科へのアクセスが非常に悪い。 

・県境のため、東京都の小児科の方が近いが医療証が使えないのが不便。 

 

 

（９）小学校について（31件） 

・小学校で図書の時間がないのに驚いている。小さい頃は本を読む習慣をつけることはと

ても大切だと感じている。 

・市内の公立学校の中でも学校によって特色が違うので、いい制度は他校にも入れながら

教育環境を充実させてほしい 

・英語教育に小学校からもっと力を入れて欲しい。 

・スポーツだけでなく学力にも力を入れた教育や、体育会系に強い指導者だけでなく幅広

い価値観、知識をもった教員等が増えたら嬉しい。 

・教員の人員配置の余裕のなさを感じる。クラス運営に精一杯でクラスからはみ出しがち

な子供に対応できる人員の人数が足りていないと思う。 

・小学校の学区編成が偏りすぎであり、見直すべきである。 

・小学校の学区撤廃もしくは学区の境界付近に住んでる子どもはどちらか選択できるよう

にしてほしい。 

・学区見直しではなく、志木駅付近の新しい小中学の設立をしてほしい。 

・小学校の PTA を廃止してほしい。 仕事復帰の妨げになる。 

 

 

（10）障がい・発達について（25件） 

・発達に不安のある相談に対してのフォローが少ない。 

・修学前も修学後も発達に心配のある子を持つ保護者が気軽に相談できるようにしてほし

い。 

・市の施設で発達検査を受けられるようにしてほしい。特に就学相談を受けるには発達検

査の結果が必要である。 

・今後増えていく医療ケア児も保育園、幼稚園に通えるように配慮してほしい。障害のあ

る子もそうでない子も平等に選べるようするべきだと思う。 

・児童発達支援センター(療育)を増やして欲しい。 

・障がい者に対する保育の受け入れ体制が非常に弱いと感じる。知的障害がある子どもの

保活が非常に酷いものであった。 

・保育園と障害児発達支援センターがもっと連携して、どうやって伸ばしていけばいいの

かフィードバックを受けられる環境があると嬉しい。 

・障害の有無や利用の理由など関係なく利用できる一時保育ができると本当に助かる。 

・通級先が家から離れたところしかなく、送り迎えなどで仕事を休まねばならない。 

・インクルーシブ教育を推進し、今後もっと受け入れ体制を整え充実させていってほし

い。 

・障害のある子どもも健常児と平等に預かってもらえるような体勢作りを強く希望する。 
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・放課後等デイサービスが決まるまで本当に苦労し、かなり心が折れそうになった。指導

員・先生を育成したうえで、各施設の増設をお願いしたい。 

・障害児の計画相談支援事業所を他県にお願いしている状態である。市内を精通する計画

相談支援事業所を増やしてほしい。 
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Ⅳ-２ 小学生保護者 

 

 

 

（１）経済的負担の軽減について（87件） 

【就学支援】 

・ITC 化が教育の場で進んでいるが、経済的負担がある。補助してもらえるような仕組み

があればありがたい。 

・所得制限なしで公立高校の無償化をお願いしたい。私立に関しては公立高校授業料相当

を補助してほしい。 

・県外私立高校進学者への経済的な支援をお願いしたい。 

・母子家庭の進学の心配をなくしてほしい。 

 

【医療費助成】 

・こども医療費無理を高校卒業までに戻してほしい。 

・高校生の外来医療費について、現物給付にしてほしい。 

 

【給食費無償化】 

・小中学校の給食費を無償にしてもらえると助かる。 

・高校までの給食を無償にしてほしい。 
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【多子世帯】 

・少子化対策として多子世帯への補助金など充実すべき。 

・三人子供がいる家族世帯に対する新座市独自の金銭的な支援制度がない。 

・親の収入の差で子育て支援に線引きをしないでほしい。子どもの人数次第でかなり費用

が違ってくる。 

 

 

（２）公園・遊び場について（56件） 

【公園等の整備】 

・子供たちが遊べる公園が少ない。 

・ボール遊びができる広場や大型遊具のある公園があれば嬉しい。 

・校庭でも公園でもボール.バット禁止になっており、野球の練習をする環境があまりに

も少なすぎ。 

・緑地など広い場所があるので、アスレチック遊具など作ってほしい。 

・子供が安全に遊べる公園や屋内施設（児童館）をもっと増やしてほしい。 

 

【遊具・設備等の充実】 

・遊具を充実させて欲しい。 公園がつまらないと子供がいつも言っている。 

・遊具が撤去されてしまったり、トイレが不衛生な状態で子供が使えない。 

・高学年でも楽しめる遊具があると嬉しい。健康器具ばかりだと感じる。 

・日陰が全然ないから夏は公園で遊べない。 せめて砂場のとこに日除けを作ってほしか

った。 

 

【遊びへの理解】 

・近隣の理解が得られていないせいで子供達が遊んでいると怒鳴り込んできたりすること

がないようにして欲しい。 

 

 

（３）子どもの居場所について（47件） 

【学童保育・ココフレンド】 

・現在の地域の安全等を考えると、５年生からの一人での下校や留守番等に不安を感じ

る。学童保育の利用を６年生までにしていただきたい。 

・学級閉鎖により子供が学校に行けず、親が仕事を休まなくてはならない状況の時に預か

ってもらえる場所があればと思う。 

・土曜や長期休みの開室時間が 8 時からだと仕事に間に合わず困っている。もう少し早い

時間に開室してもらえると助かる。 

・ココフレは開室時間が遅くまた閉室時間が早く、長期休み中も閉室日があるため、5 年

生以降どのようにするか不安や心配。 
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・ココフレの春休み中（４月）を復活してほしい。短時間労働でも長期休みに学童を利用

したい。 

・学童保育の指定管理者が変更されることに反対である。保護者、支援員の声をもっと聞

いてほしい。 

・時々ココフレに参加しているが、先生が威圧的で嫌だと行きたがないので困っている。 

・学童などの支援者が続けられるように、待遇の改善を望む。 

 

【児童館・児童センター】 

・5 年生以降の子供たちの居場所作りとして、児童館を各地域に設置してほしい。児童館

こそが高学年や中学生、高校生の居場所として利用できるといい。 

・独立した施設で、屋内も園庭も自由に利用できるような児童センターを増やしてほし

い。 

 

 

（４）学校教育・小学校について（30件） 

【教育の質】 

・勉強が苦手な子も勉強が楽しくなるような取り組み、新座市の子どもたち全員が県内の

平均値よりすこし上になれるくらいの学力を身につけさせてほしい。 

・心理的ケアをしたり、教室運営を回す潤滑油的な役目の先生、社会経験が豊富で社会に

出たらその方が子供らの指針となるような先生を配置してほしい。 

・少人数でも 2 クラスでの運営を強く希望する。 

・不登校や発達障害、特異な才能をもつ児童の知識や保護者への対応についての理解、知

識がない教員が多い。 

 

【多様な学びの場】 

・学校に通えない子どもたちにフリースクールやその他いろいろな学習の場、体験の場を

たくさん増やしてほしい。 

・不登校の子供の勉強に興味を向けるきっかけ、サポートがあるといい。 

 

【相談体制】 

・学校の教師について相談できる窓口があるといい。 

・以前教育相談を利用した時、相談員に専門性がなく思い込みで話をされ不快な思いをし

た。教育相談は要資格者が望ましい。 

・学校行事や部活動も活動日を減し、その分、面談のような、心配ごとを学校に伝える機

会は多くして欲しい。 

 

【保護者の負担軽減】 

・学校行事を縮小すると先生、子供、親が楽になると思う。特に運動会、PTA の活動が

精神的に負担である。 
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・小学校の終業式､始業式などの直前直後に数日間の給食が無い授業日があるのは､働いて

いる母でも働いていない母でもきつい。 

 

 

（５）道路・交通について（24件） 

・通学路に大きなトラックが通る道が多いが、歩道やガードレールがない場所が多く、安

全な道路環境とはいえない。 

・危険な交差点の整備・信号機の更新などお願いしたい。 

 

 

（６）特別支援教育・障がいについて（14件） 

【特別支援教育】 

・小学校、中学校の特別支援級での担任が増えたり、学校内の支援員の人数が増えてくれ

たらいい。特別支援級の先生たちの質の向上を願う。 

・通級クラスを全学校に設置し、発達支援、教育を誰もが平等に受けられるようにしてほ

しい。発達の専門的な人員確保もしてほしい 

 

【障害児支援】 

・学習障害の子の支援の幅を広げてほしい。 

・障害児を対象としたサービスを簡単に分かりやすく利用できる様に改善してほしい。 

・不登校や障害のある子どもたちの居場所や支援体制をもっと強化してほしい。 

 

 

（７）相談・子育て支援について（11件） 

・幼稚園までは割と市でも手厚く支援してもらえるイメージがあるが、親が再び悩むのは

中学生、高校だと思うので、そのあたりの支援や相談を手厚くしてもらいたい。 

・子育て支援センターを広くしてほしい。保育所の一角だと狭くて利用者が溢れていて、

あまりのびのびと遊べなかったので残念。 

 

 

（８）病児・病後児保育について（8件） 

・近所に病児保育も病児後保育もない。 

・我が子の病気の時くらい一緒に居たいが、何日も仕事を休むことは容易ではない。病児

保育施設を早急に増やしていただきたい。 

 

 

 


