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１ 調査概要 

 ⑴ 目的 

   小学校入学前及び小学生の子どもを養育する家庭の子育ての状況，子どもや子
育て支援に関するニーズを把握し，今後の本市の子育て支援施策の充実に向けた
基礎資料とすること。 

 

 ⑵ 調査設計 

   調査対象者：京都市内在住の小学校入学前児童の保護者（小学校入学前児童調査） 

         京都市在住の小学生児童の保護者（小学生児童調査） 

   抽 出 方 法：住民基本台帳から無作為抽出 

   調 査 期 間：平成 30年９月７日～９月 21日 

   調 査 方 法：郵送による配布・回収 

 

 ⑶ 実施状況  

 調査対象者（配布数） 有効回収数 有効回収率 

小学校入学前児童調査 6,500件 3,191件 49.1％ 

小学生児童調査 6,500件 3,202件 49.3％ 
（
参
考
） 

平成 25 
年調査 

小学校入学前児童調査 6,500件 3,008件 46.3％ 

小学生児童調査 6,500件 2,649件 40.8％ 

平成 20 
年調査 

小学校入学前児童調査 6,100件 2,742件 45.0％ 

小学生児童調査 4,200件 1,747件 41.6％ 

 

 ⑷ 報告書の見方 

  ・ 回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して，それぞれの回答数の割合

を小数点以下第２位で四捨五入したものです。そのため，単数回答（複数の選

択肢から１つの選択肢を選ぶ方式）であっても合計値が 100.0％にならない場

合があります。このことは，本報告書内の分析文，グラフ，表においても反映

しています。 

  ・ 複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合，

回答は選択肢ごとの有効回答数に対して，それぞれの割合を示しています。そ

のため，合計が 100.0％を超える場合があります。 

  ・ 図表中において「不明・無回答」とあるものは，回答が示されていない，又

は回答の判別が困難なものです。 

  ・ 図表中の「Ｎ（number of case）」は，集計対象者総数（あるいは回答者限

定設問の限定条件に該当する人）を表しています。 

  ・ 本文中の設問の選択肢について，長い文は簡略化している場合があります。 

  ・ 設問によっては，結果を詳細に分析するため，クロス集計表を掲載していま

す。 
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93.0 

0.0 

3.6 

4.8 

6.5 

15.4 

18.4 

3.3 

0.6 

89.4 

0.2 

5.6 

5.8 

8.9 

31.0 

36.7 

4.1 

1.1 

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

１．父母と同居

２．父と同居(ひとり親家庭)

３．母と同居(ひとり親家庭)

４．祖父と同居

５．祖母と同居

６．祖父と近居

７．祖母と近居

８．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,191） 平成25年（N=3,008）

86.3 

0.7 

8.6 

5.6 

7.7 

14.1 

17.4 

3.8 

0.8 

83.5 

0.7 

10.1 

6.2 

10.4 

25.9 

33.1 

3.7 

2.2 

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

１．父母と同居

２．父と同居(ひとり親家庭)

３．母と同居(ひとり親家庭)

４．祖父と同居

５．祖母と同居

６．祖父と近居

７．祖母と近居

８．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,202） 平成25年（N=2,649）

２ 主な調査結果 

 ※ 以下「小学校入学前児童の保護者」の回答は，「小学校入学前」と，「小学生
児童の保護者」の回答は，「小学生」と記載しています。 

 ⑴ 子育て家庭の状況 

  ○ 小学校入学前・小学生 
   ア 子どもと家族の同居・近居の状況（ 小 学 校 入 学 前 ： 問 ５ ( 1 )， 小 学 生 ： 問 ５ ( 1 )） 
     小学校入学前，小学生ともに「父母と同居」の割合が９割前後，「祖母と

近居」が２割弱，「祖父と近居」が１割台半ばとなっています。 
     祖父母と近居の割合が前回調査よりも減少しています。 
 
■小学校入学前児童 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
■小学生児童 
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24.7 

95.1 

0.3 

4.9 

0.2 

0.9 

14.8 

94.0 

0.4 

6.0 

0.6 

2.6 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

24.3 

96.2 

0.9 

6.2 

0.4 

1.3 

19.0 

94.5 

1.1 

7.6 

0.6 

2.6 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

14.1 

96.7 

0.6 

8.4 

0.4 

1.3 

10.6 

95.4 

0.7 

10.4 

0.6 

2.6 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

32.2 

97.6 

1.6 

6.7 

1.3 

1.1 

26.1 

95.5 

1.9 

8.0 

1.9 

2.9 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

58.6 

88.6 

2.4 

2.9 

2.6 

1.4 

57.0 

85.9 

2.8 

4.2 

3.0 

2.7 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

73.8 

95.0 

11.4 

16.0 

5.5 

1.4 

70.7 

93.8 

15.2 

21.0 

7.1 

2.9 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

   イ 子どもの育児や家事等への関わりの状況（小学校入学前：問 10，小学生：問 10） 

     小学校入学前では，すべてにおいて母親が最も関わっており，父親につい
ては，前回調査よりも関わりの割合が少しずつであるが上昇しています。 

     父親の関わりでは，特に入浴や遊び相手，しつけへの関わりが高くなって
おり，小学生では，入浴や着替えについては，子ども自身が行う割合が高く
なっています。 

 
■小学校入学前児童 

 
①洗濯をする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④子どもに食事を食べさせる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②食料品等の日常的な 

買い物をする 

③家族や子どもの食事をつくる 

⑤子どもを風呂に入れる ⑥子どもと遊ぶ 
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44.2 

96.3 

1.3 

7.5 

2.5 

2.3 

39.0 

94.1 

1.9 

10.3 

2.9 

4.2 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

26.4 

85.5 

3.2 

5.7 

2.5 

10.9 

19.5 

77.8 

3.6 

7.4 

5.2 

16.1 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

31.4 

95.3 

0.5 

1.8 

1.8 

1.5 

29.3 

93.5 

1.0 

3.5 

2.0 

3.2 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

64.9 

96.7 

4.8 

9.2 

1.6 

2.3 

60.6 

94.6 

7.0 

11.9 

2.1 

3.7 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

40.6 

93.4 

1.8 

7.2 

2.9 

2.9 

35.9 

90.4 

2.4 

8.9 

3.6 

5.2 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

15.7 

98.2 

0.7 

2.4 

0.1 

1.4 

15.3 

96.7 

0.9 

3.3 

0.5 

2.7 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

 

⑦子どもの衣類（おむつ）を替える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩子どもをしつける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧幼稚園・保育施設等や習い事・ 

塾等の送り迎えをする 

⑨子どもを寝かしつける 

⑪子どもに本を読み聞かせる ⑫予防接種や健診に連れて行く 
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29.2 

97.7 

2.3 

6.5 

0.3 

1.5 

28.5 

96.3 

2.9 

8.8 

0.8 

2.9 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

30.1 

89.2 

1.8 

4.5 

2.4 

7.1 

8.5 

85.2 

0.2 

0.9 

3.5 

11.0 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

 

⑬子どもが病気の際に看病したり 

病院に連れて行ったりする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭子ども会や子育てサークル，町内会や 

地蔵盆等の子どもに関する地域活動に 

参加する 
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55.7 

73.6 

7.0 

11.5 

39.9 

7.4 

1.5 

61.5 

84.2 

9.4 

13.8 

11.3 

2.3 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．子ども自身

でできる

６．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,202）

平成25年（N=2,649）

５．子ども自身

でできる

28.4 

51.7 

0.8 

1.5 

59.1 

1.0 

1.4 

38.1 

75.2 

1.5 

2.9 

15.2 

3.2 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．子ども自身

でできる

６．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,202）

平成25年（N=2,649）

５．子ども自身

でできる

13.0 

96.2 

0.5 

9.0 

1.5 

0.4 

1.2 

10.6 

96.4 

0.5 

9.4 

1.1 

0.5 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．子ども自身

でできる

６．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,202）

平成25年（N=2,649）

５．子ども自身

でできる

18.1 

96.1 

0.9 

6.2 

1.6 

0.4 

1.2 

14.0 

96.0 

0.9 

6.8 

0.9 

0.6 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．子ども自身

でできる

６．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,202）

平成25年（N=2,649）

５．子ども自身

でできる

16.0 

94.6 

0.5 

5.5 

1.5 

0.5 

1.3 

10.9 

95.3 

0.6 

6.0 

0.9 

0.5 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．子ども自身

でできる

６．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,202）

平成25年（N=2,649）

５．子ども自身

でできる

12.2 

62.1 

1.1 

5.2 

46.9 

0.5 

1.3 

13.9 

90.3 

0.9 

7.4 

6.3 

2.3 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．子ども自身

でできる

６．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,202）

平成25年（N=2,649）

５．子ども自身

でできる

■小学生児童 
 
①洗濯をする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④子どもに食事を食べさせる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「５．子ども自身でできる」は平成 30年のみの選択肢

②食料品等の日常的な 

買い物をする 

③家族や子どもの食事をつくる 

⑤子どもを風呂に入れる ⑥子どもと遊ぶ 
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35.0 

88.4 

1.9 

5.9 

28.1 

3.7 

1.3 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．子ども自身

でできる

６．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,202）

５．子ども自身

でできる

15.7 

57.1 

0.5 

2.9 

46.9 

2.1 

5.1 

18.8 

76.1 

0.9 

4.7 

12.0 

9.7 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．子ども自身

でできる

６．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,202）

平成25年（N=2,649）

５．子ども自身

でできる

17.5 

54.4 

0.3 

1.2 

55.6 

0.8 

1.4 

23.7 

77.5 

0.8 

2.3 

14.5 

5.0 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．子ども自身

でできる

６．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,202）

平成25年（N=2,649）

５．子ども自身

でできる

24.3 

76.4 

3.9 

5.0 

27.5 

2.7 

4.7 

23.2 

82.3 

3.2 

5.5 

8.6 

5.9 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．子ども自身

でできる

６．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,202）

平成25年（N=2,649）

５．子ども自身

でできる

7.0 

52.9 

0.2 

1.9 

60.2 

0.3 

1.7 

8.8 

86.9 

0.5 

3.7 

9.7 

3.2 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．子ども自身

でできる

６．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,202）

平成25年（N=2,649）

５．子ども自身

でできる

64.6 

96.2 

7.1 

12.0 

1.7 

1.5 

1.4 

61.1 

96.7 

6.9 

12.9 

1.7 

0.9 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．子ども自身

でできる

６．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,202）

平成25年（N=2,649）

５．子ども自身

でできる

 

⑦子どもの衣類を替える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩子どもをしつける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「５．子ども自身でできる」は平成 30年のみの選択肢 

⑧学童クラブや習い事，塾等の 

送り迎えをする 

⑨子どもを寝かしつける 

⑪子どもに本を読み聞かせる ⑫ 子どもの宿題や勉強を見る 
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28.7 

88.9 

1.7 

3.3 

13.3 

2.6 

3.7 

13.3 

88.3 

0.2 

1.2 

3.4 

6.9 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．子ども自身

でできる

６．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,202）

平成25年（N=2,649）

５．子ども自身

でできる

25.8 

97.0 

3.1 

8.2 

0.3 

0.4 

1.2 

26.4 

96.9 

2.3 

7.9 

0.8 

0.6 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．子ども自身

でできる

６．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,202）

平成25年（N=2,649）

５．子ども自身

でできる

12.9 

96.9 

0.7 

1.8 

0.7 

0.2 

1.3 

12.9 

96.8 

0.5 

2.8 

0.5 

0.9 

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

１．父

２．母

３．祖父

４．祖母

５．子ども自身

でできる

６．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,202）

平成25年（N=2,649）

５．子ども自身

でできる

 

⑬ 予防接種や健診に連れて行く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「５．子ども自身でできる」は平成 30年のみの選択肢 

⑭子どもが病気の際に看病したり 

病院に連れて行ったりする 

⑮ 子ども会や子育てサークル， 

町内会や地蔵盆等の子どもに 

関する地域活動に参加する 
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27.7 

29.0 

40.6 

40.7 

21.8 

19.4 

3.4 

2.9 

4.9 

5.5 

1.6 

2.5 

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

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

１．とても楽しい ２．楽しい

３．少し不安または負担を感じる ４．とても不安または負担を感じる

５．どちらともいえない 不明・無回答

18.1 

22.8 

40.1 

37.8 

26.2 

24.3 

5.1 

4.6 

9.1 

8.1 

1.4 

2.4 

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

平成30年（N=3,202）

平成25年（N=2,649）

１．とても楽しい ２．楽しい

３．少し不安または負担を感じる ４．とても不安または負担を感じる

５．どちらともいえない 不明・無回答

   ウ 子育てに対する気持ち 

     子育てをしている今の気持ち（小学校入学前：問 25，小学生：問 20）で
は，「楽しい」の割合が小学校入学前では７割弱，小学生では６割弱となっ
ており，「不安・負担を感じる」が小学校入学前では２割台半ば，小学生で
は３割程度となっています。 

     子育てで楽しい，良かったと感じること（小学校入学前：問 26，小学生：
問 21）では，小学校入学前，小学生ともに「子どもの成長・発達に感動した」
の割合が９割前後となっています。 

     また，子育てで日頃感じる不安（小学校入学前：問 27，小学生：問 22）
では，小学校入学前，小学生ともに「子どもの教育費」「子どもの将来」が
多く挙げられています。 

 

【子育てをしている今の気持ち】 

■小学校入学前児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■小学生児童 
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【子育てで楽しい，良かったと感じること】 

■小学校入学前児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.3 

35.0 

56.1 

55.4 

64.9 

41.0 

91.5 

51.2 

53.1 

44.1 

3.7 

0.2 

2.1 

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

１．家族のきずなが深まった

２．他人の子どもや他人に対して優しくなれた

３．子どもに多くのことを教えられた

４．ものの見方や価値観が変わった

５．子どもが見出す新鮮な発見が楽しい

６．家庭の雰囲気がなごやかになった

７．子どもの成長・発達に感動した（歩いた，

しゃべった，運動会での活躍など）

８．子どもを通していろいろな人と知り合いにな

れた，友達ができた

９．子どもが家族のために優しい気配りやお手伝

いなどをしてくれた時

10．子どもが他の子ども（友達）のために優しい

気配りなどをしてくれた時

11．その他

12．特にない

不明・無回答

（N=3,191）

７．子どもの成長・発達に感動した（歩いた，

しゃべった，運動会での活躍など）

８．子どもを通していろいろな人と知り合いに

なれた，友達ができた

９．子どもが家族のために優しい気配りや
お手伝いなどをしてくれた時

10．子どもが他の子ども（友達）のために優しい

気配りなどをしてくれた時
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■小学生児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.5 

31.9 

61.1 

51.5 

61.8 

42.9 

86.4 

64.1 

66.3 

57.6 

3.9 

0.7 

1.2 

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

１．家族のきずなが深まった

２．他人の子どもや他人に対して優しくなれた

３．子どもに多くのことを教えられた

４．ものの見方や価値観が変わった

５．子どもが見出す新鮮な発見が楽しい

６．家庭の雰囲気がなごやかになった

７．子どもの成長・発達に感動した（歩いた，

しゃべった，運動会での活躍など）

８．子どもを通していろいろな人と知り合いにな

れた，友達ができた

９．子どもが家族のために優しい気配りやお手伝

いなどをしてくれた時

10．子どもが他の子ども（友達）のために優しい

気配りなどをしてくれた時

11．その他

12．特にない

不明・無回答

（N=3,202）

７．子どもの成長・発達に感動した（歩いた，

しゃべった，運動会での活躍など）

８．子どもを通していろいろな人と知り合いに

なれた，友達ができた

９．子どもが家族のために優しい気配りや
お手伝いなどをしてくれた時

10．子どもが他の子ども（友達）のために優しい

気配りなどをしてくれた時
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12.4 

12.5 

7.8 

21.9 

14.2 

14.8 

16.1 

18.8 

18.1 

16.0 

7.8 

20.9 

22.8 

27.8 

9.0 

36.6 

14.7 

27.3 

10.8 

13.7 

1.0 

24.8 

27.3 

15.9 

39.0 

28.0 

30.1 

26.4 

31.7 

31.4 

30.8 

19.8 

32.4 

38.3 

31.8 

23.4 

28.6 

24.3 

36.2 

23.4 

24.6 

0.4 

20.2 

21.3 

19.8 

19.8 

20.5 

24.5 

25.8 

16.3 

18.7 

22.4 

28.4 

20.4 

23.6 

18.8 

34.9 

24.6 

27.3 

19.4 

24.3 

24.9 

1.6 

34.4 

31.7 

33.1 

15.7 

27.9 

23.7 

21.5 

26.7 

23.4 

20.0 

30.9 

20.9 

11.6 

12.3 

23.9 

6.1 

24.0 

12.1 

27.5 

26.4 

0.3 

7.6 

6.6 

22.8 

2.6 

8.8 

6.1 

9.5 

5.7 

7.7 

10.1 

12.3 

4.6 

2.5 

6.8 

8.0 

2.9 

8.7 

4.0 

13.1 

9.4 

1.6 

0.7 

0.7 

0.7 

0.9 

0.7 

0.8 

0.8 

0.8 

0.6 

0.6 

0.8 

0.8 

1.1 

2.5 

0.8 

1.3 

1.0 

1.0 

0.9 

0.9 

95.0 

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

①子どものしつけ

②子どもの教育

③子どもの教育費

④子どもの遊び

⑤子どもを遊ばせることができる場所

⑥子どもの友達付き合い

⑦子どもを預けられる施設や条件

⑧子どもの食事や栄養

⑨子どもの病気や発育

⑩子どもの医療費

⑪子どもの将来

⑫子どもと接する時間

⑬家族の中での子育て観

⑭配偶者の子育てへの協力

⑮子育てに対する自信

⑯育児書どおりにならない

⑰子育てと自分の生きがいや仕事との関係

⑱自分の話し相手や相談相手

⑲自分の時間，心のゆとり

⑳自分の健康

㉑その他

平成30年（N=3,191） １．不安ではない ２．あまり不安ではない

３．どちらともいえない ４．少し不安である

５．不安である 不明・無回答

【子育てで日頃感じる不安】 

■小学校入学前児童 
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13.1 

10.3 

6.7 

16.7 

10.0 

14.6 

18.1 

24.6 

25.5 

22.0 

9.3 

20.9 

20.9 

25.3 

9.2 

38.2 

16.8 

29.8 

13.2 

12.5 

2.8 

30.0 

26.8 

15.8 

36.5 

22.5 

33.3 

26.2 

39.6 

36.5 

30.9 

22.6 

35.7 

36.5 

29.0 

24.5 

24.9 

29.6 

35.8 

28.1 

22.0 

0.9 

18.7 

20.6 

18.0 

21.2 

20.1 

19.7 

34.6 

16.2 

17.2 

23.0 

26.5 

21.3 

25.7 

20.4 

35.5 

27.3 

27.4 

19.5 

25.6 

25.3 

3.6 

30.2 

31.8 

33.5 

21.3 

31.8 

25.6 

14.1 

16.7 

16.1 

16.1 

28.7 

17.8 

13.5 

12.4 

22.0 

5.4 

18.2 

10.1 

21.6 

27.9 

0.6 

7.3 

9.9 

25.6 

3.4 

15.1 

6.2 

6.2 

2.4 

4.3 

7.5 

12.3 

3.7 

2.8 

8.1 

8.1 

3.0 

7.4 

4.2 

11.0 

11.7 

1.6 

0.7 

0.6 

0.5 

0.8 

0.6 

0.7 

0.8 

0.5 

0.5 

0.5 

0.6 

0.7 

0.7 

4.9 

0.7 

1.2 

0.7 

0.6 

0.5 

0.6 

90.6 

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

①子どものしつけ

②子どもの教育

③子どもの教育費

④子どもの遊び

⑤子どもを遊ばせることができる場所

⑥子どもの友達付き合い

⑦子どもを預けられる施設や条件

⑧子どもの食事や栄養

⑨子どもの病気や発育

⑩子どもの医療費

⑪子どもの将来

⑫子どもと接する時間

⑬家族の中での子育て観

⑭配偶者の子育てへの協力

⑮子育てに対する自信

⑯育児書どおりにならない

⑰子育てと自分の生きがいや仕事との関係

⑱自分の話し相手や相談相手

⑲自分の時間，心のゆとり

⑳自分の健康

㉑その他

平成30年（N=3,202） １．不安ではない ２．あまり不安ではない

３．どちらともいえない ４．少し不安である

５．不安である 不明・無回答

■小学生児童 
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8.4 

2.7 

1.5 

3.6 

33.1 

0.5 

0.1 

10.2 

72.6 

56.9 

43.4 

14.6 

1.8 

21.8 

0.3 

4.0 

1.5 

1.4 

0.9 

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

１．保健福祉センター子どもは

ぐくみ室

２．児童福祉センター

３．子育て支援活動いきいきセ

ンター（つどいの広場）

４．児童館

５．宛名のお子さまやその兄弟

姉妹が通っている学校・幼稚…

６．こどもみらい館

７．民生委員・児童委員，主任

児童委員

８．医療機関

９．配偶者・パートナー

10．祖父母等の親族

11．友人や近隣の住民

12．職場の同僚

13．子育てサークル等の仲間

14．幼稚園・保育施設等や学校

の保護者仲間

15．電話相談機関

16．インターネットの相談・質

問サイト

17．その他

18．相談相手がいない

不明・無回答

平成30年（N=3,191）

１．保健福祉センター

子どもはぐくみ室

３．子育て支援活動いきいき

センター（つどいの広場）

５．宛名のお子さまやその

兄弟姉妹が通っている

学校・幼稚園・保育施設等

７．民生委員・児童委員，

主任児童委員

14．幼稚園・保育施設等や

学校の保護者仲間

16．インターネットの相談・

質問サイト

1.1 

1.3 

2.3 

0.4 

0.7 

1.4 

19.8 

1.1 

0.3 

3.7 

73.1 

61.6 

52.2 

9.0 

2.7 

15.9 

0.2 

3.9 

1.9 

0.9 

4.8 

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

１．子ども支援センター（福祉

事務所）

２．保健センター

３．児童福祉センター（児童相

談所・発達相談所）

４．こどもみらい館

５．子育て支援活動いきいきセ

ンター（つどいの広場）

６．児童館

７．宛名のお子さんやその兄弟

姉妹が通園している幼稚園・…

８．７以外の幼稚園・保育施設

等

９．民生委員・児童委員，主任

児童委員

10．医療機関

11．配偶者・パートナー

12．祖父母等の親族

13．友人や近隣の住民

14．職場の同僚

15．子育てサークル等の仲間

16．幼稚園・保育施設等や学校

の保護者仲間

17．電話相談機関

18．インターネットの相談・質

問サイト

19．その他

20．相談相手がいない

不明・無回答

平成25年（N=3,008）

１．子ども支援センター

（福祉事務所）

３．児童福祉センター

（児童相談所・発達相談所）

７．宛名のお子さんやその

兄弟姉妹が通園している

幼稚園・保育施設等

８．７以外の幼稚園・保育

施設等

９．民生委員・児童委員，

主任児童委員

16．幼稚園・保育施設等や

学校の保護者仲間

18．インターネットの相談・

質問サイト

５．子育て支援活動いきいき

センター（つどいの広場）

   エ 子育ての相談先（小学校入学前：問 28，小学生：問 23） 

     小学校入学前，小学生ともに「配偶者・パートナー」「祖父母等の親族」
「友人や近隣の住民」が順に多く挙げられています。 

 

■小学校入学前児童 
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0.4 

3.1 

0.2 

3.7 

27.1 

0.1 

0.2 

6.3 

73.4 

56.6 

54.1 

20.4 

0.8 

21.5 

0.2 

2.1 

2.4 

1.8 

1.2 

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

１．保健福祉センター子どもは

ぐくみ室

２．児童福祉センター

３．子育て支援活動いきいきセ

ンター（つどいの広場）

４．児童館

５．宛名のお子さまやその兄弟

姉妹が通っている学校・幼稚

園・保育施設等

６．こどもみらい館

７．民生委員・児童委員，主任

児童委員

８．医療機関

９．配偶者・パートナー

10．祖父母等の親族

11．友人や近隣の住民

12．職場の同僚

13．子育てサークル等の仲間

14．幼稚園・保育施設等や学校

の保護者仲間

15．電話相談機関

16．インターネットの相談・質

問サイト

17．その他

18．相談相手がいない

不明・無回答

平成30年（N=3,202）

１．保健福祉センター

子どもはぐくみ室

３．子育て支援活動いきいき

センター（つどいの広場）

５．宛名のお子さまやその

兄弟姉妹が通っている

学校・幼稚園・保育施設等

７．民生委員・児童委員，

主任児童委員

14．幼稚園・保育施設等や

学校の保護者仲間

16．インターネットの相談・

質問サイト

0.7 

0.5 

3.4 

0.2 

0.2 

1.4 

16.8 

0.5 

0.2 

2.2 

66.2 

51.5 

56.1 

12.6 

0.9 

16.8 

0.2 

1.5 

2.5 

1.8 

5.1 

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

１．子ども支援センター（福祉

事務所）

２．子ども相談センターパトナ

３．児童福祉センター（児童相

談所・発達相談所）

４．保健センター

５．こどもみらい館

６．児童館

７．宛名のお子さんやその兄弟

姉妹が通っている 学校や幼稚

園・保育施設等

８．７以外の学校や幼稚園・保

育施設等

９．民生委員・児童委員，主任

児童委員

10．医療機関

11．配偶者・パートナー

12．祖父母等の親族

13．友人や近隣の住民

14．職場の同僚

15．子育てサークル等の仲間

16．幼稚園・保育施設等や学校

の保護者仲間

17．電話相談機関

18．インターネットの相談・質

問サイト

19．その他

20．相談相手がいない

不明・無回答

平成25年（N=2,649）

１．子ども支援センター

（福祉事務所）

３．児童福祉センター

（児童相談所・発達相談所）

７．宛名のお子さんやその兄弟

姉妹が通っている 学校や

幼稚園・保育施設等

８．７以外の学校や幼稚園・

保育施設等

９．民生委員・児童委員，

主任児童委員

16．幼稚園・保育施設等や

学校の保護者仲間

18．インターネットの相談・

質問サイト

■小学生児童 
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30.9 

15.9 

13.8 

55.6 

30.2 

31.9 

13.8 

7.9 

1.5 

10.9 

1.9 

45.7 

24.4 

15.4 

57.6 

44.1 

39.8 

15.8 

14.3 

1.2 

7.0 

3.6 

0% 20% 40% 60% 80%

１．幼稚園・保育施設等に関する情報

２．１以外の子育て支援施策に関する情報

３．民間の子育て援助サービス

（ベビーシッター等）に関する情報

４．子どもと一緒に参加できるイベント情報

５．医療機関に関する情報

６．子どもの病気時への対処方法

７．子どもに関する相談窓口

８．子育てサークルの情報

９．その他

10．特に必要な情報はない

不明・無回答

平成30年（N=3,191） 平成25年（N=3,008）

３．民間の子育て援助サービス

（ベビーシッター等）に関する情報

  ○ 小学校入学前 

   ア 子育てに関して知りたい情報（小学校入学前：問 36(1)） 
     「子どもと一緒に参加できるイベント情報」の割合が５割台半ばとなって

おり，次いで「幼稚園・保育施設等に関する情報」「医療機関に関する情報」
「子どもの病気時への対処方法」の順で多く挙げられています。 
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45.2 6.2 28.7 8.3 6.7 4.9 

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

（N=3,191）

１．自動車

２．公共交通機関

３．自転車

４．ベビーカー（三輪車を押して移動する場合も含む。）

５．徒歩

不明・無回答

   イ 子ども連れでの外出時の移動手段と移動距離 

     子ども連れでの外出時の移動手段（小学校入学前：問 42(1)）では，「自
動車」が４割台半ば，「自転車」が３割弱，「ベビーカー」が１割弱となっ
ており，当該移動手段での平均的な移動距離（小学校入学前：問 42(2)）で
は，ベビーカー・徒歩で 1,500ｍ未満，自転車で 1,000ｍ以上が多くなって
います。 

 

【子ども連れでの外出時の移動手段】 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

【自転車・ベビーカー・徒歩での平均的な移動距離】 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 移動手段別  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5.9 

16.6 

29.0 

5.0 

12.6 

0.3 

14.6 

16.0 

0% 10% 20% 30%

500ｍ未満

500～1,000ｍ未満

1,000～1,500ｍ未満

1,500～2,000ｍ未満

2,000～2,500ｍ未満

2,500～3,000ｍ未満

3,000ｍ以上

不明・無回答

（N=1,395）

合計 500ｍ未満
500～1,000
ｍ未満

1,000～1,500
ｍ未満

1,500～2,000
ｍ未満

2,000～2,500
ｍ未満

2,500～3,000
ｍ未満

3,000ｍ以上 不明・無回答

1,395 82 232 405 70 176 4 203 223

100.0 5.9 16.6 29.0 5.0 12.6 0.3 14.6 16.0

915 30 108 265 47 128 3 172 162

100.0 3.3 11.8 29.0 5.1 14.0 0.3 18.8 17.7

265 18 66 77 15 27 1 22 39

100.0 6.8 24.9 29.1 5.7 10.2 0.4 8.3 14.7

215 34 58 63 8 21 0 9 22

100.0 15.8 27.0 29.3 3.7 9.8 0.0 4.2 10.2

　　上段：件数
　　下段：％

全  体

移

動

手
段

別

自転車

ベビーカー

徒歩
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21.6 

28.0 

27.3 

27.8 

21.5 

29.6 

40.8 

25.4 

12.5 

11.8 

14.2 

7.3 

10.2 

6.3 

27.5 

31.8 

36.7 

31.6 

26.9 

33.8 

39.6 

29.6 

16.4 

15.4 

16.4 

5.3 

9.5 

1.9 

17.0 

29.9 

33.2 

25.6 

21.9 

29.2 

32.0 

23.9 

11.1 

9.1 

11.1 

4.4 

6.3 

4.8 

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

１．歩道や信号がない通りが多く，安全に心配が

あること

２．歩道の段差等がベビーカーや自転車の通行の

妨げになっていること

３．交通機関や建物がベビーカーでの移動に配慮

されていないこと

４．トイレがオムツ替えや親子での利用に配慮さ

れていないこと

５．授乳する場所や必要な設備が少ないこと

６．小さな子どもとの食事に配慮された場所が少

ないこと

７．買い物や用事の合間の気分転換に，子どもを

遊ばせる場所が少ないこと

８．緑や広い歩道が少ないなど，街並みにゆとり

とうるおいが少ないこと

９．暗い通りや見通しのきかないところが多く，

犯罪被害の防止対策が少ないこと

10．周囲の人が子ども連れを迷惑そうに見ること

11．荷物や子どもに手をとられて困っている時

に，手を貸してくれる人が少ないこと

12．その他

13．特に困ること・困ったことはない

不明・無回答

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

平成20年（N=2,742）

１．歩道や信号がない通りが多く，安全に心配が

あること

２．歩道の段差等がベビーカーや自転車の通行の

妨げになっていること

３．交通機関や建物がベビーカーでの移動に配慮

されていないこと

４．トイレがオムツ替えや親子での利用に配慮

されていないこと

６．小さな子どもとの食事に配慮された場所が

少ないこと

７．買い物や用事の合間の気分転換に，子どもを

遊ばせる場所が少ないこと

８．緑や広い歩道が少ないなど，街並みにゆとり

とうるおいが少ないこと

９．暗い通りや見通しのきかないところが多く，

犯罪被害の防止対策が少ないこと

11．荷物や子どもに手をとられて困っている

時に，手を貸してくれる人が少ないこと

   ウ 子どもと外出する際の困りごと（小学校入学前：問 43） 

     「買い物や用事の合間の気分転換に，子どもを遊ばせる場所が少ないこと」
が４割で最も多く，次いで「小さな子どもとの食事に配慮された場所が少な
いこと」が多く挙げられています。 
また，移動・交通に関する回答は，５年前の調査に比べて改善傾向が見ら

れました。 
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14.9 

63.1 

0.8 

11.6 

20.2 

4.8 

18.5 

67.1 

1.9 

18.7 

17.4 

4.6 

0% 20% 40% 60% 80%

１．日常的に子どもを預けられる祖父母

等の親族がいる

２．緊急時等に子どもを預けられる祖父

母等の親族がいる

３．日常的に子どもを預けられる友人・

知人がいる

４．緊急時等に子どもを預けられる友

人・知人がいる

５．いずれもいない

不明・無回答

平成30年（N=3,191） 平成25年（N=3,008）

１．日常的に子どもを預けられる

祖父母等の親族がいる

２．緊急時等に子どもを預けられる

祖父母等の親族がいる

３．日常的に子どもを預けられる

友人・知人がいる

４．緊急時等に子どもを預けられる

友人・知人がいる

16.8 

53.7 

1.9 

18.3 

19.1 

9.2 

16.3 

63.8 

2.7 

28.0 

16.5 

4.6 

0% 20% 40% 60% 80%

１．日常的に子どもを預けられる祖父母

等の親族がいる

２．緊急時等に子どもを預けられる祖父

母等の親族がいる

３．日常的に子どもを預けられる友人・

知人がいる

４．緊急時等に子どもを預けられる友

人・知人がいる

５．いずれもいない

不明・無回答

平成30年（N=3,202） 平成25年（N=2,649）

１．日常的に子どもを預けられる

祖父母等の親族がいる

２．緊急時等に子どもを預けられる

祖父母等の親族がいる

３．日常的に子どもを預けられる

友人・知人がいる

４．緊急時等に子どもを預けられる

友人・知人がいる

 ⑵ 子育ての環境と支援 

  ○ 小学校入学前・小学生 
   ア 子どもを預けられる人の有無（小学校入学前，小学生：問９(1)） 
     「緊急時等に子どもを預けられる祖父母等の親族がいる」の割合が最も高

く，小学校入学前では６割程度，小学生では５割程度となっています。 
     一方で，「いずれもいない」は小学校入学前，小学生ともに約２割となっ

ており，前回調査よりもわずかに上昇しています。 
 
■小学校入学前児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

■小学生児童 
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20.1 

40.1 

19.8 

69.4 

19.8 

50.3 

70.8 

38.4 

1.0 

3.9 

1.7 

31.2 

35.1 

28.1 

61.5 

75.4 

1.5 

3.9 

3.7 

46.5 

31.3 

30.7 

67.6 

78.9 

0.9 

3.2 

2.0 

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

１．身近な問題についての親同士での相談や

話し合い

２．地域が実施する子ども向けの活動（地蔵盆や

通学路の見守り活動等）を通じて，

地域の大人が子どもに関わり合うこと

３．子どもや保護者が集える場所づくり

４．「声かけ」「あいさつ」をはじめ，身近な

コミュニケーション

５．急用や緊急時に，子どもを預け合えること

６．子どもの危険な行為やいたずらを

注意し合えること

７．子どもが事故や犯罪被害に巻き込まれないよ

う気を配り合うこと

８．子どもの言動に対する寛容なまなざし

９．その他

10．期待することは特にない

不明・無回答

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

平成20年（N=2,742）

１．身近な問題についての親同士での相談や

話し合い

２．地域が実施する子ども向けの活動（地蔵盆

や通学路の見守り活動等）を通じて，

地域の大人が子どもに関わり合うこと

４．「声かけ」「あいさつ」をはじめ，身近な

コミュニケーション

６．子どもの危険な行為やいたずらを注意し

合えること

７．子どもが事故や犯罪被害に巻き込まれない

よう気を配り合うこと

   イ 子育てでご近所・地域の人々に期待すること（小学校入学前：問 40，小学生：問 34） 

     小学校入学前，小学生ともに，子どもの安全確保のための配慮や声かけ，
身近なコミュニケーションが多く挙げられています。 

 
■小学校入学前児童 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「３．子どもや保護者が集える場所づくり」「４．「声かけ」「あいさつ」をはじめ，身近なコミュニケーシ

ョン」「８．子どもの言動に対する寛容なまなざし」は平成 30年のみの選択肢 
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22.9 

43.5 

14.4 

68.7 

20.0 

57.2 

72.3 

28.2 

1.2 

3.0 

3.1 

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

１．身近な問題についての親同士での相談や

話し合い

２．地域が実施する子ども向けの活動（地蔵盆や

通学路の見守り活動等）を通じて，

地域の大人が子どもに関わり合うこと

３．子どもや保護者が集える場所づくり

４．「声かけ」「あいさつ」をはじめ，身近な

コミュニケーション

５．急用や緊急時に，子どもを預け合えること

６．子どもの危険な行為やいたずらを

注意し合えること

７．子どもが事故や犯罪被害に巻き込まれないよ

う気を配り合うこと

８．子どもの言動に対する寛容なまなざし

９．その他

10．期待することは特にない

不明・無回答

（N=3,202）

１．身近な問題についての親同士での相談や

話し合い

２．地域が実施する子ども向けの活動（地蔵盆

や通学路の見守り活動等）を通じて，

地域の大人が子どもに関わり合うこと

４．「声かけ」「あいさつ」をはじめ，身近な

コミュニケーション

６．子どもの危険な行為やいたずらを注意し

合えること

７．子どもが事故や犯罪被害に巻き込まれない

よう気を配り合うこと

■小学生児童 
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60.2 37.4 2.4 

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

（N=3,202）

１．参加したことがある ２．参加したことがない 不明・無回答

54.6 

17.9 

13.3 

40.9 

11.1 

61.7 

1.7 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80%

１．自治会，民生委員・児童委員など地域の方が

中心となり運営している事業

２．保育園（所），認定こども園などが

中心となり運営している事業

３．幼稚園が中心となり運営している事業

４．児童館，学童クラブなどが中心となり

運営している事業

５．ＮＰＯ法人，ボランティアが中心となり

運営している事業

６．学校施設（小学校，中学校，高等学校，大学

など）が中心となり運営している事業

７．その他

不明・無回答

（N=1,929）

１．自治会，民生委員・児童委員など地域の方が

中心となり運営している事業

２．保育園（所），認定こども園などが中心と

なり運営している事業

４．児童館，学童クラブなどが中心となり運営

している事業

５．ＮＰＯ法人，ボランティアが中心となり運営

している事業

６．学校施設（小学校，中学校，高等学校，大学

など）が中心となり運営している事業

 ウ 地域との関わり 

地域で実施されている子育て世帯向けの事業の参加状況（小学生：問 32(1)）
については，回答者の約６割に参加経験があり，学校や自治会が運営する事業
によく参加（小学生：問 32(2)）しており，自身の子育てが地域の人に支えら
れているかを問う設問（小学校入学前：問 39，小学生：問 33）では，「感じ
る」が小学校入学前では約５割，小学生では６割程度となっています。 

 
【地域で実施されている子育て世帯向けの事業の参加状況】 

 

 

 

 

 

 

 
 
【よく参加する事業の運営主体】 
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9.3 40.5 34.9 13.7 1.7 

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

（N=3,191）

１．とても感じる ２．感じる ３．あまり感じない

４．感じない 不明・無回答

13.6 49.8 25.4 7.5 3.7 

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

（N=3,202）

１．とても感じる ２．感じる ３．あまり感じない

４．感じない 不明・無回答

【自身の子育てが，地域の人に支えられていると感じるか】 

 

■小学校入学前児童 

 

 

 

 

 

 
 
 
■小学生児童 
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72.9 

58.9 

56.2 

26.1 

39.4 

41.8 

1.1 

1.7 

1.9 

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

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

平成20年（N=2,742）

１．利用している ２．利用していない 不明・無回答

 ○ 小学校入学前 

   ア 幼稚園・保育施設等の利用（小学校入学前：問 12(1)） 
     「利用している」が約７割となっており，利用している施設の種別では，

「保育園（所）」が約５割と最も高く，次いで「幼稚園」が多く挙げられて
います。 

     前回調査との比較では，幼稚園・保育施設等の利用者は増加しています。 
 

【幼稚園・保育施設等の利用】 
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20.0 

2.3 

14.4 

10.3 

49.0 

3.1 

1.0 

1.8 

0.3 

1.6 

1.3 

21.7 

2.0 

9.4 

59.8 

0.5 

1.4 

2.5 

0.5 

2.4 

2.4 

37.6 

57.2 

1.0 

2.3 

0.4 

0.0 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80%

１．幼稚園

２．幼稚園＋預かり保育（ほぼ毎日利用）

３．幼稚園＋預かり保育（たまに利用）

４．認定こども園

５．保育園（所）

６．小規模（家庭的）保育事業所

７．事業所内保育施設

８．認可外保育施設

９．ベビーシッター

10．その他

不明・無回答

平成30年（N=2,325）

平成25年（N=1,772）

平成20年（N=1,542）

【利用している施設の種別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「２．幼稚園＋預かり保育（ほぼ毎日利用）」「３．幼稚園＋預かり保育（たまに利用）」「６．小規模（家

庭的）保育事業所（平成 25年：小規模保育）」は平成 30年，平成 25年のみの選択肢 

「４．認定こども園」は平成 30年のみの選択肢 
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15.1 

63.1 

3.1 

0.0 

7.1 

2.0 

0.2 

0.0 

2.9 

6.4 

24.3 

56.0 

0.8 

0.0 

6.9 

2.2 

0.7 

0.3 

6.0 

2.8 

0% 20% 40% 60% 80%

１．子どもの父か母が世話をしていて利用する必

要がない

２．子どもがまだ小さいため利用していない

（ 歳くらいになったら利用しようと…

３．子どもの祖父母や親戚の人に子どもを預けて

いて利用する必要がない

４．近所の人や父母の友人・知人に子どもを預け

ていて利用する必要がない

５．利用したいが，利用したい幼稚園・保育施設

等の定員に空きがない

６．利用したいが，経済的な理由（保育料・教材

費が高いなど）で利用していない

７．利用したいが，利用したい時間帯と教育・保

育の実施時間が合わない

８．利用したいが，質に納得できる幼稚園・保育

施設等が見つからない

９．その他

不明・無回答

平成30年（N=832）

平成25年（N=1,185）

１．子どもの父か母が世話をしていて利用する

必要がない

２．子どもがまだ小さいため利用していない

（ 歳くらいになったら利用しようと考えている）

３．子どもの祖父母や親戚の人に子どもを預けて

いて利用する必要がない

４．近所の人や父母の友人・知人に子どもを預けて

いて利用する必要がない

５．利用したいが，利用したい幼稚園・保育施設等

の定員に空きがない

６．利用したいが，経済的な理由（保育料・教材費

が高いなど）で利用していない

７．利用したいが，利用したい時間帯と教育・保育

の実施時間が合わない

８．利用したいが，質に納得できる幼稚園・保育

施設等が見つからない

   イ 幼稚園・保育施設等を利用していない理由（小学校入学前：（問 12(5)） 

     「子どもがまだ小さいため利用していない」が６割程度と最も高く，次い
で「子どもの父か母が世話をしていて利用する必要がない」の順となってい
ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



27 

19.6 

10.0 

13.1 

9.0 

40.2 

1.4 

0.5 

0.5 

0.3 

0.3 

2.0 

3.0 

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

１．幼稚園

２．幼稚園＋預かり保育（ほぼ毎日利用）

３．幼稚園＋預かり保育（たまに利用）

４．認定こども園

５．保育園（所）

６．小規模（家庭的）保育事業所

７．事業所内保育施設

８．認可外保育施設

９．ベビーシッター

10．その他

11．利用したくない

不明・無回答

（N=3,191） 【１番目】

   ウ 今後利用したい幼稚園・保育施設等（１番目）（小学校入学前：（問 13(1）） 

     「保育園（所）」が約４割で最も高く，「幼稚園」，「幼稚園＋預かり保
育（たまに利用）」，「幼稚園＋預かり保育（ほぼ毎日利用）」，「認定こ
ども園」の順で多く挙げられています。 
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35.1 

38.9 

4.3 

6.0 

7.9 

0.5 

0.4 

0.2 

3.8 

1.1 

1.9 

33.4 

35.6 

3.0 

6.7 

11.5 

0.3 

0.5 

0.3 

2.0 

6.7 

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

１．子どもの健やかな発達や教育等のために

必要なため

２．現在就労している

３．現在より就労日数や時間を増やしたい

４．就労予定である／求職中である

５．そのうち就労したいと考えている

６．家族・親族等を介護している

７．病気や障害がある

８．学生で，授業等がある

９．家事や買い物・家庭の用事等，自由の

きく時間が一定必要なため

10．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,069） 平成25年（N=2,789）

９．家事や買い物・家庭の用事等，自由の

きく時間が一定必要なため

１．子どもの健やかな発達や教育等の

ために必要なため

お
子
さ
ま
の
身
の
回
り
の
世
話
を
主
に
し
て
い
る
方
が

   エ 幼稚園・保育施設等を利用したい理由（小学校入学前：（問 13(2）） 

     子どもの身の回りの世話をしている方が「現在就労している」の割合が約
４割，次いで「子どもの健やかな発達や教育等のために必要なため」の順で
多く挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「９．家事や買い物・家庭の用事等，自由のきく時間が一定必要なため」は平成 30年のみの選択肢 
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57.7 

75.9 

63.0 

39.9 

21.7 

31.2 

2.4 

2.4 

5.8 

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

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=1,772）

平成20年（N=1,493）

１．あった ２．なかった 不明・無回答

22.6 

65.9 

30.1 

2.9 

6.0 

0.3 

0.2 

1.9 

24.9 

3.0 

17.5 

67.3 

35.0 

3.9 

5.1 

0.4 

0.4 

2.6 

21.5 

2.3 

16.2 

59.9 

29.5 

3.4 

2.8 

0.7 

0.4 

2.8 

27.7 

2.2 

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

１．父が仕事を休んだ

２．母が仕事を休んだ

３．親族・知人（同居者を含む。）に預けた

４．子どもを仕事に同行させた

５．病児・病後児保育事業を利用した

６．ベビーシッターを利用した

７．ファミリーサポート事業を利用した

８．その他

９．就労していない母または父がみた

不明・無回答

平成30年（N=1,840）

平成25年（N=1,345）

平成20年（N=941）

   オ 子どもの病気・病後時の対応 

     子どもが病気やケガの回復期であるために，幼稚園・保育施設等を利用で
きなかった経験の有無（小学校入学前：問 15(1)）では，「あった」と答え
た家庭が半数以上となっています。 

     また，病気・病後時の対処（小学校入学前：問 15(2)）については，「母
が仕事を休んだ」が最も高く，「父親が仕事を休んだ」は，増加傾向にある
ものの，母親に比べると低い水準にあります。 

 

【子どもが病気や病気の回復期であるために，幼稚園・保育施設等を利用できなかった経験の有無】 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 25 年，平成 20 年は，前段の設問で，ある回答をした方のみを対象とした限定設問のため，サンプル数

が異なる 

 

【対処方法】 
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90.0 

81.3 

8.3 

7.9 

1.7 

10.8 

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

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

１．いる ２．いない 不明・無回答

5.1 

5.7 

8.1 

0.1 

0.3 

0.4 

31.1 

36.4 

41.7 

62.0 

53.3 

43.7 

1.7 

4.4 

6.1 

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

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

平成20年（N=2,742）

１．現在参加している

２．新たに立ち上げたいと考えている

３．現在は参加していないが，今後機会があれば参加したい

４．現在参加していないし，今後も参加するつもりはない

不明・無回答

   カ 子育てに係るコミュニティ 

     子育ての仲間の有無（小学校入学前：問 37）については，「いる」の割合
が９割となっています。一方で，子育てサークル等の自主的な活動への参加
状況（小学校入学前：問 38(1)）では，「現在参加している」が１割未満，
「現在参加しておらず，今後も参加するつもりはない」の割合が６割程度，
「現在は参加していないが，今後参加したい」が３割程度となっており，参
加していない理由（小学校入学前：問 38(3)）では，時間がないことや人間
関係のわずらわしさ，身近なサークル等の情報不足が挙げられています。 

 

【子育ての仲間の有無】 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
【子育てサークル等の自主的な活動への参加状況】 
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45.4 

5.4 

27.1 

18.5 

31.3 

11.5 

0.2 

3.9 

15.5 

3.6 

41.7 

6.2 

29.8 

17.7 

26.8 

12.8 

0.5 

4.7 

11.5 

4.6 

0% 20% 40% 60%

１．時間がない（仕事等が忙しいなど）

２．身近にサークルや組織がない

３．身近にサークルがあるのかわからない

４．活動や役割が大変そう

５．人間関係等がわずらわしそう

６．すでに他の仲間がいる

７．参加しようとしたが参加者が

いっぱいで断られた

８．その他

９．特に理由はない

不明・無回答

平成30年（N=2,969） 平成25年（N=2,698）

７．参加しようとしたが参加者が

いっぱいで断られた
７．参加しようとしたが参加者がいっぱいで

断られた

【参加していない理由】 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

13.9 

6.9 

56.0 

0.5 

1.7 

1.9 

0.6 

0.6 

0.2 

2.3 

15.5 

15.5 

7.8 

50.0 

1.0 

1.3 

2.5 

0.5 

0.6 

0.2 

3.5 

17.1 

18.3 

10.2 

46.9 

1.7 

1.4 

1.3 

0.4 

0.5 

0.2 

3.2 

15.8 

0% 20% 40% 60% 80%

１．公園・ちびっこひろば

２．家の近くの路地や道路

３．自宅

４．子どもの友人宅

５．親戚や知人宅

６．児童館

７．こどもみらい館

８．子育て支援活動いきいきセンター

（つどいの広場）

９．図書館

10．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

平成20年（N=2,742）

８．子育て支援活動いきいきセンター

（つどいの広場）

   キ 平日日中の子どもの遊び場（小学校入学前：問 41） 

     「自宅」の割合が５割台半ば，「公園・ちびっこひろば」が１割程度とな
っています。 
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26.7 

21.2 

9.0 

6.4 

24.6 

22.8 

3.0 

2.0 

36.4 

45.5 

0.3 

2.1 

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

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,001）

93.2 

94.6 

0.3 

0.1 

1.3 

1.8 

0.0 

0.0 

0.7 

1.2 

4.6 

2.1 

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

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=2,841）

１．就労している（フルタイム）

２．就労している（フルタイム）が育休・介護休業中

３．就労している（パートタイム，アルバイト等）

４．就労している（パートタイム，アルバイト等）が育休・介護休業中

５．現在就労していない

不明・無回答

父

母

29.0 

24.5 

0.7 

0.5 

43.3 

39.1 

0.7 

0.6 

24.6 

33.2 

1.7 

2.2 

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

平成30年（N=3,202）

平成25年（N=2,631）

88.6 

95.1 

0.1 

0.1 

0.9 

1.3 

0.0 

0.0 

0.9 

1.4 

9.5 

2.1 

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

平成30年（N=3,202）

平成25年（N=2,382）

１．就労している（フルタイム）

２．就労している（フルタイム）が育休・介護休業中

３．就労している（パートタイム，アルバイト等）

４．就労している（パートタイム，アルバイト等）が育休・介護休業中

５．現在就労していない

不明・無回答

父

母

⑶ 子育て家庭の就労状況及び子育てと仕事の両立 

  ○ 小学校入学前・小学生 
   ア 保護者の就労状況（小学校入学前，小学生：問 11(1)） 
     父親は，「就労している（フルタイム）」の割合が小学校入学前が９割台

半ば，小学生が約９割となっています。 
     母親は，小学校入学前では，「現在就労していない」が３割台半ば，小学

生では，「就労している（パートタイム，アルバイト等）」が４割程度と最
も高くなっており，前回調査よりも「就労している」割合が上昇しています。 

 
■小学校入学前児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■小学生児童 
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13.9 

64.7 

0.8 

1.6 

0.3 

4.0 

5.4 

9.4 

14.5 

60.2 

0.9 

1.5 

0.1 

4.2 

3.5 

15.1 

7.4 

60.4 

1.2 

1.6 

1.4 

6.3 

9.0 

12.8 

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

１．配偶者が就労している

などで就労する必要がない

ため

２．子育てのため

３．家族・親族等の看護・

介護のため

４．健康上の問題があるた

め

５．働きたいが，家族の理

解が得られないため

６．条件に合った仕事が見

つからないため

７．その他

不明・無回答

【母】

平成30年（N=1,162）

平成25年（N=1,366）

平成20年（N=1,551）

0.0 

13.6 

4.5 

13.6 

0.0 

4.5 

54.5 

9.1 

0.0 

2.9 

0.0 

37.1 

0.0 

22.9 

22.9 

14.3 

2.8 

0.0 

0.0 

13.9 

0.0 

27.8 

33.3 

22.2 

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

１．配偶者が就労している

などで就労する必要がない

ため

２．子育てのため

３．家族・親族等の看護・

介護のため

４．健康上の問題があるた

め

５．働きたいが，家族の理

解が得られないため

６．条件に合った仕事が見

つからないため

７．その他

不明・無回答

【父】

平成30年（N=22）

平成25年（N=35）

平成20年（N=36）

１．配偶者が就労している

などで就労する必要が

ないため

３．家族・親族等の看護・

介護のため

４．健康上の問題がある

ため

５．働きたいが，家族の

理解が得られないため

６．条件に合った仕事が

見つからないため

   イ 母親の現在就労していない理由（小学校入学前，小学生：問 11(3)） 

     小学校入学前，小学生ともに「子育てのため」が最も多く挙げられており，
現在就労していない母親の今後の就労希望では，小学校入学前・小学生とも
に「１年より先に就労したい」の割合が最も高くなっており，希望する就労
形態は「パートタイム，アルバイト等」が最も高くなっています。 

 
【現在就労していない理由】 
 

■小学校入学前児童 
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22.6 

45.2 

2.8 

5.3 

0.4 

11.3 

5.8 

6.6 

21.2 

39.6 

2.1 

4.8 

1.1 

10.9 

4.9 

15.3 

15.2 

42.3 

1.8 

3.8 

1.4 

11.1 

7.9 

16.5 

0% 20% 40% 60%

１．配偶者が就労している

などで就労する必要がない

ため

２．子育てのため

３．家族・親族等の看護・

介護のため

４．健康上の問題があるた

め

５．働きたいが，家族の理

解が得られないため

６．条件に合った仕事が見

つからないため

７．その他

不明・無回答

【母】

平成30年（N=789）

平成25年（N=873）

平成20年（N=624）

6.7 

3.3 

6.7 

33.3 

0.0 

20.0 

20.0 

10.0 

0.0 

2.9 

0.0 

20.6 

0.0 

26.5 

23.5 

26.5 

0.0 

0.0 

0.0 

25.9 

0.0 

25.9 

11.1 

37.0 

0% 20% 40% 60%

１．配偶者が就労している

などで就労する必要がない

ため

２．子育てのため

３．家族・親族等の看護・

介護のため

４．健康上の問題があるた

め

５．働きたいが，家族の理

解が得られないため

６．条件に合った仕事が見

つからないため

７．その他

不明・無回答

【父】

平成30年（N=30）

平成25年（N=34）

平成20年（N=27）

１．配偶者が就労している

などで就労する必要が

ないため

３．家族・親族等の看護・

介護のため

４．健康上の問題がある

ため

５．働きたいが，家族の

理解が得られないため

６．条件に合った仕事が

見つからないため

13.6 

14.5 

9.1 

54.1 

4.5 

1.4 

54.5 

17.9 

18.2 

12.0 

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

父（N=22）

母（N=1,162）

１．就労は希望していない

２．１年より先，末子が〔 〕歳ぐらいになったら就労したい

３．看護，介護等が必要なくなれば就労したい

４．１年以内に就労したい

不明・無回答

■小学生児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
【現在就労していない方の今後の就労希望】 
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60.0 

7.5 

20.0 

73.5 

20.0 

19.0 

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

父（N=15）

母（N=853）

１．フルタイム ２．パートタイム，アルバイト等 不明・無回答

【希望する就労形態】 
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49.7 

3.8 

14.3 

6.6 

0.6 

7.1 

4.9 

2.9 

10.0 

60.6 

3.4 

9.0 

11.8 

1.0 

2.3 

4.1 

7.8 

0% 20% 40% 60% 80%

１．残業や休日出勤等が多く，仕事を優先せざる

を得ないこと

２．通勤時間が長いこと

３．子どもや家庭のことで休みを取ることに，

職場の理解を得にくいこと

４．父親として具体的に何をすべきか

よくわからないこと

５．父親が育児に関わることを恥ずかしいと

思う意識が男性にあること

６．父親が育児に関わることを特別視する

風潮が世間にあること

７．その他

８．わからない

不明・無回答

平成30年（N=3,191） 平成25年（N=3,008）

１．残業や休日出勤等が多く，仕事を優先

せざるを得ないこと

３．子どもや家庭のことで休みを取ることに，

職場の理解を得にくいこと

４．父親として具体的に何をすべきかよく

わからないこと

５．父親が育児に関わることを恥ずかしいと

思う意識が男性にあること

６．父親が育児に関わることを特別視する

風潮が世間にあること

   ウ 父親の子育てへの関わりと子育てと仕事の両立支援 

父親の子育てへの関わりが少ない理由（小学校入学前：問 30，小学生：問
25）については，小学校入学前，小学生ともに「残業や休日出勤等が多く，
仕事を優先せざるを得ないこと」が多く挙げられており，子育てと仕事の両
立を支援するため社会全体で最優先に取り組むべきこと（小学校入学前：  
問 31，小学生：問 26）では，小学校入学前，小学生ともに「子どもの用事
の時に休める制度や時間単位休暇制度」が多く挙げられています。 

 
【父親の子育てへの関わりが少ない理由】 
■小学校入学前児童 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「８．わからない」は平成 30年のみの選択肢 
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54.7 

2.3 

14.8 

8.0 

1.2 

4.6 

5.1 

4.8 

4.5 

55.0 

2.2 

9.7 

13.5 

1.5 

2.2 

6.6 

9.3 

0% 20% 40% 60% 80%

１．残業や休日出勤等が多く，仕事を優先せざる

を得ないこと

２．通勤時間が長いこと

３．子どもや家庭のことで休みを取ることに，

職場の理解を得にくいこと

４．父親として具体的に何をすべきか

よくわからないこと

５．父親が育児に関わることを恥ずかしいと

思う意識が男性にあること

６．父親が育児に関わることを特別視する

風潮が世間にあること

７．その他

８．わからない

不明・無回答

平成30年（N=3,202） 平成25年（N=2,649）

１．残業や休日出勤等が多く，仕事を優先

せざるを得ないこと

３．子どもや家庭のことで休みを取ることに，

職場の理解を得にくいこと

４．父親として具体的に何をすべきかよく

わからないこと

５．父親が育児に関わることを恥ずかしいと

思う意識が男性にあること

６．父親が育児に関わることを特別視する

風潮が世間にあること

■小学生児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「８．わからない」は平成 30年のみの選択肢 
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3.4 

4.8 

13.2 

1.2 

3.6 

10.1 

4.1 

20.4 

8.7 

0.2 

6.3 

7.9 

5.2 

1.9 

9.1 

3.0 

4.7 

10.1 

1.5 

4.0 

9.2 

3.9 

20.0 

10.1 

0.2 

8.4 

7.6 

5.0 

3.0 

9.2 

0% 10% 20% 30%

１．妊娠中の出勤時間など就労条件に対して便宜

を図る制度・施策の充実

２．産前や産後の休暇が十分に取れる制度・施策

の充実

３．男性・女性がともに育児休業制度を取得しや

すい環境の整備

４．育児休業中も職場の情報を提供するなど，職

場に復帰しやすい条件の整備

５．子育ての間は，残業や出張などを免除する制

度

６．子育ての間は，雇用形態を変えずに就労時間

を短くする制度

７．子育ての間は，パートなど一時的に雇用形態

を変えることができる制度

８．子どもの用事（学校行事，病気など）の時に

休める制度や時間単位休暇制度

９．事業所内に子どもが預けられる施設等の整備

10．育児相談の実施

11．出産や育児のために仕事を辞めた女性への再

雇用制度の充実

12．女性の就労継続に対する企業などの理解や支

援

13．その他

14．特にない

不明・無回答

平成30年（N=3,191） 平成25年（N=3,008）

１．妊娠中の出勤時間など就労条件に対して

便宜を図る制度・施策の充実

２．産前や産後の休暇が十分に取れる制度・施策

の充実

３．男性・女性がともに育児休業制度を取得

しやすい環境の整備

４．育児休業中も職場の情報を提供するなど，

職場に復帰しやすい条件の整備

５．子育ての間は，残業や出張などを免除する

制度

６．子育ての間は，雇用形態を変えずに就労時間

を短くする制度

７．子育ての間は，パートなど一時的に雇用形態

を変えることができる制度

８．子どもの用事（学校行事，病気など）の時に

休める制度や時間単位休暇制度

11．出産や育児のために仕事を辞めた女性への

再雇用制度の充実

12．女性の就労継続に対する企業などの理解や

支援

【子育てと仕事の両立を支援するため社会全体で最優先に取り組むべきこと】 

■小学校入学前児童 
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3.9 

3.2 

11.4 

2.0 

4.1 

9.2 

5.4 

27.1 

7.2 

0.2 

4.9 

8.3 

5.1 

3.1 

5.0 

1.8 

2.9 

9.1 

1.3 

3.4 

7.9 

4.0 

27.7 

6.3 

0.1 

6.9 

8.6 

4.4 

5.2 

10.4 

0% 10% 20% 30% 40%

１．妊娠中の出勤時間など就労条件に対して便宜

を図る制度・施策の充実

２．産前や産後の休暇が十分に取れる制度・施策

の充実

３．男性・女性がともに育児休業制度を取得しや

すい環境の整備

４．育児休業中も職場の情報を提供するなど，職

場に復帰しやすい条件の整備

５．子育ての間は，残業や出張などを免除する制

度

６．子育ての間は，雇用形態を変えずに就労時間

を短くする制度

７．子育ての間は，パートなど一時的に雇用形態

を変えることができる制度

８．子どもの用事（学校行事，病気など）の時に

休める制度や時間単位休暇制度

９．事業所内に子どもが預けられる施設等の整備

10．育児相談の実施

11．出産や育児のために仕事を辞めた女性への再

雇用制度の充実

12．女性の就労継続に対する企業などの理解や支

援

13．その他

14．特にない

不明・無回答

平成30年（N=3,202） 平成25年（N=2,649）

１．妊娠中の出勤時間など就労条件に対して

便宜を図る制度・施策の充実

２．産前や産後の休暇が十分に取れる制度・施策

の充実

３．男性・女性がともに育児休業制度を取得

しやすい環境の整備

４．育児休業中も職場の情報を提供するなど，

職場に復帰しやすい条件の整備

５．子育ての間は，残業や出張などを免除する

制度

６．子育ての間は，雇用形態を変えずに就労時間

を短くする制度

７．子育ての間は，パートなど一時的に雇用形態

を変えることができる制度

８．子どもの用事（学校行事，病気など）の時に

休める制度や時間単位休暇制度

11．出産や育児のために仕事を辞めた女性への

再雇用制度の充実

12．女性の就労継続に対する企業などの理解や

支援

■小学生児童 
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45.9 

9.6 

17.1 

10.6 

3.4 

10.3 

3.1 

48.1 

7.1 

9.1 

7.9 

2.7 

12.6 

12.6 

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

１．就労していなかった

２．取得中である

３．取得後に職場復帰し，短時

間勤務

制度を利用した

４．取得後に職場復帰したが，

短時間勤務

制度を利用しなかった

５．育児休業取得中に離職した

６．取得していない

不明・無回答

【母】

1.2 

0.5 

0.4 

2.0 

0.0 

86.8 

9.0 

1.6 

0.4 

0.2 

0.8 

0.2 

75.0 

21.9 

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

１．就労していなかった

２．取得中である

３．取得後に職場復帰し，短時

間勤務

制度を利用した

４．取得後に職場復帰したが，

短時間勤務

制度を利用しなかった

５．育児休業取得中に離職した

６．取得していない

不明・無回答

【父】
平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

３．取得後に職場復帰し，

短時間勤務制度を利用した

４．取得後に職場復帰したが，

短時間勤務制度を利用しな

かった

  ○ 小学校入学前 

    育児休業について 
育児休業の取得状況（小学校入学前：問 24(1)）については，「取得した   

（回答「２」～「５」の合計）」の割合が父親で１割未満，母親で約４割とな
っています。 

    取得していない理由（小学校入学前：問 24(2)）では，父親では「仕事が忙
しかった」，「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」，「収入減とな
り，経済的に苦しくなる」が多く挙げられています。 

    母親では「子育てや家事に専念するために退職した」，「職場に育児休業の
制度がなかった」が多く挙げられています。 

 

【育児休業の取得状況】 
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10.1 

10.4 

8.5 

6.7 

0.3 

9.1 

10.1 

0.0 

3.4 

22.3 

17.4 

8.5 

1.5 

2.1 

24.7 

7.9 

15.6 

11.6 

6.3 

11.1 

1.1 

9.2 

10.0 

0.0 

5.3 

27.2 

24.8 

7.4 

2.1 

4.0 

23.0 

9.2 

0% 20% 40% 60%

１．職場に育児休業を取りにくい雰囲気が

あった

２．仕事が忙しかった

３．（産前産後休業後に）仕事に早く復帰し

たかった

４．仕事に戻るのが難しそうだった

５．昇給・昇格等が遅れそうだった

６．収入減となり，経済的に苦しくなる

７．保育園（所）等に預けることができた

８．配偶者が育児休業制度を利用した

９．配偶者が就労していない，祖父母等の親

族にみてもらえるなど，制度を利用する必…

10．子育てや家事に専念するため退職した

11．職場に育児休業の制度がなかった（就業

規則に定めがなかった）

12．有期雇用のため育児休業の取得要件を満

たさなかった

13．育児休業を取得できることを知らなかっ

た

14．産前産後休業（産前６週間，産後８週

間）を取得できることを知らず，退職した

15．その他

不明・無回答

【母】

平成30年（N=328）

平成25年（N=379）

34.1 

42.1 

0.5 

4.6 

7.5 

28.7 

3.3 

28.8 

29.6 

0.1 

10.4 

0.5 

1.8 

0.0 

9.1 

2.8 

38.0 

48.3 

0.6 

7.2 

8.3 

32.9 

4.3 

20.6 

38.0 

0.1 

15.9 

1.1 

3.4 

0.0 

8.0 

3.1 

0% 20% 40% 60%

１．職場に育児休業を取りにくい雰囲気が

あった

２．仕事が忙しかった

３．（産前産後休業後に）仕事に早く復帰し

たかった

４．仕事に戻るのが難しそうだった

５．昇給・昇格等が遅れそうだった

６．収入減となり，経済的に苦しくなる

７．保育園（所）等に預けることができた

８．配偶者が育児休業制度を利用した

９．配偶者が就労していない，祖父母等の親

族にみてもらえるなど，制度を利用する必…

10．子育てや家事に専念するため退職した

11．職場に育児休業の制度がなかった（就業

規則に定めがなかった）

12．有期雇用のため育児休業の取得要件を満

たさなかった

13．育児休業を取得できることを知らなかっ

た

14．産前産後休業（産前６週間，産後８週

間）を取得できることを知らず，退職した

15．その他

不明・無回答

【父】

平成30年（N=2,770）

平成25年（N=2,255）

３．（産前産後休業後に）仕事に早く復帰

したかった

９．配偶者が就労していない，祖父母等の親族

にみてもらえるなど，制度を利用する必要

がなかった

11．職場に育児休業の制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

12．有期雇用のため育児休業の取得要件を

満たさなかった

13．育児休業を取得できることを知らなかった

14．産前産後休業（産前６週間，産後８週間）

を取得できることを知らず，退職した

１．職場に育児休業を取りにくい雰囲気が

あった

【取得していない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


