
第３章  アンケート調査結果（未就学児調査） 

子どもと家族の状況について 

居住区  

【問 1】 お住いの区はどこですか。（単一回答） 

図表 ３-１ 居住区 

子どもの年齢  

【問 2】 あて名のお子さんの生年月を伺います。（数値回答） 

図表 ３-２ 子どもの年齢 
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子どもの人数

子どもの人数は、「2 人」が 44.9％と最も多く、「1 人」が 40.5％、「3 人」が 12.0％。 

一番下の子の年齢は、「0 歳」が 21.2％と最も多く、「1 歳」が 15.8％、「3 歳」が 14.7％。 

【問 3】 あて名のお子さんを含めたお子さんの人数は何人ですか。また、一番下の子の年齢（令和５年４月１日

時点）は何歳ですか。（数値回答） 

図表 ３-３ 子どもの人数 

図表 ３-４ 一番下の子の年齢 
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アンケートの回答者

アンケートの回答者は、「母親」が 84.1％、「父親」が 15.3％、「その他」が 0.2％。

【問 4】 アンケートにお答えいただく方を伺います。（単一回答） 

図表 ３-５ アンケートの回答者 

配偶関係

配偶関係は、「配偶者・パートナーがいる」が 96.2％、「配偶者・パートナーはいない」が 3.3％。 

【問 5】 アンケートにお答えいただく方の配偶関係を伺います。（単一回答） 

図表 ３-６ 配偶関係 
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18



父母の年齢

父親の年齢は、「35 歳以上 40 歳未満」が 31.3％と最も多く、「40 歳以上 45 歳未満」が 25.0％、

「30 歳以上 35 歳未満」が 18.6％。 

母親の年齢は、「35 歳以上 40 歳未満」が 36.1％と最も多く、「30 歳以上 35 歳未満」が 24.5％、

「40 歳以上 45 歳未満」が 23.8％。 

５年前と比較して、父母ともに 35 歳以上の割合が増加。 

【問 6】 あて名のお子さんの父親、母親の年齢を伺います。（数値回答） 

図表 ３-７ 父親の年齢 

図表 ３-８ 母親の年齢 
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図表 ３-９ 父親の年齢（5 年前との比較） 

図表 ３-１０ 母親の年齢（５年前との比較） 

年間収入

年間収入は、「1,000～1,249 万円」が 15.4％と最も多く、「600～699 万円」「700～799 万円」

「800～899 万円」が 11.6％。 

【問 7】 令和４年１年間の世帯全体の年間収入（税・社会保険料等控除前）を伺います。（単一回答） 

図表 ３-１１ 年間収入 
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赤ちゃんの世話の経験

はじめての子どもが生まれる前の赤ちゃんのお世話の経験は、「ない」が74.7％、「ある」が24.7％。 

【問 8】 はじめてのお子さんが生まれる前に、赤ちゃんのお世話をしたことがありますか。（単一回答） 

図表 ３-１２ 赤ちゃんのお世話の経験 

図表 ３-１３ 赤ちゃんのお世話の経験（５年前との比較） 
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保護者の就労状況について 

父親の就労状況

父親の就労状況は、「フルタイムで就労しており、育休・介護休業中ではない」が 93.4％と最も多い。 

【問 9】 父親の就労状況（自営業及びその家族従事者を含む）を伺います。（単一回答） 

図表 ３-１４ 父親の就労状況 

図表 ３-１５ 父親の就労状況（5 年前との比較） 
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 父親の就労日数、就労時間等  

父親の１週当たりの就労日数は、「5 日」が 82.1％と最も多く、「6 日」が 14.0％、「7 日」が 1.2％。 

父親の１日当たりの就労時間は、「8 時間」台が 32.6％と最も多く、「10 時間」台が 19.5％、「9 時間」

台が 18.1％。 

父親の家を出る時間は、「7 時」台が 37.6％と最も多く、「8 時」台が 24.3％、「6 時」台が 17.8％。 

父親の帰宅時間は、「19 時」台が 21.2％と最も多く、「20 時」台が 19.0％、「18 時」台が 15.5％。 

５年前と比較して、父親の就労日数や就労時間は短くなり、19 時以前に帰宅する（または自宅での仕事

を終了する）方が増加。 

【問 9_1】 １週当たりの就労日数、１日当たりの就労時間（残業時間を含む）、家を出る時間、帰宅時間をお答

えください。
6
（数値回答） 

※現在父親が就労している場合のみ回答 

図表 ３-１６ 父親の１週当たりの就労日数 
 

 
 

図表 ３-１７ 父親の１日当たりの就労時間 
 

 
  

 
6
 自宅で就労している場合は、仕事を開始する時間、仕事を終了する時間を尋ねている。 
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図表 ３-１８ 父親の家を出る時間 

図表 ３-１９ 父親の帰宅時間 

図表 ３-２０ 父親の１週当たりの就労日数（5 年前との比較） 
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図表 ３-２１ 父親の１日当たりの就労時間（5 年前との比較） 

 
 

図表 ３-２２ 父親の家を出る時間（5 年前との比較） 

  
 

図表 ３-２３ 父親の帰宅時間（5 年前との比較） 
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父親のフルタイムへの転換希望

パート・アルバイト等で就労している父親のフルタイムへの転換希望は、「フルタイムへの転換希望はある

が、具体的な予定や、実現できる見込みはない」が 40.4％と最も多く、「パート・アルバイト等の就労を続け

ることを希望」が 39.6％、「来年度中に、フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある」が

9.6％。 

【問 9_2】 フルタイムへの転換希望はありますか。（単一回答） 

※現在父親がパート・アルバイト等で就労している場合のみ回答

図表 ３-２４ 父親のフルタイムへの転換希望 
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父親の就労の希望

現在就労していない父親の就労の希望については、「今年度中に、就労したい」が 27.5％と最も多く、

「子育てや家事に専念したい（就労の希望はない）」が 24.2％、「具体的な就労の見込みはないが、一番下

の子が□□歳になったころに就労したい」の選択肢を回答した方が 22.0％。 

父親の就労したい時期の末子の年齢は、「３歳」「４歳」「７歳」が 18.1％。 

【問 9_3】 就労したいという希望はありますか。（単一回答、数値回答） 

※現在父親が就労していない場合のみ回答

図表 ３-２５ 父親の就労の希望 

図表 ３-２６ 父親の就労したい時期の末子の年齢 
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父親の希望する就労形態

父親の希望する就労形態は、「フルタイム」が 71.4％と最も多く、「パートタイム、アルバイト等」が

24.0％。 

１週当たりの就労日数は、「5 日」が 32.4％と最も多く、「3 日」が 29.7％、「4 日」が 16.2％。 

１日当たりの就労時間は、「8 時間」台が 24.3％と最も多く、「4 時間」台が 21.6％、「5 時間」台が

16.2％。 

【問 9_3】 希望する就労形態をお答えください。（単一回答、数値回答） 

※父親が「今年度中に、就労したい」または「来年度中に、就労したい」場合のみ回答

図表 ３-２７ 父親の希望する就労形態 

図表 ３-２８ １週当たりの就労日数 

図表 ３-２９ １日当たりの就労時間 
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母親の就労状況

母親の就労状況は、「フルタイムで就労しており、育休・介護休業中ではない」が 36.2％と最も多く、「以

前は就労していたが、現在は就労していない」が26.0％、「パート・アルバイト等で就労しており、育休・介護

休業中ではない」が 21.7％。 

５年前と比較すると、フルタイムやパート・アルバイト等で就労している母親が増加。 

【問 10】 母親の就労状況（自営業及びその家族従事者を含む）を伺います。（単一回答） 

図表 ３-３０ 母親の就労状況 

図表 ３-３１ 母親の就労状況（5 年前との比較） 
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母親の就労日数、就労時間等

母親の１週当たりの就労日数は、「5 日」が 73.2％と最も多く、「4 日」が 10.8％、「3 日」が 8.4％。 

母親の１日当たりの就労時間は、「8 時間」台が 28.5％と最も多く、「7 時間」台が 23.3％、「6 時間」台

が 18.5％。 

母親の家を出る時間は、「8 時」台が 39.0％と最も多く、「7 時」台が 35.5％、「9 時」台が 12.4％。 

母親の帰宅時間は、「18 時」が 36.0％と最も多く、「17 時」が 22.6％、「19 時」が 11.5％。 

５年前と比較して、８時以降に家を出る（または自宅での仕事を開始する）方と 17 時以前に帰宅する（ま

たは自宅での仕事を終了する）方が増加。 

【問 10_1】 １週当たりの就労日数、１日当たりの就労時間（残業時間を含む）、家を出る時間、帰宅時間をお答

えください。
7
（数値回答）

※母親が就労している場合のみ回答

図表 ３-３２ 母親の１週当たりの就労日数 

図表 ３-３３ 母親の１日当たりの就労時間 

7
 自宅で就労している場合は、仕事を開始する時間、仕事を終了する時間を尋ねている。 
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図表 ３-３４ 母親の家を出る時間 
 

 
 

図表 ３-３５ 母親の帰宅時間 
 

 
 

図表 ３-３６ 母親の１週当たりの就労日数（5 年前との比較） 
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図表 ３-３７ 母親の１日当たりの就労時間（5 年前との比較） 

図表 ３-３８ 母親の家を出る時間（5 年前との比較） 

図表 ３-３９ 母親の帰宅時間（5 年前との比較） 
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母親のフルタイムへの転換希望

パート・アルバイト等で就労している母親のフルタイムへの転換希望は、「パート・アルバイト等の就労を続

けることを希望」が 47.3％と最も多く、「フルタイムへの転換希望はあるが、具体的な予定や、実現できる

見込みはない」が 37.6％、「パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい」が 3.4％。 

【問 10_2】 フルタイムへの転換希望はありますか。（単一回答） 

※母親がパート・アルバイト等で就労している場合のみ回答

図表 ３-４０ 母親のフルタイムへの転換希望 

0.9 

3.1 

37.6 

47.3 

3.4 

7.8 

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

今年度中に、フルタイムへの

転換希望があり、実現できる見込みがある

来年度中に、フルタイムへの

転換希望があり、実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はあるが、

具体的な予定や、実現できる見込みはない

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望

パート・アルバイト等をやめて子育てや家事

に専念したい

無回答・無効回答
全体(n=7,729)
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母親の就労の希望

現在就労していない母親の就労の希望については、「具体的な就労の見込みはないが、一番下の子ども

が□□歳になったころに就労したい」の選択肢を回答した方が 53.5％と最も多く、「来年度中に、就労した

い」が 18.8％、「子育てや家事に専念したい（就労の希望はない）」が 18.5％。 

母親の就労したい時期の末子の年齢は、「７歳」が 21.9％と最も多く、「３歳」が 20.2％、「６歳」が

15.1％。 

【問 10_3】 就労したいという希望はありますか。（単一回答、数値回答） 

※母親が現在就労していない場合のみ回答

図表 ３-４１ 母親の就労の希望 

図表 ３-４２ 母親の就労したい時期の末子の年齢 
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子育てや家事に専念したい（就労の希望はない）

無回答・無効回答
全体(n=9,020)
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 母親の希望する就労形態  

希望する就労形態は、「パートタイム、アルバイト等」が 85.6％と最も多く、「フルタイム」が 12.6％。 

１週当たりの就労日数は、「3 日」が 52.5％と最も多く、「4 日」が 25.7％、「5 日」が 9.7％。 

１日当たりの就労時間は、「4 時間」台が 34.4％と最も多く、「5 時間」台が 32.8％、「6 時間」台が

17.1％。 

【問 10_3】 希望する就労形態をお答えください。（単一回答、数値回答） 

※母親が「今年度中に、就労したい」または「来年度中に、就労したい」場合のみ回答 

図表 ３-４３ 希望する就労形態 
 

 
 

図表 ３-４４ １週当たりの就労日数 
 

 
 

図表 ３-４５ １日当たりの就労時間 
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保護者の就労状況

保護者の就労状況は、父母ともにフルタイムの家庭（「フルタイム×フルタイム」）が最も多く 46.1％、一方

がフルタイムで他方が無職の家庭（「フルタイム×無職」）が 26.3％、一方がフルタイムで他方がパート・アル

バイトで就労している家庭（「フルタイム×パート・アルバイト」）が 22.2％。 

５年前と比較して、「フルタイム×フルタイム」、「フルタイム×パート・アルバイト」の家庭が増加し、「フルタイ

ム×無職」の家庭が減少。

【問 9】 父親の就労状況（自営業及びその家族従事者を含む）を伺います。（単一回答） 

【問 10】 母親の就労状況（自営業及びその家族従事者を含む）を伺います。（単一回答） 

図表 ３-４６ 保護者の就労状況 

（ ）は全体に占める割合 

母親の就労状況 

全体 フルタイム
パート・ 

アルバイト
無職 

無回答・ 

無効回答 

父
親
の
就
労
状
況

全体 
33,321 

（100.0） 
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（48.4） 

7,729 

（23.2） 

9,020 
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31,502 

（94.5） 
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（46.1） 
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（21.8） 
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（26.0） 
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（0.5） 

パート・ 

アルバイト
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（0.8） 
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（0.4） 
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（0.3） 

36 

（0.1） 

10 

（0.0） 

無職 
327 

（1.0） 

95 

（0.3） 

44 

（0.1） 
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（0.5） 

22 

（0.1） 

無回答・ 

無効回答 

1,222 

（3.7） 

555 

（1.7） 

306 

（0.9） 

139 

（0.4） 

222 

（0.7） 

図表 ３-４７ 保護者の就労状況（５年前との比較）
8

8
 就労状況に関して、父母のいずれかが無回答・無効回答の回答は、「無回答・無効回答」に分類。 
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子どもの発達、障害の状況について 

子どもの発達や障害に関する相談

子どもの発達や障害に関する相談の有無は、「ない」が 80.6％、「ある」が 18.4％。 

発達や障害に関する相談先は、「区役所」が61.0％と最も多く、「地域療育センター」が47.6％、「かかり

つけの医師」が 29.7％。 

【問 11】 これまでお子さんの発達や障害に関して、どこかに相談したことはありますか。（単一回答） 

図表 ３-４８ 子どもの発達や障害に関する相談の有無 

【問 11_1】 これまで相談した、もしくは相談している地域の相談機関はどちらですか。（複数回答） 

※発達や障害に関して、相談したことがある場合のみ回答

図表 ３-４９ 発達や障害に関する相談先 
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その他

無回答・無効回答

全体(n=6,140)
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発達や障害に関する医師の診断

発達や障害に関する医師の診断の有無は、「ない」が 90.8％、「ある」が 7.1％。 

診断内容は、「発達障害」が 68.1％と最も多く、「知的障害」が 29.9％、「身体障害」が 19.7％。 

５年前と比較すると、診断がある方のうち、「知的障害」、「発達障害」の診断を受けた方が増加。 

【問 12】 これまでお子さんの発達や障害に関して、何らかの医師の診断を受けたことはありますか。 

（単一回答） 

図表 ３-５０ 発達や障害に関する医師の診断の有無 

【問 12_1】 それはどんな診断ですか。（複数回答） 

※発達や障害に関して医師の診断を受けたことがある場合のみ回答

図表 ３-５１ 診断内容 
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無回答・無効回答
全体(n=2,354)
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図表 ３-５２ 発達や障害に関する医師の診断の有無（5 年前との比較） 

図表 ３-５３ 診断内容（5 年前との比較） 
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子どもの日中の定期的な教育・保育事業の利用について 

定期的な教育・保育の利用状況

定期的な教育・保育の利用状況は、「利用している」が 76.0％、「利用していない」が 22.7％。 

定期的に利用している教育・保育の事業は、「認可保育所」が 54.2％と最も多く、「幼稚園」が 27.0％、

「私立幼稚園等預かり保育事業」が 9.1％。 

定期的な教育・保育の利用状況について、属性別にみると、１歳以下は定期的な教育・保育を「利用してい

ない」割合が高く、３歳以上は 95％以上が「利用している」。就労状況が「フルタイム×パート・アルバイト」の

家庭で特に「利用している」割合が高い。配偶者やパートナーがいない方や、「発達・障害に関する診断有」の

方の約９割が「利用している」。 

就労状況が「フルタイム×パート・アルバイト」の家庭で「私立幼稚園等預かり保育事業」を利用している割

合が高い。「地域療育センター」や「児童発達支援」について、「発達・障害に関する診断有」の方では、それぞ

れ 25％程度の方が利用している。 

５年前と比較して、定期的な教育・保育を「利用している」方が増加。 

【問 13】 あて名のお子さんは現在、幼稚園や保育所などの「日中の定期的な教育・保育の事業」を利用してい

ますか。（単一回答） 

図表 ３-５４ 定期的な教育・保育の利用状況 

利用している, 

76.0%

利用していない, 

22.7%

無回答・無効回答, 1.3%

全体(n=33,321)
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【問 13_1】 年間を通じて「定期的に」利用している教育・保育の事業をお答えください。
9
（複数回答）

※現在、「日中の定期的な教育・保育の事業」を利用している場合のみ回答

図表 ３-５５ 定期的に利用している教育・保育の事業 

9
 問 13 で「利用している」を選択した方のみ回答対象。 
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地域療育センター

児童発達支援

その他

無回答・無効回答

全体(n=25,326)
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図表 ３-５６ 定期的な教育・保育の利用状況（属性別クロス集計） 

※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。

図表 ３-５７ 定期的に利用している教育・保育の事業（属性別クロス集計） 

※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。

n= 利用している 利用していない
無回答・
無効回答

0歳 5,793 26.5 72.4 1.1
1歳 5,341 63.3 35.4 1.3
2歳 5,412 75.2 23.6 1.2
3歳 5,648 97.3 1.4 1.3
4歳 5,388 98.0 0.6 1.4
5歳 5,514 97.9 1.0 1.1
フルタイム×フルタイム 15,372 81.2 18.3 0.5
フルタイム×パート・アルバイト 7,399 88.7 10.2 1.1
フルタイム×無職 8,774 56.5 42.8 0.7
配偶者・パートナー有 31,952 75.6 23.2 1.2
配偶者・パートナー無 1,079 90.4 8.3 1.3
発達・障害に関する診断有 2,354 89.8 10.0 0.2
発達・障害に関する診断無 30,272 75.5 23.9 0.6

33,321 76.0 22.7 1.3

あて名の子ど
もの年齢

保護者の就労
状況

保護者の婚姻
状況

発達・障害に
関する診断

全体

n= 幼稚園
私立幼稚園等
預かり保育事

業
認可保育所 認定こども園

小規模保育事
業・家庭的保
育事業・事業
所内保育事業

企業主導型保
育事業

横浜保育室
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外保育施設

居宅訪問型保
育

地域療育セン
ター

児童発達支援 その他
無回答・
無効回答

0歳 1,537 1.4 1.0 74.6 4.4 7.6 6.2 1.2 3.4 0.3 0.5 0.3 1.6 0.2
1歳 3,379 1.3 0.8 73.5 5.0 11.3 5.1 1.3 2.3 0.4 0.2 0.1 1.0 0.2
2歳 4,068 11.4 2.6 63.7 7.7 9.2 3.3 1.2 2.3 0.2 1.1 1.0 1.4 0.2
3歳 5,496 36.3 10.9 49.0 10.4 0.2 0.5 0.3 1.7 0.1 2.6 2.6 0.3 0.2
4歳 5,279 38.7 13.8 46.2 10.4 0.1 0.5 0.2 1.9 0.2 3.8 4.2 0.5 0.1
5歳 5,398 41.0 14.7 42.7 11.2 0.2 0.5 0.4 1.6 0.2 3.3 3.7 0.5 0.3
フルタイム×フルタイム 12,479 5.6 4.7 78.2 6.2 4.6 2.3 0.7 2.0 0.3 0.9 1.1 0.4 0.1
フルタイム×パート・アルバイト 6,560 33.8 21.4 42.7 11.6 4.0 2.7 0.7 2.1 0.2 2.2 2.6 0.7 0.3
フルタイム×無職 4,954 73.8 4.3 6.5 13.2 0.7 0.2 0.4 1.8 0.1 5.8 5.4 1.7 0.3
配偶者・パートナー有 24,140 27.6 9.1 53.6 9.1 3.6 1.9 0.6 2.0 0.2 2.3 2.4 0.7 0.2
配偶者・パートナー無 975 12.6 6.8 73.1 6.9 2.9 0.9 0.4 2.3 0.1 2.2 1.8 0.6 0.1
発達・障害に関する診断有 2,113 34.8 8.8 45.7 8.4 1.5 1.0 0.5 1.5 0.2 24.8 25.7 1.5 0.0
発達・障害に関する診断無 22,846 26.3 9.1 55.0 9.1 3.8 2.0 0.6 2.1 0.2 0.2 0.3 0.7 0.2

25,326 27.0 9.1 54.2 9.0 3.6 1.9 0.6 2.0 0.2 2.3 2.4 0.8 0.2全体

保護者の就労
状況

保護者の婚姻
状況

発達・障害に
関する診断

あて名の子ど
もの年齢
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図表 ３-５８ 定期的な教育・保育の利用状況（5 年前との比較） 

図表 ３-５９ 定期的に利用している教育・保育の事業（5 年前との比較）
10

10
 小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業・企業主導型保育事業に関して、今回調査では、「小規

模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業」または「企業主導型保育事業」を選択した方を、５年前調査で

は、「小規模保育事業・家庭的保育」または「事業所内保育施設・企業主導型保育事業」を選択した方を、それらの事

業を利用している方として比較を行った。 

76.0

70.1

22.7

29.7

1.3

0.1

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

今回調査(n=33,321)

5年前調査（n=28,721)

利用している 利用していない 無回答・無効回答

27.0

9.1

54.2

9.0

5.5

0.6

2.0

0.2

2.3

2.4

0.8

0.2

32.5

5.2

50.4

6.9

4.2

2.4

2.3

0.1

1.8

2.5

0.9

0.3

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

幼稚園

私立幼稚園等預かり保育事業

認可保育所

認定こども園

小規模保育事業・家庭的保育事業・

事業所内保育事業・企業主導型保育事業

横浜保育室

その他の認可外保育施設

居宅訪問型保育

地域療育センター

児童発達支援

その他

無回答・無効回答
今回調査(n=25,326)

5年前調査（n=20,146)
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定期的な教育・保育の現在の利用日数、利用時間等

現在の１週当たり利用日数は、「5 日」が 89.1％と最も多い。 

現在の１日当たり利用時間は、「10 時間」台が 26.7％、「9 時間」台が 26.2％、「8 時間」台が 19.5％。 

現在の利用開始時刻は、「8 時」台が 51.8％と最も多く、「7 時」台が 21.9％、「9 時」台が 21.1％。 

現在の利用終了時刻は、「18時」台が39.3％と最も多く、「17時」台が30.6％、「16時」台が15.6％。 

【問 13_2(1)】 定期的に利用している保育の事業の現在の利用日数・利用時間をお答えください。
11

（数値回答） 

※現在、定期的に利用している保育の事業がある場合のみ回答

図表 ３-６０ 現在の１週当たり利用日数 

図表 ３-６１ 現在の１日当たり利用時間 

11
 問 13_1 で「認可保育所」、「認定こども園」、「小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業」、「企業主

導型保育事業」、「横浜保育室」、「その他の認可外保育施設」、「居宅訪問型保育」を選択した方のみ回答対象。 
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図表 ３-６２ 現在の利用開始時刻 

図表 ３-６３ 現在の利用終了時刻 
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現在の利用日数・利用時間以外で、利用を希望したものの利用できなかった経

験  

現在の利用日数・利用時間以外で、利用を希望したものの利用できなかった経験は、「なかった」が

92.7％、「あった」が 5.3％。 

利用できなかった理由は、「希望する時間帯に施設が開所していなかったから」が 45.3％と最も多く、

「利用料金がかかる、または利用料金が高いから」が 27.0％。 

【問 13_2（２）】 （１）で回答した利用日数・利用時間以外で、利用を希望したものの利用できなかったことはあ

りますか。
12
（単一回答）

※現在、定期的に利用している保育の事業がある場合のみ回答

図表 ３-６４ 現在の利用日数・利用時間以外で、利用を希望したものの利用できなかった経験 

【問 13_2（２）】 利用できなかった理由（複数回答） 

※現在の利用日数・利用時間以外で、利用を希望したものの利用できなかった経験がある場合の

み回答 

図表 ３-６５ 利用できなかった理由 

12
 問 13_1 で「認可保育所」、「認定こども園」、「小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業」、「企業主

導型保育事業」、「横浜保育室」、「その他の認可外保育施設」、「居宅訪問型保育」を選択した方のみ回答対象。 

あった, 5.3%

なかった, 92.7%

無回答・無効回答, 

2.0%

全体(n=17,975)

27.0 

45.3 

45.0 

1.5 

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

利用料金がかかる、または利用料金が高い

から

希望する時間帯に施設が開所していなかっ

たから

その他

無回答・無効回答 全体(n=953)
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定期的な教育・保育の希望の利用日数・利用時間

希望の１週当たり利用日数は、「5 日」が 30.1％と最も多く、「1 日」が 23.2％。 

希望の１日当たり利用時間は、「8 時間」台が 12.1％、「9 時間」台が 11.1％、「10 時間」台が 10.9％。 

希望の利用開始時刻は、「7 時」台が 21.5％、「8 時」台が 21.1％、「９時」台が 14.8％。 

希望の利用終了時刻は、「18 時」台が 21.7％、「17 時」台が 12.7％、「19 時」台が 11.8％。 

【問 13_2（２）】 希望の利用日数・利用時間（数値回答） 

※現在の利用日数・利用時間以外で、利用を希望したものの利用できなかった経験がある場合の

み回答 

図表 ３-６６ 希望の１週当たり利用日数 

図表 ３-６７ 希望の１日当たり利用時間 
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図表 ３-６８ 希望の利用開始時刻 

図表 ３-６９ 希望の利用終了時刻 

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
2.5 

21.5 21.1 

14.8 

1.3 0.4 0.2 0.5 
1.8 

0.4 0.9 0.7 

4.3 

0.9 0.3 0.2 0.0 0.0 

27.8 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

全体(n=953)

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
1.7 0.7 0.2 0.1 0.1

1.7 1.0 1.8 2.0 

7.7 

12.7 

21.7 

11.8 

6.2 

1.7 0.8 0.2 

27.6 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

全体(n=953)

48



＜参考 現在の利用状況を含めた集計＞
13

図表 ３-７０ 希望の１週当たり利用日数（現在の利用状況含む） 

図表 ３-７１ 希望の１日当たり利用時間（現在の利用状況含む） 

図表 ３-７２ 希望の利用開始時刻（現在の利用状況含む） 

図表 ３-７３ 希望の利用終了時刻（現在の利用状況含む） 

13
 利用を希望したものの利用できなかったことが「なかった」方は、現在の利用状況が希望通りであるとして集計。

なお、実際の利用時間等より希望の利用時間等が短い回答は、実際の利用時間等を用いて集計。 
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利用したい「日中の定期的な教育・保育の事業」 

利用したい「日中の定期的な教育・保育の事業」は、「認可保育所（公立含む）」が 46.8％と最も多く、「幼

稚園」が 42.0％、「幼稚園・認定こども園の長時間預かり保育」が 29.6％。 

「日中の定期的な保育の事業」の利用開始を希望する時期は、「来年度以降に利用開始したい」が

35.6％と最も多く、「利用開始時期はまだわからない」が 31.0％、「今年度中に利用開始したい」が

12.3％。 

年齢別にみると、０歳児では「認可保育所」「認定こども園＜保育利用＞」「小規模保育事業・家庭的保育

事業・事業所内保育事業」が高い。就労状況別では、「フルタイム×フルタイム」では、「認可保育所」が高く、

「フルタイム×無職」では「幼稚園」が高い。また、「配偶者・パートナー無」の方では「認可保育所」の割合が高

く、「発達・障害に関する診断有」の方では「地域療育センター」「児童発達支援」が高い。 

【問 14】 現在、利用している、利用していないにかかわらず、あて名のお子さんの「日中の定期的な教育・保

育の事業」で利用したいと考える事業をお答えください。（複数回答） 

図表 ３-７４ 利用したい「日中の定期的な教育・保育の事業」 
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私立幼稚園２歳児受入れ推進事業

認可保育所（公立含む）

認定こども園＜保育利用＞

小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業

企業主導型保育事業

横浜保育室

その他認可外の保育施設

居宅訪問型保育

地域療育センター

児童発達支援

その他

無回答・無効回答

全体(n=33,321)
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【問 14_1】 その事業の利用開始を希望する時期を教えてください。（単一回答） 

※日中の定期的な保育の事業を利用したいと回答し、その事業を現在利用していない場合のみ回答

図表 ３-７５ 「日中の定期的な保育の事業」の利用開始を希望する時期 

図表 ３-７６ 利用したい「日中の定期的な教育・保育の事業」（属性別クロス集計） 

※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。
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0歳 5,793 38.7 26.9 27.6 12.9 68.0 38.4 20.4 10.8 7.4 4.5 7.2 1.8 1.2 0.8 4.2
1歳 5,341 41.1 28.6 29.2 13.6 54.2 28.3 9.2 6.8 3.6 2.8 7.1 1.7 1.2 1.3 6.6
2歳 5,412 42.5 24.8 29.0 7.1 46.2 21.3 5.2 4.7 2.6 1.8 5.9 3.1 2.3 1.0 7.3
3歳 5,648 42.5 22.4 31.0 4.4 39.6 16.5 2.8 3.8 1.8 1.5 6.3 5.1 4.2 1.2 8.6
4歳 5,388 42.4 21.5 30.8 3.6 37.3 14.6 2.4 3.4 1.4 1.6 4.2 6.2 5.8 1.4 8.8
5歳 5,514 44.6 21.6 29.8 3.8 35.0 14.3 2.3 3.1 1.6 1.3 4.1 4.6 4.8 1.1 9.6
フルタイム×フルタイム 15,372 23.2 22.0 26.8 8.1 68.0 30.0 10.0 7.7 3.8 2.8 7.9 2.7 2.2 1.2 8.5
フルタイム×パート・アルバイト 7,399 44.0 25.8 37.2 7.0 39.9 19.3 5.5 4.3 2.6 2.0 4.2 4.1 3.8 1.0 7.1
フルタイム×無職 8,774 75.7 28.3 29.7 8.0 15.9 12.1 4.1 3.0 2.6 1.7 3.4 5.3 4.5 1.0 3.9
配偶者・パートナー有 31,952 42.6 24.5 29.8 7.7 46.5 22.4 7.2 5.5 3.2 2.3 5.7 3.7 3.2 1.1 7.4
配偶者・パートナー無 1,079 23.2 18.3 22.4 3.1 56.8 20.9 4.3 4.0 1.6 1.4 8.0 4.4 3.6 1.7 10.2
発達・障害に関する診断有 2,354 40.0 18.6 24.1 4.2 38.7 14.7 3.7 3.5 2.2 1.6 5.9 31.8 31.9 1.5 6.9
発達・障害に関する診断無 30,272 42.5 25.0 30.2 7.9 47.8 23.1 7.4 5.7 3.2 2.3 5.8 1.6 1.1 1.1 6.8

33,321 42.0 24.3 29.6 7.6 46.8 22.3 7.1 5.5 3.1 2.2 5.8 3.7 3.2 1.1 7.5
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もの年齢
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図表 ３-７７ 利用したい「日中の定期的な教育・保育の事業」（5 年前との比較）
14

14
 ５年前調査では、「私立幼稚園２歳児受入れ推進事業」の選択肢は設けていない。また、小規模保育事業・家庭

的保育事業・事業所内保育事業・企業主導型保育事業に関して、今回調査では、「小規模保育事業・家庭的保育事

業・事業所内保育事業」または「企業主導型保育事業」を選択した方を、５年前調査では、「小規模保育事業・家庭的

保育」または「事業所内保育施設・企業主導型保育事業」を選択した方を、それらの事業を利用したい方として比較

を行った。 
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私立幼稚園２歳児受入れ推進事業

認可保育所（公立含む）

認定こども園＜保育利用＞

小規模保育事業・家庭的保育事業・

事業所内保育事業・企業主導型保育事業

横浜保育室

その他認可外の保育施設

居宅訪問型保育

地域療育センター

児童発達支援

その他

無回答・無効回答

今回調査(n=33,321)

5年前調査（n=28,721)
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子どもの不定期の預かりや宿泊を伴う一時預かり等の利用について 

幼稚園・認定こども園の在園児対象の一時預かり 

幼稚園・認定こども園の在園児対象の一時預かりの利用意向は、「利用したい」が 67.6％、「利用したく

ない」が 29.3％。 

年間で利用したい日数は、「12 日以下（月に 1 回以下）」が 54.2％、「13～24 日（月に 2 回程度）」が

14.9％、「25～36 日（月に 3 回程度）」が 8.0％。 

【問 15】 幼稚園・認定こども園では、在園児を対象に、保護者の急な用事やリフレッシュなど、理由を問わず

利用できる一時預かり保育を実施している場合がありますが、利用したいですか。 

（単一回答、数値回答） 

※幼稚園、認定こども園＜教育利用＞を定期的に利用したいと考える方のみ回答

図表 ３-７８ 幼稚園・認定こども園の在園児対象の一時預かりの利用意向 

図表 ３-７９ 年間で利用したい日数 

利用したい, 

67.6%

利用したくない, 

29.3%

無回答・無効回答, 

3.1%

全体(n=17,229)
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0.0 

13.0 
14.9 

8.0 

2.6 

5.7 
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全体(n=11,639)
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不定期の預かりや宿泊を伴う一時預かり 

不定期の預かりや宿泊を伴う一時預かり等について、「利用意向無」が 64.3％、「利用意向有」が

35.7％。
15

不定期の預かりや宿泊を伴う一時預かり等について「利用意向有」の方のうち、利用したい日数（年間）

は、「1～12 日（月に１回以下）」が 63.4％、「13～24 日（月に 2 回程度）」が 13.3％、「25～36 日（月に

3 回程度）」が 6.9％。 

保育所等での一時保育・一時預かりを利用したい日数（年間）は、「1～12 日（月に１回以下）」が 41.7％、

「0 日」が 26.8%、「13～24 日（月に 2 回程度）」が 7.9％。 

24 時間型緊急一時保育を利用したい日数（年間）は、「0 日」が 70.0％、「1～12 日（月に１回以下）」が

21.4％。 

休日一時保育を利用したい日数（年間）は、「0 日」が 57.3％、「1～12 日（月に１回以下）」が 32.0％。 

横浜子育てサポートシステムを利用したい日数（年間）は、「0日」が78.2％、「1～12日（月に１回以下）」

が 11.9％。 

属性別にみると、子どもの年齢が低い方や定期的な教育・保育を「利用していない」方で、不定期の預か

りや宿泊を伴う一時預かり等の利用意向が高い。 

【問 16（１）】 不定期の預かりや宿泊を伴う一時預かり等を利用したい日数について伺います。あて名のお子

さんについて、これからの１年間の見込みについて回答してください。（数値回答） 

図表 ３-８０ 不定期の預かりや宿泊を伴う一時預かり等の利用意向有無 

15
 不定期の預かりや宿泊を伴う一時預かり等を利用したい日数として、「０日」と回答した方または無回答の方を

「利用意向無」、それ以外の方を「利用意向有」として集計。 

利用意向有, 

35.7%

利用意向無, 

64.3%

全体(n=33,321)
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図表 ３-８１ 不定期の預かりや宿泊を伴う一時預かり等を利用したい日数（年間）
16

図表 ３-８２ 保育所等での一時保育・一時預かりを利用したい日数（年間） 

図表 ３-８３ 24 時間型緊急一時保育を利用したい日数（年間） 

16
 不定期の預かりや宿泊を伴う一時預かり等に関して「利用意向有」の方に限定した集計。なお、各事業を利用し

たい日数の合計とその内訳の日数に齟齬がある回答を除いている。各事業を利用したい日数においても同様。 
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図表 ３-８４ 休日一時保育を利用したい日数（年間） 

図表 ３-８５ 横浜子育てサポートシステムを利用したい日数（年間） 

図表 ３-８６ 不定期の預かりや宿泊を伴う一時預かり等の利用意向（属性別クロス集計） 

※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。

57.3 

3.4 5.0 4.4 
1.3 

7.2 
1.9 0.6 0.3 0.1
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0.0 
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7.3 
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10%
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40%
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全体(n=8,365)

78.2 

1.4 1.6 1.5 0.5 2.8 0.5 0.2 0.1 0.0 2.3 0.0 1.0 1.0 0.5 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

7.3 

0%

20%

40%

60%

80%

全体(n=8,365)

n= 利用意向有 利用意向無

0歳 5,793 43.2 56.8
1歳 5,341 39.4 60.6
2歳 5,412 35.0 65.0
3歳 5,648 33.8 66.2
4歳 5,388 32.1 67.9
5歳 5,514 30.3 69.7
利用している 25,326 32.8 67.2
利用していない 7,573 46.6 53.4

33,321 35.7 64.3

あて名の子ど
もの年齢

定期的な教
育・保育

全体
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一時預かり事業の利用経験

一時預かり等を利用したい方のうち、一時預かり事業を「利用したことがない」方が 61.5％、「利用した

ことがある」方が 30.2％。 

利用したことがある方の、一時預かり事業の利用開始希望時期は、「0 歳 6 か月～1 歳 0 か月未満」が

21.0％、「1 歳 0 か月～1 歳 6 か月未満」が 17.2％、「0 歳 0 か月～0 歳 6 か月未満」が 16.3％。 

【問 17】 一時預かり事業の利用経験と利用開始時期の希望をお答えください。（単一回答） 

※不定期の預かりや宿泊を伴う一時預かり等を利用したい方のみ回答

図表 ３-８７ 一時預かり事業の利用経験 

【問 17】 いつから利用開始したかったですか。（数値回答） 

※不定期の預かりや宿泊を伴う一時預かり等を「利用したことがある」方のみ回答

図表 ３-８８ 利用したことがある方の、一時預かり事業の利用開始希望時期

利用したことが

ある, 30.2%

利用したことがない, 

61.5%

無回答・無効回答, 

8.3%

全体(n=8,365)
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一時預かり事業の利用開始希望時期

利用したことがない方の、一時預かり事業の利用開始希望時期は、「利用開始したい時期は未定」が

76.8％、「□歳□□か月から利用したい」の選択肢を回答した方が 17.3％。 

子どもの年齢は、「1 歳 0 か月～1 歳 6 か月未満」が 23.3％、「0 歳 6 か月～1 歳 0 か月未満」が

15.5％、「3 歳 0 か月～3 歳 6 か月未満」が 11.4％。 

【問 17】 いつから利用開始したいですか。（単一回答、数値回答） 

※不定期の預かりや宿泊を伴う一時預かり等を「利用したことがない」方のみ回答

図表 ３-８９ 利用したことがない方の、一時預かり事業の利用開始希望時期

図表 ３-９０ 子どもの年齢 

□歳□□か月から

利用したい, 

17.3%

利用開始したい時期

は未定, 76.8%

無回答・無効回答, 

5.9%

全体(n=5,143)
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8.9 
11.3 

3.4 

11.4 

2.9 

7.1 

1.8 
3.8 

0.5 
2.0 

0.1 
0%

5%

10%

15%

20%

25%

全体(n=888)
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子どもの病気等の際の対応について 

病気やケガで通常の事業が利用できなかったことの有無

日中の定期的な教育・保育の事業を利用している方で、病気やケガで通常の事業が利用できなかったこ

との有無について、「あった」が 76.6％、「なかった」が 20.2％。 

【問 18】 この１年間に、あて名のお子さんが病気やケガで通常の事業が利用できなかったことはありますか。 

（単一回答） 

※日中の定期的な教育・保育の事業を利用している方のみ回答

図表 ３-９１ 病気やケガで通常の事業が利用できなかったことの有無 

あった, 76.6%

なかった, 20.2%

無回答・無効回答, 

3.3%

全体(n=25,326)
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病気やケガで通常の事業が利用できなかった際の対処方法

病気やケガで通常の事業が利用できなかった際の対処方法は、「保護者が仕事等を休んで看た」が

80.4％と最も多く、「保護者が在宅勤務の傍らで看た」が 33.5％、「保護者のうち仕事等をしていない方

が看た」が 26.6％。 

病児・病後児の保育施設を利用した日数（年間）は、「2 日」が 15.6％、「1 日」が 15.2％、「5日」が 14.4％。 

訪問型の病児・病後児保育を利用した日数（年間）は、「1日」が 19.1％、「3日」が 11.8％、「２日」が 10.9％。 

【問 18_1】 この１年間に行った対処方法をお答えください。「病児・病後児の保育施設を利用した」と「訪問型

の病児・病後児保育を利用した」の選択肢に○をつけた方は、その日数もお答えください。半日程

度の対応の場合も１日とカウントしてください。（複数回答、数値回答） 

※この１年間に、あて名のお子さんが病気やケガで通常の事業が利用できなかったことが「あった」

方のみ回答 

図表 ３-９２ 対処方法 

図表 ３-９３ 病児・病後児の保育施設を利用した日数（年間） 

図表 ３-９４ 訪問型の病児・病後児保育を利用した日数（年間） 
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（同居者を含む）親族・知人に預けた

病児・病後児の保育施設を利用した

（保育所（園）で実施しているサービスを含む）

訪問型の病児・病後児保育を利用した
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その他

無回答・無効回答

全体(n=19,393)
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「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思ったこと 

「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思ったことについて、「利用したいと思わな

かった」が 55.2％、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したかった」が 42.6％。 

病児・病後児のための保育施設等を利用したいと思った年間の日数年間）は、「1～12 日（月に１回以

下）」が 74.0％、「13～24 日（月に 2 回程度）」が 12.3％、「25～36 日（月に 3 回程度）」が 4.7％。 

【問 18_2】 「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思ったことはありますか。また、利用

したいと思った日数をお答えください。（単一回答、数値回答） 

※問 18－１で「１・３・４・７・８」のいずれかに〇をつけた方のみ回答
17

図表 ３-９５ 「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思ったこと 

図表 ３-９６ 病児・病後児のための保育施設等を利用したいと思った日数（年間） 

17
 「１・３・４・７・８」とは、「１．保護者が仕事等を休んで看た」「３．保護者が在宅勤務の傍らで看た」「４．（同居者を含

む）親族・知人に預けた」「７．ベビーシッターを利用した」「８．その他」を指す。 

できれば病児・

病後児のための

保育施設等を

利用したかった, 
42.6%

利用したいと思わ

なかった, 55.2%

無回答・無効回答, 
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全体(n=16,855)
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 病児・病後児保育を利用しなかった理由  

病児・病後児保育を利用しなかった理由は、「利用手続きが面倒だった」が 43.3％と最も多く、「自分た

ちで看たかった」が 38.6％、「立地がよくない・近くにない」が 31.6％。 

【問 18_3】 病児・病後児保育を利用しなかった理由はなんですか。（複数回答） 

※問 18－１で「１・３・４・７・８」のいずれかに〇をつけた方のみ回答
18

 

図表 ３-９７ 病児・病後児保育を利用しなかった理由 
 

 

  

 
18

 「１・３・４・７・８」とは、「１．保護者が仕事等を休んで看た」「３．保護者が在宅勤務の傍らで看た」「４．（同居者を含

む）親族・知人に預けた」「７．ベビーシッターを利用した」「８．その他」を指す。 

9.0 

43.3 

13.2 

31.6 

11.5 

24.7 
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13.4 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

病児・病後児保育を知らなかった

利用手続きが面倒だった

予約が取れなかった

立地がよくない・近くにない

利用可能時間・曜日が合わなかった

利用料がかかる・高い

自分たちで看たかった

その他

特に理由はない

無回答・無効回答
全体(n=16,855)
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 地域における子育て支援等について 

 親子の居場所の利用状況  

親子の居場所の利用有無は、「利用していない」が 47.2％と最も多く、「過去に利用していた」が

34.6％、「利用している」が 16.0％。 

属性別にみると、子どもの年齢が低い方や定期的な教育・保育を「利用していない」方で、親子の居場所

を「利用している」方が多い。 

【問 19(1)】 「親子の居場所」について、利用有無・利用回数・利用目的等を伺います。親子の居場所を利用し

ていますか。（単一回答） 

図表 ３-９８ 親子の居場所の利用有無 
 

 
 

図表 ３-９９ 親子の居場所の利用有無（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。 

  

利用している, 

16.0%

過去に利用してい

た, 34.6%

利用していない, 

47.2%

無回答・無効回答, 

2.2%

全体(n=33,321)

n= 利用している
過去に利用し

ていた
利用していな

い
無回答・
無効回答

0歳 5,793 39.0 17.1 42.0 1.8
1歳 5,341 24.8 31.5 41.3 2.4
2歳 5,412 16.9 35.5 45.6 2.0
3歳 5,648 7.0 39.7 51.1 2.2
4歳 5,388 4.6 43.4 49.9 2.0
5歳 5,514 2.8 41.3 53.6 2.3
利用している 25,326 7.5 41.3 49.8 1.5
利用していない 7,573 45.3 13.7 40.1 1.0

33,321 16.0 34.6 47.2 2.2

定期的な教
育・保育

全体

あて名の子ど
もの年齢
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現在の利用日数等

親子の居場所の現在の利用日数（年間）は、「1～12日（月に１回以下）」が 40.4％、「13～24 日（月に 2

回程度）」が 15.1％、「37～48 日（月に 4 回（週に 1 回）程度）」が 10.9％。 

親子の居場所の利用目的・理由は、「子どもの遊び、子ども同士の交流」が 94.2％と最も多く、「子育て

に関する情報収集」が 49.4％、「保護者同士の交流」が 45.7％。 

【問 19(2)①】 現在のおおよその利用日数をお答えください。（数値回答） 

※親子の居場所を「利用している」方のみ回答

図表 ３-１００ 親子の居場所の現在の利用日数（年間） 

【問 19(2)②】 利用目的・理由をお答えください。（複数回答） 

※親子の居場所を「利用している」方のみ回答

図表 ３-１０１ 親子の居場所の利用目的・理由 
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1.9 

5.2 

3.1 

0.4 0.5 0.0 

4.6 

0.0 

17.2 

15.1 

9.1 

10.9 

6.0 

2.2 
1.0 

3.7 

5.8 

2.1 1.8 
0.2 0.3 

1.5 

0%

5%

10%

15%

20%

全体(n=5,333)

45.7 

94.2 

28.1 

49.4 

7.3 

29.3 

6.3 

15.4 

2.0 

0.6 

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

保護者同士の交流

子どもの遊び、子ども同士の交流

子育ての悩みの相談

子育てに関する情報収集

子育てに関する施設、事業の利用方法を相談

子育てに関するイベント、研修会への参加

横浜子育てサポートシステムの利用

地域でのつながり作りのため

その他

無回答・無効回答

全体(n=5,333)
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図表 ３-１０２ 親子の居場所の利用目的・理由（属性別クロス集計） 

n=
保護者同士の

交流

子どもの遊
び、子ども同
士の交流

子育ての悩み
の相談

子育てに関す
る情報収集

子育てに関す
る施設、事業
の利用方法を

相談

子育てに関す
るイベント、
研修会への参

加

横浜子育てサ
ポートシステ
ムの利用

地域でのつな
がり作りのた

め
その他

無回答・
無効回答

0歳 2,262 53.8 94.6 31.0 56.5 7.6 33.4 5.7 18.0 1.2 0.5
1歳 1,323 44.4 96.6 28.8 48.7 8.4 30.7 6.3 14.4 2.0 0.6
2歳 914 38.1 94.2 25.4 44.9 5.9 23.4 7.0 12.5 2.6 0.3
3歳 393 35.1 90.1 25.2 39.2 6.1 24.7 6.4 13.0 3.6 1.0
4歳 249 33.3 90.8 17.3 32.5 4.8 19.7 6.0 12.0 2.8 2.0
5歳 154 32.5 83.8 23.4 35.1 7.8 19.5 12.3 14.3 5.2 0.0
利用している 1,887 34.3 91.7 22.6 38.6 6.5 23.1 8.1 12.6 2.8 1.0
利用していない 3,429 52.0 95.5 31.1 55.3 7.7 32.6 5.3 17.0 1.7 0.4

5,333 45.7 94.2 28.1 49.4 7.3 29.3 6.3 15.4 2.0 0.6

あて名の子ど
もの年齢

定期的な教
育・保育

全体
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 利用日数を増やしたいと思うか 

利用日数を増やしたいと思うかについて、「利用日数を増やしたいとは思わない」が 57.2％、「今後利用

日数を増やしたい」が 40.2％。 

利用日数を増やした場合の利用日数（年間）は、「37～48 日（月に 4 回（週に 1 回）程度）」が 18.7％、

「1～12 日（月に１回以下）」が 14.1％、「97～144 日（月に 12 回（週に３回）程度）」が 13.4％。 

属性別にみると、子どもの年齢が低い方や定期的な教育・保育を「利用していない」方で、親子の居場所

について「今後利用日数を増やしたい」方が多い。 

【問 19(2)③】 利用日数を増やしたいと思いますか。（単一回答、数値回答） 

※親子の居場所を「利用している」方のみ回答 

図表 ３-１０３ 利用日数を増やしたいと思うか 

 

 

図表 ３-１０４ 利用日数を増やした場合の利用日数（年間） 

 

図表 ３-１０５ 利用日数を増やしたいと思うか（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。  

今後利用日数を増

やしたい, 40.2%利用日数を増やし

たいとは思わない, 

57.2%

無回答・無効回答, 

2.5%

全体(n=5,333)

0.0 0.1 0.5 0.1 
1.0 0.6 0.2 0.1 0.0 

2.2 

0.0 

9.3 

12.5 

8.0 

18.7 

7.6 

4.4 

0.9 

11.1 

13.4 

3.9 
2.6 

0.2 0.4 
2.1 

0%

5%

10%

15%

20%

全体(n=2,146)

n=
今後利用日数
を増やしたい

利用日数を増
やしたいとは
思わない

無回答・
無効回答

0歳 2,262 50.1 47.8 2.0
1歳 1,323 38.2 59.3 2.4
2歳 914 29.1 68.7 2.2
3歳 393 29.5 67.7 2.8
4歳 249 29.7 63.5 6.8
5歳 154 20.8 74.0 5.2
利用している 1,887 31.0 65.4 3.6
利用していない 3,429 45.3 52.8 1.9

5,333 40.2 57.2 2.5

定期的な教
育・保育

全体

あて名の子ど
もの年齢
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 利用していたときの利用日数等  

利用していたときの利用日数（年間）は、「1～12 日（月に１回以下）」が 47.6％、「13～24 日（月に 2 回

程度）」が 13.1％、「37～48 日（月に 4 回（週に 1 回）程度）」が 11.3%。 

過去に利用していた当時の利用目的・理由は、「子どもの遊び、子ども同士の交流」が 90.8％と最も多

く、「保護者同士の交流」が 49.6％、「子育てに関する情報収集」が 47.4％。 

【問 19(3)①】 利用していたときの利用日数をお答えください。（数値回答） 

※親子の居場所を「過去に利用していた」方のみ回答 

図表 ３-１０６ 利用していたときの利用日数（年間） 
 

 

【問 19(3)②】 利用目的・理由をお答えください。（複数回答） 

※親子の居場所を「過去に利用していた」方のみ回答 

図表 ３-１０７ 過去に利用していた当時の利用目的・理由 
 

  

4.0 

6.2 
7.5 

1.9 

6.5 

2.0 
0.3 0.6 0.0 

3.8 

0.0 

14.8 
13.1 

7.4 

11.3 

5.0 

1.3 0.6 

3.0 

5.7 

1.7 0.9 
0.1 0.1 

2.1 

0%

5%

10%

15%

20%

全体(n=11,531)

49.6 

90.8 

28.3 

47.4 

7.0 

25.3 

5.8 

14.9 

2.1 

0.6 

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

保護者同士の交流

子どもの遊び、子ども同士の交流

子育ての悩みの相談

子育てに関する情報収集

子育てに関する施設、事業の利用方法を相談

子育てに関するイベント、研修会への参加

横浜子育てサポートシステムの利用

地域でのつながり作りのため

その他

無回答・無効回答

全体(n=11,531)
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 親子の居場所を利用していない理由  

親子の居場所を利用していない理由は、「保育所や幼稚園などに通っている」が 37.0％と最も多く、「特

に利用する必要を感じない」が 36.3％、「施設の内容や利用方法がわからない」が 32.1％。 

【問 19(4)①】 利用していない理由をお答えください。（複数回答） 

※親子の居場所を「利用していない」方のみ回答 

図表 ３-１０８ 親子の居場所を利用していない理由 
 

 
 

図表 ３-１０９ 親子の居場所を利用していない理由（属性別クロス集計） 

  

32.1 

26.3 

12.2 

2.8 

3.2 

2.5 

10.9 

4.3 

37.0 

18.4 

36.3 

6.3 

1.1 

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

施設の内容や利用方法がわからない

施設がどこにあるかわからない

家から遠い

子どもが大きく室内では遊びづらい

施設が混んでいる

施設の雰囲気が合わない

スタッフや他の利用者と馴染めるか不安

料金がかかる・高い

保育所や幼稚園などに通っている

忙しくて利用する時間がない

特に利用する必要を感じない

その他

無回答・無効回答

全体(n=15,731)

n=
施設の内容や
利用方法がわ
からない

施設がどこに
あるかわから

ない
家から遠い

子どもが大き
く室内では遊
びづらい

施設が混んで
いる

施設の雰囲気
が合わない

スタッフや他
の利用者と馴
染めるか不安

料金がかか
る・高い

保育所や幼稚
園などに通っ

ている

忙しくて利用
する時間がな

い

特に利用する
必要を感じな

い
その他

無回答・
無効回答

0歳 2,432 32.9 25.2 20.7 0.9 3.9 2.2 17.0 5.2 16.2 18.5 35.9 9.7 1.0
1歳 2,205 33.5 26.8 16.0 1.0 3.2 2.6 11.9 5.1 35.8 19.9 34.8 6.3 1.0
2歳 2,466 32.6 27.7 13.5 1.6 3.6 2.5 12.1 4.9 37.9 18.9 34.5 6.9 0.8
3歳 2,884 31.6 27.1 9.8 3.3 3.1 2.5 9.0 3.5 44.1 18.1 34.6 6.9 1.0
4歳 2,689 31.3 25.7 8.4 4.5 3.3 2.8 8.9 3.9 43.3 17.9 36.8 4.9 1.3
5歳 2,954 31.0 25.4 7.0 4.8 2.4 2.3 7.6 3.5 41.6 17.5 40.2 3.8 1.5
利用している 12,614 32.0 26.7 10.1 3.2 3.0 2.4 9.4 3.8 45.6 19.5 35.0 5.3 1.1
利用していない 3,033 32.6 24.8 21.0 1.3 4.4 2.6 17.1 6.5 1.4 13.9 41.4 10.6 1.3

15,731 32.1 26.3 12.2 2.8 3.2 2.5 10.9 4.3 37.0 18.4 36.3 6.3 1.1

定期的な教
育・保育

全体

あて名の子ど
もの年齢
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親子の居場所の今後の利用意向

親子の居場所を利用していない方の今後の利用意向は、「利用したいと思わない」が 72.5％、「今後利

用したい」が 16.1％。 

今後利用したい日数（年間）は、「1～12 日（月に１回以下）」が 51.8％、「13～24 日（月に 2 回程度）」が

14.7％、「37～48 日（月に 4 回（週に 1 回）程度）」が 11.5%。 

属性別にみると、子どもの年齢が低い方や定期的な教育・保育を「利用していない」方で、親子の居場所

を「今後利用したい」方が多い。 

【問 19(4)②】 今後利用したいと思いますか。（単一回答、数値回答） 

※親子の居場所を「利用していない」方のみ回答

今後の利用意向 

図表 ３-１１０ 今後利用したい日数（年間） 

図表 ３-１１１ 今後の利用意向（属性別クロス集計） 

※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。

今後利用したい, 

16.1%

利用したいと思わ

ない, 72.5%

無回答・無効回答, 

11.4%

全体(n=15,731)
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0.3 0.1 0.0 
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0.0 
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14.7 
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2.4 

0.6 0.5 0.0 0.1

7.6 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

全体(n=2,538)

n=
今後利用した

い
利用したいと
思わない

無回答・
無効回答

0歳 2,432 34.5 56.5 9.0
1歳 2,205 19.6 69.5 10.9
2歳 2,466 15.3 74.3 10.4
3歳 2,884 13.1 75.7 11.3
4歳 2,689 10.1 77.5 12.5
5歳 2,954 7.6 79.2 13.2
利用している 12,614 12.0 76.2 11.8
利用していない 3,033 33.5 57.2 9.4

15,731 16.1 72.5 11.4

あて名の子ど
もの年齢

定期的な教
育・保育

全体
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プレイパークの認知・利用状況

プレイパークの認知状況は、「知らない」が 72.2％、「知っている」が 25.4％。 

プレイパークの利用状況は、「利用したことがない」が 49.6％と最も多く、「過去に利用していた」が

28.6％、「利用している」が 21.5％。 

属性別にみると、子どもの年齢が低い方でプレイパークを「知らない」、「利用したことがない」方が多い。

また、世帯年収が低い方は、プレイパークを「利用している」割合が高い。 

５年前と比較すると、プレイパークを「利用したことがある」方が増えている。 

【問 20】 「プレイパーク」についてお答えください。プレイパークを知っていますか。（単一回答） 

図表 ３-１１２ プレイパークの認知状況 

【問 20】 現在、プレイパークを利用していますか。（単一回答） 

※プレイパークを「知っている」方のみ回答

図表 ３-１１３ プレイパークの利用状況 

知っている, 

25.4%

知らない, 72.2%

無回答・無効回答, 

2.5%

全体(n=33,321)

利用している, 

21.5%

利用したことがな

い, 49.6%

過去に利用してい

た, 28.6%

無回答・無効回答, 

0.3%

全体(n=8,447)
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図表 ３-１１４ プレイパークの認知状況（属性別クロス集計） 

 
 

図表 ３-１１５ プレイパークの利用状況（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。 

  

n= 知っている 知らない
無回答・
無効回答

0歳 5,793 19.6 78.2 2.2
1歳 5,341 23.0 74.4 2.6
2歳 5,412 25.6 72.1 2.3
3歳 5,648 27.4 70.2 2.3
4歳 5,388 27.9 69.7 2.4
5歳 5,514 28.7 68.5 2.7
200万円未満 726 20.8 73.8 5.4
200～399万円 2,072 26.0 70.5 3.5
400～599万円 5,715 25.5 72.1 2.5
600～799万円 7,743 25.8 71.9 2.3
800～999万円 6,857 25.5 72.3 2.2
1000万円以上 9,501 24.7 73.0 2.2
利用している 25,326 25.9 72.3 1.8
利用していない 7,573 24.4 74.5 1.1

33,321 25.4 72.2 2.5

定期的な教
育・保育

全体

あて名の子ど
もの年齢

世帯年収

n= 利用している
利用したこと

がない
過去に利用し

ていた
無回答・
無効回答

0歳 1,133 18.4 63.5 17.9 0.2
1歳 1,230 23.9 54.3 21.6 0.2
2歳 1,387 22.4 49.0 28.2 0.4
3歳 1,550 21.4 48.1 30.3 0.2
4歳 1,504 21.0 46.5 32.4 0.1
5歳 1,585 21.5 40.9 37.1 0.4
200万円未満 151 35.1 40.4 23.2 1.3
200～399万円 539 34.0 37.3 28.2 0.6
400～599万円 1,456 24.5 46.9 28.4 0.3
600～799万円 2,001 21.5 50.4 27.8 0.2
800～999万円 1,748 17.4 51.7 30.8 0.1
1000万円以上 2,351 18.8 52.7 28.2 0.2
利用している 6,559 20.7 48.3 30.7 0.2
利用していない 1,848 23.9 54.5 21.2 0.4

8,447 21.5 49.6 28.6 0.3

世帯年収

あて名の子ど
もの年齢

定期的な教
育・保育

全体
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図表 ３-１１６ プレイパークの認知状況（5 年前との比較） 

 

 

図表 ３-１１７ プレイパークの利用状況（5 年前との比較）
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 今回調査では「利用している」と「過去に利用していた」と回答した方を「利用したことがある」方として集計。 

25.4

22.8

72.2

75.4

2.5

1.9

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

今回調査(n=33,321)

5年前調査（n=28,721)

知っている 知らない 無回答・無効回答

50.1

42.3

49.6

57.5

0.3

0.2

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

今回調査(n=8,447)

5年前調査（n=6,539)

利用したことがある 利用したことはない 無回答・無効回答
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 プレイパークを利用している・利用していない理由  

プレイパークを利用している理由は、「普段体験できない遊びが体験できる」が 70.4％と最も多く、「屋

外のため思いっきり遊ぶことができる」が 68.8％、「家から近い」が 46.2％。 

現在利用していない理由は、「家から遠い」が 42.2％と最も多く、「開催日がわからない」が 25.6％、

「特に利用する必要性を感じない」が 23.1％。 

プレイパークを利用している理由について、属性別にみると、世帯年収が低い方で、「家から近い」が多

い。 

【問 20】 プレイパークを利用している理由をお聞かせください。（複数回答） 

※プレイパークを「利用している」方のみ回答 

図表 ３-１１８ プレイパークを利用している理由 
 

 

【問 20】 プレイパークを現在利用していない理由をお聞かせください。（複数回答） 

※プレイパークを「利用したことがない」または「過去に利用していた」方のみ回答 

図表 ３-１１９ プレイパークを現在利用していない理由 
 

  

70.4 

46.2 

68.8 

22.5 

11.3 

18.0 

3.5 

0.4 

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

普段体験できない遊びが体験できる

家から近い

屋外のため思いっきり遊ぶことができる

子どもが運営スタッフと遊んだり話したりできる

親が他の利用者や運営スタッフと話や相談ができる

地域の中でつながりができる

その他

無回答・無効回答

全体(n=1,813)

18.0 

25.6 

42.2 

6.3 

2.5 

23.1 

18.3 

1.8 

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

どこでやっているかわからない

開催日がわからない

家から遠い

プレイパーク以外の事業を利用している

子どもが楽しめなかった

特に利用する必要性を感じない

その他

無回答・無効回答

全体(n=6,612)
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図表 ３-１２０ プレイパークを利用している理由（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。 

 

図表 ３-１２１ プレイパークを現在利用していない理由（属性別クロス集計） 

  

n=
普段体験でき
ない遊びが体
験できる

家から近い
屋外のため思
いっきり遊ぶ
ことができる

子どもが運営
スタッフと遊
んだり話した
りできる

親が他の利用
者や運営ス
タッフと話や
相談ができる

地域の中でつ
ながりができ

る
その他

無回答・
無効回答

0歳 209 72.7 49.3 56.9 20.1 12.0 16.3 3.3 0.0
1歳 294 70.7 46.9 73.8 20.7 11.9 17.0 3.1 0.3
2歳 310 68.4 48.1 65.8 22.3 11.0 20.0 3.9 1.0
3歳 332 68.7 45.5 68.1 23.8 10.5 17.8 3.3 0.6
4歳 316 71.2 49.1 73.7 24.4 14.2 21.2 3.2 0.0
5歳 341 70.7 40.8 71.3 22.6 8.8 15.2 4.1 0.3
200万円未満 53 54.7 56.6 58.5 7.5 3.8 17.0 0.0 1.9
200～399万円 183 65.0 49.2 65.6 16.9 8.2 17.5 2.2 0.5
400～599万円 356 71.6 44.7 72.8 26.4 14.0 23.0 3.7 0.0
600～799万円 431 70.1 45.0 67.7 18.3 11.4 15.8 3.7 1.2
800～999万円 305 70.2 46.6 72.5 25.2 12.8 21.3 4.6 0.3
1000万円以上 443 74.5 45.1 67.7 25.7 10.2 14.0 3.2 0.0
利用している 1,360 70.7 45.7 69.9 23.1 10.4 17.3 3.7 0.4
利用していない 442 69.9 48.4 65.8 21.0 14.0 20.6 2.7 0.5

1,813 70.4 46.2 68.8 22.5 11.3 18.0 3.5 0.4

世帯年収

定期的な教
育・保育

全体

あて名の子ど
もの年齢

n=
どこでやって
いるかわから

ない

開催日がわか
らない

家から遠い
プレイパーク
以外の事業を
利用している

子どもが楽し
めなかった

特に利用する
必要性を感じ

ない
その他

無回答・
無効回答

0歳 922 17.1 22.7 42.0 8.7 2.3 18.7 24.8 0.9
1歳 934 18.3 26.3 43.5 5.4 1.3 19.6 20.2 2.8
2歳 1,071 18.0 23.9 42.8 7.6 2.0 22.9 16.5 1.7
3歳 1,215 18.9 27.1 44.7 6.4 2.6 22.5 17.1 1.3
4歳 1,187 17.4 25.3 42.3 6.1 3.5 26.4 15.6 1.9
5歳 1,237 17.5 27.6 38.4 4.1 3.2 26.8 17.4 2.3
200万円未満 96 27.1 19.8 19.8 7.3 3.1 29.2 21.9 3.1
200～399万円 353 20.1 24.9 36.5 6.5 3.4 22.4 17.3 3.4
400～599万円 1,096 18.1 25.0 40.9 7.0 2.6 22.4 17.5 2.2
600～799万円 1,565 15.8 24.5 41.8 7.0 2.9 22.4 20.1 1.6
800～999万円 1,441 18.5 27.8 43.0 5.8 2.2 23.4 18.8 1.5
1000万円以上 1,903 18.1 25.5 45.3 5.1 2.3 24.1 17.0 1.3
利用している 5,185 18.1 26.5 41.4 5.8 2.5 24.6 17.7 1.9
利用していない 1,398 17.2 22.4 45.1 8.3 2.4 17.2 21.2 1.3

6,612 18.0 25.6 42.2 6.3 2.5 23.1 18.3 1.8

あて名の子ど
もの年齢

世帯年収

定期的な教
育・保育

全体
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プレイパークの今後の利用意向

プレイパークの今後の利用意向は、利用したいと「思う」が 65.8％、「思わない」が 26.8％。 

属性別にみると、子どもの年齢が低い方や定期的な教育・保育を「利用していない」方で、プレイパークの

今後の利用意向が高い。 

【問 20】 今後、プレイパークを利用したいと思いますか。（単一回答） 

※プレイパークを「利用したことがない」または「過去に利用していた」方のみ回答

図表 ３-１２２ プレイパークの今後の利用意向 

図表 ３-１２３ プレイパークの今後の利用意向（属性別クロス集計） 

※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。

思う, 65.8%

思わない, 26.8%

無回答・無効回答, 

7.4%

全体(n=6,612)

n= 思う 思わない
無回答・
無効回答

0歳 922 78.1 16.4 5.5
1歳 934 71.0 22.4 6.6
2歳 1,071 67.0 25.2 7.7
3歳 1,215 64.9 27.4 7.7
4歳 1,187 60.7 32.4 6.9
5歳 1,237 57.5 33.5 9.1
200万円未満 96 62.5 28.1 9.4
200～399万円 353 64.0 28.0 7.9
400～599万円 1,096 64.3 27.2 8.5
600～799万円 1,565 65.8 26.7 7.5
800～999万円 1,441 67.9 25.7 6.3
1000万円以上 1,903 65.8 27.3 6.8
利用している 5,185 63.0 29.1 8.0
利用していない 1,398 76.5 18.0 5.5

6,612 65.8 26.8 7.4

定期的な教
育・保育

全体

世帯年収

あて名の子ど
もの年齢
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児童発達支援の利用について 

児童発達支援の利用状況

児童発達支援の利用状況は、「利用する必要がない」が 88.7％と最も多く、「利用したいと考えているが

現在は利用していない」が 4.5％、「利用している」が 4.1％。 

児童発達支援を利用している理由は、「療育訓練を受けることができるから」が 94.3％と最も多く、「子

育ての相談に乗ってくれるから」が 40.9％、「送迎があるから」が 12.6％。 

利用していない理由は、「事業を知らなかったから」が 44.1％と最も多く、「事業所が近くにないから」が

13.0％、「希望する事業所に空きがないから」が 9.6％。 

「発達・障害に関する診断有」の方で、「利用したいと考えているが現在は利用していない」は 19.7％。 

【問 21】 児童発達支援についてお答えください。児童発達支援を利用していますか。（単一回答） 

図表 ３-１２４ 児童発達支援の利用状況 

利用している, 

4.1%
利用したいと考えて

いるが現在は利用し

ていない, 4.5%

利用する必要がない, 

88.7%

無回答・無効回答, 

2.6%

全体(n=33,321)
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【問 21】 利用している理由は何ですか。（複数回答） 

※児童発達支援を「利用している」方のみ回答

図表 ３-１２５ 児童発達支援を利用している理由 

【問 21】 利用していない理由は何ですか。（複数回答） 

※児童発達支援を「利用したいと考えているが現在は利用していない」方のみ回答

図表 ３-１２６ 児童発達支援を利用していない理由 

94.3 

5.1 

3.4 

2.0 

11.5 

40.9 

1.2 

3.6 

12.6 

4.7 

0.2 

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

療育訓練を受けることができるから

幼稚園が利用できないから

保育所等が利用できないから

就労で保護者が家庭にいないから

友だちと遊べるから

子育ての相談に乗ってくれるから

遅くまで預けることができるから

親がきょうだい児と過ごす時間がとれるから

送迎があるから

その他

無回答・無効回答

全体(n=1,378)

44.1 

13.0 

9.6 

6.8 

2.9 

1.1 

0.9 

7.3 

5.0 

2.0 

1.3 

35.0 

1.4 

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

事業を知らなかったから

事業所が近くにないから

希望する事業所に空きがないから

希望する曜日に空きがないから

事業所の質が心配で安心して任せられないから

医療的ケアができるスタッフがいないから

重症心身障害児を受け入れる事業所が少ないから

送迎がないから

サービス提供時間が短いから

子どもが利用したがらなかったから

子どもの健康上の理由で利用が難しかったから

その他

無回答・無効回答

全体(n=1,505)
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図表 ３-１２７ 児童発達支援の利用状況（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。 

 

図表 ３-１２８ 児童発達支援を利用している理由（属性別クロス集計） 

 
 

図表 ３-１２９ 児童発達支援を利用していない理由（属性別クロス集計） 

 

 

 児童発達支援を今後利用したい日数  

児童発達支援を今後利用したい日数（月間）は、「1～4 日（週に 1 日程度）」が 58.0％、「5～8 日（週に

2 日程度）」が 11.2％、「9～12 日（週に 3 日程度）」が 4.1％。 

【問 21】 今後、利用したい日数をお答えください。（数値回答） 

※児童発達支援を「利用したいと考えているが現在は利用していない」方のみ回答 

図表 ３-１３０ 児童発達支援を今後利用したい日数（月間） 

 
 

  

n= 利用している

利用したいと
考えているが
現在は利用し
ていない

利用する必要
がない

無回答・
無効回答

発達・障害に関する診断有 2,354 45.8 19.7 32.8 1.7
発達・障害に関する診断無 30,272 1.0 3.3 93.8 1.8

33,321 4.1 4.5 88.7 2.6

発達・障害に
関する診断

全体

n=
療育訓練を受
けることがで
きるから

幼稚園が利用
できないから

保育所等が利
用できないか

ら

就労で保護者
が家庭にいな

いから

友だちと遊べ
るから

子育ての相談
に乗ってくれ

るから

遅くまで預け
ることができ

るから

親がきょうだ
い児と過ごす
時間がとれる

から

送迎があるか
ら

その他
無回答・
無効回答

発達・障害に関する診断有 1,077 96.8 5.8 3.7 2.1 11.8 42.1 1.0 3.2 13.1 4.8 0.0
発達・障害に関する診断無 293 85.3 2.4 2.4 1.7 10.9 36.2 1.4 5.1 10.9 4.1 1.0

1,378 94.3 5.1 3.4 2.0 11.5 40.9 1.2 3.6 12.6 4.7 0.2

発達・障害に
関する診断

全体

n=
事業を知ら
なかったか

ら

事業所が近
くにないか

ら

希望する事
業所に空き
がないから

希望する曜
日に空きが
ないから

事業所の質
が心配で安
心して任せ
られないか

ら

医療的ケア
ができるス
タッフがい
ないから

重症心身障
害児を受け
入れる事業
所が少ない

から

送迎がない
から

サービス提
供時間が短
いから

子どもが利
用したがら
なかったか

ら

子どもの健
康上の理由
で利用が難
しかったか

ら

その他
無回答・
無効回答

発達・障害に関する診断有 464 27.4 14.4 16.4 9.3 4.3 1.9 2.6 10.8 8.8 2.6 3.0 39.9 1.1
発達・障害に関する診断無 1,012 51.2 12.1 6.6 5.6 2.3 0.7 0.2 5.7 3.3 1.8 0.5 33.3 1.6

1,505 44.1 13.0 9.6 6.8 2.9 1.1 0.9 7.3 5.0 2.0 1.3 35.0 1.4全体

発達・障害に
関する診断

58.0 

11.2 
4.1 

0.6 1.8 0.0 

24.4 

0%

20%

40%

60%

80%

全体(n=1,505)
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 小学校就学後の放課後の過ごし方について 

 小学生になった時の放課後の過ごし方  

小学生になった時の放課後の過ごし方は、「放課後キッズクラブ（小学校施設を使った放課後事業）」が

53.8％と最も多く、「自宅」が 41.1％、「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が 30.4％。 

自宅の日数は、「5 日」が 25.5％、「2 日」が 19.6％、「3 日」が 15.1％。 

親戚・友人等宅の日数は、「1 日」が 40.7％、「2 日」が 19.8％、「5 日」が 9.0％。 

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）の日数は、「2 日」が 38.0％、「1 日」が 35.3％、「3

日」が 13.9％。 

放課後キッズクラブ（小学校施設を使った放課後事業）の日数は、「5 日」が 41.1％、「3 日」が 17.5％、

「2 日」が 12.3％。 

放課後児童クラブの日数は、「5 日」が 55.9％、「3 日」が 7.7％、「４日」が 5.9％。 

民間企業等が運営する学童保育事業所の日数は、「5 日」が 45.1％、「2 日」が 15.4％、「３日」が

13.6％。 

放課後等デイサービスの日数は、「5 日」が 32.2％、「2 日」が 18.1％、「3 日」が 15.7％。 

その他の場所の日数は、「2 日」が 29.2％、「1 日」が 28.3％、「5 日」が 11.5％。 

属性別にみると、子どもの人数が多い方は「自宅」が多い。就労状況別にみると、「フルタイム×フルタイ

ム」の方は「放課後キッズクラブ」「民間企業等が運営する学童保育事業所」が多く、「フルタイム×無職」の方

は「自宅」「習い事」が多い。また、「発達・障害に関する診断有」の方は「放課後デイサービス」が多い。 

【問 22】 あて名のお子さんが小学生になったときの、放課後（平日の小学校終了後（夏休み等⾧期休業含

む））の過ごし方についてお答えください。（複数回答、数値回答） 

また、「４．放課後キッズクラブ」に○をつけた場合は、16 時以降の利用希望をお答えください。  

※あて名の子どもが、３歳以上の方のみ回答 

図表 ３-１３１ 小学生になった時の放課後の過ごし方 
 

  

41.1 

5.4 

30.4 

53.8 

8.9 

10.7 

4.3 

0.7 

22.3 

3.4 

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

自宅

親戚・友人等宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

放課後キッズクラブ（小学校施設を使った放課後事業）

放課後児童クラブ

民間企業等が運営する学童保育事業所

放課後等デイサービス

その他

現時点ではわからない

無回答・無効回答

全体(n=16,550)
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図表 ３-１３２ 自宅の日数 
 

 

図表 ３-１３３ 親戚・友人等宅の日数 
 

 

図表 ３-１３４ 習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）の日数 
 

 

図表 ３-１３５ 放課後キッズクラブ（小学校施設を使った放課後事業）の日数 
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図表 ３-１３６ 放課後児童クラブの日数 

図表 ３-１３７ 民間企業等が運営する学童保育事業所の日数 

図表 ３-１３８ 放課後等デイサービスの日数 

図表 ３-１３９ その他の場所の日数 
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図表 ３-１４０ 小学生になった時の放課後の過ごし方（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。 

 

 放課後キッズクラブの 16 時以降の利用希望の有無  

放課後キッズクラブの 16 時以降の利用希望の有無は、「希望する」が 73.6％、「希望しない」が

23.7％。 

属性別にみると、子どもの人数が少ない方、保護者の就労状況が「フルタイム×フルタイム」の方、「配偶

者・パートナー無」の方で 16 時以降の利用を「希望する」方が多い。 

【問 22_3】 16 時以降の利用希望の有無（単一回答） 

※放課後キッズクラブ（小学校施設を使った放課後事業）で過ごす方のみ回答 

図表 ３-１４１ 放課後キッズクラブの 16 時以降の利用希望の有無 
 

 
 

図表 ３-１４２ 放課後キッズクラブの 16 時以降の利用希望の有無（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。  

n= 自宅
親戚・友人等

宅
習い事

放課後キッズ
クラブ

放課後児童ク
ラブ

民間企業等が
運営する学童
保育事業所

放課後等デイ
サービス

その他
現時点ではわ
からない

無回答・
無効回答

1人 5,768 33.9 6.0 28.7 47.5 13.3 13.3 6.1 0.8 34.0 3.4
2人 8,211 43.0 4.9 31.8 57.5 7.1 10.5 3.5 0.6 16.2 3.4
3人 2,188 50.0 5.9 30.7 56.9 5.3 5.4 2.6 0.7 15.0 3.2
4人以上 361 54.0 4.4 23.3 49.0 2.8 3.3 1.9 1.1 17.2 5.8
フルタイム×フルタイム 6,482 20.7 5.0 21.0 66.8 15.9 21.7 3.3 0.3 17.6 2.7
フルタイム×パート・アルバイト 4,646 47.9 5.6 32.4 60.5 5.7 5.0 4.8 0.7 20.7 3.1
フルタイム×無職 4,312 67.3 5.5 45.4 28.1 1.8 1.1 5.0 1.1 30.2 2.9
配偶者・パートナー有 15,698 41.7 5.3 31.0 53.6 8.8 10.8 4.2 0.7 22.1 3.4
配偶者・パートナー無 753 25.5 7.0 16.7 58.0 11.7 9.0 4.9 0.9 27.6 4.8
発達・障害に関する診断有 1,806 43.3 3.9 22.4 42.9 7.2 7.4 31.0 1.2 26.2 1.9
発達・障害に関する診断無 14,392 41.1 5.6 31.7 55.5 9.2 11.1 1.0 0.6 22.0 2.9

16,550 41.1 5.4 30.4 53.8 8.9 10.7 4.3 0.7 22.3 3.4

発達・障害に
関する診断

全体

子どもの人数

保護者の就労
状況

保護者の婚姻
状況

希望する, 73.6%

希望しない, 

23.7%

無回答・無効回答, 

2.7%

全体(n=8,898)

n= 希望する 希望しない
無回答・
無効回答

1人 2,742 83.0 13.9 3.1
2人 4,724 72.0 25.8 2.2
3人 1,246 61.8 34.8 3.5
4人以上 177 53.7 42.9 3.4
フルタイム×フルタイム 4,333 89.9 8.1 2.0
フルタイム×パート・アルバイト 2,812 62.1 34.7 3.2
フルタイム×無職 1,211 38.5 58.1 3.4
配偶者・パートナー有 8,407 72.9 24.4 2.7
配偶者・パートナー無 437 87.6 10.1 2.3

8,898 73.6 23.7 2.7全体

子どもの人数

保護者の就労
状況

保護者の婚姻
状況
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 育児休業など職場の両立支援制度について 

 父親の育児休業  

父親の育児休業取得有無は、「取得していない」が 74.1％と最も多く、「取得した（取得中である）」が

20.5％、「働いていなかった」が 0.9％。 

父親の育児休業取得日数は、「15～30 日（15 日～1 か月程度）」が 22.7％、「31～90 日（2～3 か月

程度）」が 17.6％。なお、１か月以下が 65.8％。 

属性別にみると、子どもの年齢が低い方、世帯年収が高い方、保護者の年齢が 25 歳以上 35 歳未満の

方で、父親が育児休業を「取得した（取得中である）」が多い。また、就労状況が「フルタイム×パート・アルバ

イト」の方と比較して、「フルタイム×フルタイム」の方は父親が育児休業を「取得した（取得中である）」方が多

い。 

５年前と比較して、父親が育児休業を「取得した（取得中である）」方が増加。また、取得した方のうち１か

月以上取得している方も増加。 

【問 23】 あて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。取得

した場合や取得中である場合はその日数をお答えください。（単一回答、数値回答） 

図表 ３-１４３ 父親の育児休業取得有無 
 

 
 

図表 ３-１４４ 父親の育児休業取得日数 
 

 
  

取得した（取得中である）, 

20.5%

取得していない, 

74.1%

働いていなかった, 

0.9%

無回答・無効回答, 

4.5%

全体(n=33,321)

1.8 2.3 
4.1 

0.9 

10.5 

0.3 

9.1 

0.4 0.1 

4.9 

8.7 

22.7 

17.6 

7.2 

4.8 

0.8 

3.9 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

全体(n=6,844)
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図表 ３-１４５ 父親の育児休業取得有無（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。 

 

図表 ３-１４６ 父親の育児休業取得有無（５年前との比較） 

 

図表 ３-１４７ 父親の育児休業取得日数（5 年前との比較） 

  

n=
取得した（取
得中である）

取得していな
い

働いていな
かった

無回答・
無効回答

0歳 5,793 36.4 59.6 0.9 3.2
1歳 5,341 26.6 68.1 0.9 4.5
2歳 5,412 20.7 74.3 0.8 4.1
3歳 5,648 16.4 78.0 0.9 4.7
4歳 5,388 13.0 81.2 0.7 5.1
5歳 5,514 9.5 84.5 0.9 5.1
フルタイム×フルタイム 15,372 24.5 72.7 0.6 2.2
フルタイム×パート・アルバイト 7,399 15.7 80.7 0.7 2.8
フルタイム×無職 8,774 20.5 77.0 0.8 1.7
200万円未満 726 6.7 47.1 6.7 39.4
200～399万円 2,072 11.7 72.6 3.1 12.6
400～599万円 5,715 17.2 77.6 1.0 4.1
600～799万円 7,743 20.0 76.4 0.6 3.0
800～999万円 6,857 22.4 74.5 0.4 2.7
1000万円以上 9,501 24.9 72.2 0.3 2.6
25歳未満 238 10.9 58.0 5.9 25.2
25歳以上30歳未満 2,215 22.1 67.9 1.4 8.7
30歳以上35歳未満 7,843 26.2 68.7 0.7 4.4
35歳以上40歳未満 11,796 21.6 74.0 0.7 3.7
40歳以上45歳未満 8,042 15.9 79.6 0.8 3.7
45歳以上50歳未満 2,412 13.5 81.3 1.1 4.1
50歳以上 423 11.1 81.3 2.8 4.7

33,321 20.5 74.1 0.9 4.5全体

保護者の就労
状況

世帯年収

保護者の年齢

あて名の子ど
もの年齢

20.5

7.0

74.1

87.1

0.9

1.2

4.5

4.7

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

今回調査(n=33,321)

5年前調査（n=28,721)

取得した（取得中である） 取得していない

働いていなかった 無回答・無効回答

19.5
14.8

8.7

22.7

17.6

7.2
4.8

0.8
3.9

44.5

17.8

6.3
10.9

8.1
3.9 3.0 1.0

4.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

今回調査(n=6,844)

5年前調査（n=2,015)
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 母親の育児休業  

母親の育児休業取得有無は、「取得した（取得中である）」が 55.4％と最も多く、「働いていなかった」が

34.5％、「取得していない」が 7.5％。 

母親の育児休業取得日数は、「181～365 日（7 か月～1 年程度）」が 37.4％、「366～730 日（～2

年程度）」が 31.7％、「91～180 日（４～６か月程度）」が 8.1％。 

属性別にみると、子どもの年齢が低い方、就労状況が「フルタイム×フルタイム」の方、世帯年収が高い

方、保護者の年齢が 30 歳以上 35 歳未満の方で母親が育児休業を「取得した(取得中である）」が多い。一

方で、就労状況が「フルタイム×パート・アルバイト」の方、「配偶者・パートナー無」の方、世帯年収が低い方

で、母親が働いているが育児休業を「取得していない」が多い。 

５年前と比較して、母親が育児休業を「取得した（取得中である）」方や、取得日数が１年以上の方が増加。 

【問 23】 あて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。取得

した場合や取得中である場合はその日数をお答えください。（単一回答、数値回答） 

図表 ３-１４８ 母親の育児休業取得有無 
 

 
 

図表 ３-１４９ 母親の育児休業取得日数 
 

 

  

取得した（取得中

である）, 55.4%

取得していない, 

7.5%

働いていなかった, 

34.5%

無回答・無効回答, 

2.6%

全体(n=33,321)

0.0 0.1 0.1 0.1 0.6 
3.0 

8.1 

37.4 

31.7 

2.5 
0.2 

16.0 

0%

10%

20%

30%

40%

全体(n=18,447)
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図表 ３-１５０ 母親の育児休業取得有無（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。 
 

図表 ３-１５１ 母親の育児休業取得有無（5 年前との比較） 

 

図表 ３-１５２ 母親の育児休業取得日数（5 年前との比較） 

  

n=
取得した（取
得中である）

取得していな
い

働いていな
かった

無回答・
無効回答

0歳 5,793 66.3 5.5 26.0 2.2
1歳 5,341 61.5 6.7 29.0 2.8
2歳 5,412 57.9 7.0 32.6 2.5
3歳 5,648 52.8 7.8 36.5 3.0
4歳 5,388 49.7 8.5 39.3 2.5
5歳 5,514 43.9 9.7 43.8 2.6
フルタイム×フルタイム 15,372 90.1 4.5 3.8 1.6
フルタイム×パート・アルバイト 7,399 41.0 14.3 42.4 2.4
フルタイム×無職 8,774 11.5 6.1 80.4 2.0
配偶者・パートナー有 31,952 56.0 7.3 34.2 2.5
配偶者・パートナー無 1,079 38.6 14.2 40.2 7.0
200万円未満 726 24.0 17.9 51.8 6.3
200～399万円 2,072 35.1 15.8 44.7 4.3
400～599万円 5,715 40.1 10.1 46.9 2.9
600～799万円 7,743 50.6 7.2 39.8 2.4
800～999万円 6,857 63.5 5.1 29.2 2.2
1000万円以上 9,501 70.4 5.2 22.1 2.2
25歳未満 238 23.1 10.5 60.9 5.5
25歳以上30歳未満 2,215 54.1 8.1 33.6 4.2
30歳以上35歳未満 7,843 62.1 6.3 29.0 2.6
35歳以上40歳未満 11,796 57.0 6.9 33.6 2.4
40歳以上45歳未満 8,042 51.4 8.3 38.1 2.2
45歳以上50歳未満 2,412 46.8 9.4 41.3 2.4
50歳以上 423 37.1 14.2 42.6 6.1

33,321 55.4 7.5 34.5 2.6

保護者の年齢

全体

あて名の子ど
もの年齢

保護者の就労
状況

保護者の婚姻
状況

世帯年収

55.4

47.3

7.5

12.6

34.5

38.6

2.6

1.5

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

今回調査(n=33,321)

5年前調査（n=28,721)

取得した（取得中である） 取得していない

働いていなかった 無回答・無効回答

0.9
3.0

8.1

37.4

31.7

2.5
0.2

16.0

1.2
3.1

9.0

39.8

24.9

1.9
0.1

20.0

0%

10%

20%

30%

40%

今回調査(n=18,447)

5年前調査（n=13,592)
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 育児休業を取得していない理由  

父親の育児休業を取得していない理由は、「仕事が忙しかった」が 44.6％と最も多く、「職場に育児休業

を取りにくい雰囲気があった」が 35.5％、「収入減となり、経済的に苦しくなる」が 29.1％。 

母親の育児休業を取得していない理由は、「子育てや家事に専念するため退職した」が 25.1％、「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）」が 15.0％、「有期雇用のため育児休業の取得要

件を満たさなかった」が 11.7％。 

父親が育児休業を取得していない理由として、属性別にみると、就労状況が「フルタイム×フルタイム」の

方では「配偶者が育児休業制度を利用した」が多い。世帯年収が「200～399 万円」の方で「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）」が多く、保護者の年齢が25歳以上30歳未満の方で、

「収入減となり、経済的に苦しくなる」が多い。 

母親が育児休業を取得していない理由として、属性別にみると、就労状況が「フルタイム×フルタイム」の

方では「仕事が忙しかった」が多く、「配偶者・パートナー無」の方で「収入減となり、経済的に苦しくなる」が

多い。 

５年前と比較して、父親が育児休業を取得していない理由では「配偶者が無職、祖父母等の親族にみても

らえるなど、制度を利用する必要がなかった」が減少、母親が育児休業を取得していない理由では「収入減

となり、経済的に苦しくなる」が増加、「子育てや家事に専念するために退職した」が減少。 

【問 23_1】 育児休業を取得していない理由は何ですか。（複数回答） 

※働いていたが育児休業を「取得していない」方のみ回答 

図表 ３-１５３ 父親の育児休業を取得していない理由 
 

  

35.5 

44.6 

0.5 

5.2 

9.7 

29.1 

1.8 

28.5 

17.4 

0.1 

10.5 

0.6 

2.2 

8.7 

7.1 

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

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所（園）などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、

制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

その他

無回答・無効回答

全体(n=24,706)
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図表 ３-１５４ 母親の育児休業を取得していない理由 
 

 
 

  

8.1 

10.1 

8.2 

7.0 

0.8 

11.6 

7.9 

1.3 

6.2 

25.1 

15.0 

11.7 

2.0 

26.7 

3.9 

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

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所（園）などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、

制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

その他

無回答・無効回答

全体(n=2,505)
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図表 ３-１５５ 父親の育児休業を取得していない理由（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。 

 

図表 ３-１５６ 母親の育児休業を取得していない理由（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。 

  

n=

職場に育児
休業を取り
にくい雰囲
気があった

仕事が忙し
かった

（産休後
に）仕事に
早く復帰し
たかった

仕事に戻る
のが難しそ
うだった

昇給・昇格
などが遅れ
そうだった

収入減とな
り、経済的
に苦しくな

る

保育所
（園）など
に預けるこ
とができた

配偶者が育
児休業制度
を利用した

配偶者が無
職、祖父母
等の親族に
みてもらえ
るなど、制
度を利用す
る必要がな
かった

子育てや家
事に専念す
るため退職

した

職場に育児
休業の制度
がなかった
（就業規則
に定めがな
かった）

有期雇用の
ため育児休
業の取得要
件を満たさ
なかった

育児休業を
取得できる
ことを知ら
なかった

その他
無回答・
無効回答

0歳 3,451 36.0 45.8 0.5 5.3 11.0 34.5 1.2 32.4 10.8 0.1 11.2 0.9 1.0 9.9 7.3
1歳 3,636 37.3 47.1 0.4 5.5 10.3 34.4 1.9 32.3 14.1 0.2 9.6 0.8 1.7 9.1 7.0
2歳 4,022 36.4 44.1 0.5 5.5 9.8 29.6 2.0 30.0 15.3 0.2 10.7 0.5 1.8 9.4 7.1
3歳 4,405 36.4 45.1 0.5 5.0 9.3 27.4 1.5 28.1 19.1 0.1 9.4 0.4 2.4 8.0 7.0
4歳 4,373 35.3 43.7 0.3 5.2 9.4 27.0 2.3 27.0 19.9 0.2 10.4 0.6 3.0 8.3 6.5
5歳 4,657 32.3 42.5 0.6 4.7 8.5 24.2 2.1 23.3 22.4 0.1 11.6 0.5 3.0 7.7 7.6
フルタイム×フルタイム 11,180 37.0 43.6 0.4 5.8 11.6 29.8 2.4 48.0 4.8 0.1 9.8 0.6 2.2 8.3 7.9
フルタイム×パート・アルバイト 5,972 35.9 45.4 0.5 4.6 8.5 30.6 2.3 19.9 21.3 0.1 11.7 0.6 2.8 8.2 6.9
フルタイム×無職 6,752 33.9 46.7 0.5 4.8 8.0 26.8 0.4 5.8 35.0 0.3 10.2 0.5 1.7 9.2 5.1
配偶者・パートナー有 24,072 35.7 44.7 0.5 5.2 9.7 29.2 1.8 28.9 17.4 0.1 10.5 0.6 2.2 8.6 6.9
配偶者・パートナー無 430 25.6 35.6 0.5 2.3 5.1 25.1 1.9 13.5 13.0 0.2 10.7 0.7 2.6 11.9 17.2
200万円未満 342 19.0 33.0 0.0 3.2 3.5 29.5 0.3 5.6 13.5 0.6 13.2 1.8 3.5 16.4 11.7
200～399万円 1,505 26.4 34.5 0.7 3.5 3.4 37.3 1.5 14.0 17.8 0.3 20.5 1.8 2.7 13.3 8.6
400～599万円 4,435 35.9 40.7 0.4 5.0 6.8 35.9 1.9 18.7 20.8 0.2 15.6 0.9 2.9 8.1 6.1
600～799万円 5,912 38.9 44.1 0.4 5.5 9.5 32.0 1.6 25.6 19.8 0.1 10.6 0.5 2.3 7.5 7.1
800～999万円 5,108 38.1 45.7 0.5 5.5 11.6 27.9 1.7 34.4 15.9 0.1 8.3 0.4 2.1 7.6 6.9
1000万円以上 6,864 33.8 49.9 0.5 5.4 12.1 21.6 2.2 38.1 14.2 0.2 6.0 0.3 1.6 9.4 6.8
25歳未満 138 21.7 37.0 0.7 2.2 2.9 37.0 0.7 8.0 19.6 1.4 13.8 1.4 4.3 9.4 6.5
25歳以上30歳未満 1,504 33.7 43.5 0.2 4.8 8.8 41.3 1.7 24.9 14.0 0.0 13.2 0.8 2.4 7.5 6.8
30歳以上35歳未満 5,391 39.1 46.9 0.5 5.6 11.9 33.7 1.6 31.2 15.2 0.2 9.9 0.6 2.2 7.7 6.2
35歳以上40歳未満 8,729 36.5 45.7 0.7 5.5 10.4 29.0 1.8 30.1 17.5 0.2 10.3 0.5 2.3 8.2 7.1
40歳以上45歳未満 6,402 34.0 43.4 0.3 4.9 8.1 24.8 1.7 27.2 19.0 0.1 10.4 0.6 2.2 9.7 7.6
45歳以上50歳未満 1,960 30.7 39.8 0.5 4.1 7.2 22.1 2.6 25.5 19.8 0.1 10.2 0.6 1.9 10.2 8.2
50歳以上 344 22.1 39.5 0.3 3.8 4.7 23.3 5.5 18.3 19.5 0.0 10.5 0.9 1.2 13.7 4.7

24,706 35.5 44.6 0.5 5.2 9.7 29.1 1.8 28.5 17.4 0.1 10.5 0.6 2.2 8.7 7.1

あて名の子ど
もの年齢

保護者の就労
状況

保護者の婚姻
状況

世帯年収

保護者の年齢

全体

n=

職場に育児
休業を取り
にくい雰囲
気があった

仕事が忙し
かった

（産休後
に）仕事に
早く復帰し
たかった

仕事に戻る
のが難しそ
うだった

昇給・昇格
などが遅れ
そうだった

収入減とな
り、経済的
に苦しくな

る

保育所
（園）など
に預けるこ
とができた

配偶者が育
児休業制度
を利用した

配偶者が無
職、祖父母
等の親族に
みてもらえ
るなど、制
度を利用す
る必要がな
かった

子育てや家
事に専念す
るため退職

した

職場に育児
休業の制度
がなかった
（就業規則
に定めがな
かった）

有期雇用の
ため育児休
業の取得要
件を満たさ
なかった

育児休業を
取得できる
ことを知ら
なかった

その他
無回答・
無効回答

0歳 321 6.9 13.7 9.3 6.5 1.9 14.6 5.0 3.4 3.7 17.4 16.8 14.3 0.3 31.2 4.7
1歳 356 7.3 9.8 9.8 4.5 0.6 13.2 6.7 2.0 5.3 23.9 16.9 11.8 1.4 30.3 3.1
2歳 381 7.9 9.4 10.2 7.9 0.5 12.1 6.6 1.0 6.3 23.6 16.0 14.7 1.3 28.3 4.2
3歳 439 8.4 6.8 8.4 8.0 0.7 11.2 7.1 1.1 7.5 29.2 16.2 8.9 1.6 26.7 3.9
4歳 457 8.1 10.7 4.8 7.4 1.3 10.5 8.3 0.9 6.6 28.4 12.7 11.6 2.4 22.1 3.7
5歳 535 9.0 11.0 7.9 7.3 0.4 9.9 11.6 0.2 6.9 24.9 13.1 10.5 3.9 24.5 3.9
フルタイム×フルタイム 690 7.5 22.5 16.8 4.3 2.2 19.0 11.9 2.5 5.4 7.5 14.2 8.8 1.4 37.4 2.2
フルタイム×パート・アルバイト 1,055 7.6 4.6 6.4 6.0 0.2 9.9 7.9 1.2 6.8 24.8 17.5 16.4 2.6 24.7 2.7
フルタイム×無職 539 7.2 3.2 0.7 11.5 0.6 1.5 1.1 0.2 5.6 51.6 9.3 7.4 1.1 20.4 7.1
配偶者・パートナー有 2,324 7.5 9.8 8.1 7.0 0.8 10.7 7.4 1.2 6.1 25.8 14.6 12.0 1.7 27.2 3.9
配偶者・パートナー無 153 17.0 15.0 10.5 8.5 1.3 26.1 17.0 2.0 7.8 13.7 22.2 9.2 7.2 18.3 3.9
200万円未満 130 11.5 17.7 7.7 9.2 0.0 21.5 7.7 1.5 3.8 14.6 21.5 8.5 4.6 20.0 3.8
200～399万円 328 7.9 10.1 7.0 7.6 0.6 17.1 8.2 1.2 6.1 24.7 18.0 7.0 3.0 26.5 5.2
400～599万円 579 8.5 5.9 5.7 8.8 0.3 10.9 7.6 0.7 6.9 28.0 19.7 14.9 2.1 21.8 2.8
600～799万円 556 7.2 7.7 7.4 7.2 0.2 10.6 6.8 0.4 6.5 30.4 13.8 13.5 2.5 25.0 4.5
800～999万円 349 6.0 7.7 7.2 6.3 0.6 8.3 6.9 1.7 5.7 28.7 11.2 12.3 0.9 27.2 2.0
1000万円以上 494 9.1 18.2 14.2 4.7 2.8 9.9 9.7 3.0 6.3 16.2 9.3 10.5 0.8 36.2 4.5
25歳未満 25 4.0 0.0 12.0 8.0 4.0 28.0 16.0 0.0 8.0 24.0 16.0 16.0 4.0 8.0 12.0
25歳以上30歳未満 179 9.5 6.1 7.3 10.6 0.6 12.8 6.1 0.6 3.4 26.3 20.1 11.2 2.2 17.3 4.5
30歳以上35歳未満 495 10.3 8.7 6.9 8.3 1.0 11.5 7.1 1.6 7.5 29.7 16.6 11.5 2.0 23.6 3.2
35歳以上40歳未満 818 6.2 9.4 8.1 5.0 0.6 11.0 7.8 1.1 5.1 26.7 14.8 12.3 2.6 27.3 4.2
40歳以上45歳未満 667 7.6 11.8 9.1 7.5 0.7 11.4 7.6 1.3 6.3 22.0 13.5 12.6 1.5 29.5 3.3
45歳以上50歳未満 226 11.1 12.8 11.1 8.8 1.3 13.7 10.6 1.8 9.3 20.8 14.6 11.1 1.3 27.9 4.0
50歳以上 60 3.3 16.7 1.7 1.7 1.7 10.0 13.3 1.7 5.0 13.3 10.0 3.3 3.3 40.0 3.3

2,505 8.1 10.1 8.2 7.0 0.8 11.6 7.9 1.3 6.2 25.1 15.0 11.7 2.0 26.7 3.9

保護者の年齢

全体

あて名の子ど
もの年齢

保護者の就労
状況

保護者の婚姻
状況

世帯年収
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図表 ３-１５７ 父親の育児休業を取得していない理由（5 年前との比較） 

 
 

図表 ３-１５８ 母親の育児休業を取得していない理由（5 年前との比較） 
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0.6
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7.1
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1.6

27.5

26.0

0.1

10.9

0.5

2.3

4.7

11.8

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

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所（園）などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、

制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

その他

無回答・無効回答

今回調査(n=24,706)

5年前調査（n=25,023)

8.1

10.1

8.2

7.0

0.8

11.6

7.9

1.3

6.2

25.1

15.0

11.7

2.0

26.7

3.9

9.5

5.8

4.1

9.5

0.6

4.4

3.3

0.2

6.2

54.5

14.9

8.1

1.6

13.8

4.4

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

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所（園）などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、

制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

その他

無回答・無効回答

今回調査(n=2,505)

5年前調査（n=3,608)
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 育児休業取得後の職場復帰  

育児休業を取得した父親は、「育児休業取得後、職場に復帰した」が 96.0％と最も多く、「現在も育児休

業中である」が 1.8％、「育児休業中に離職した」が 0.5％。 

育児休業を取得した母親は、「育児休業取得後、職場に復帰した」が 74.9％と最も多く、「現在も育児休

業中である」が 17.1％、「育児休業中に離職した」が 6.4％。 

【問 24】 育児休業取得後、職場に復帰しましたか。（単一回答） 

※育児休業を取得した方のみ回答 

図表 ３-１５９ 父親の育児休業取得後の職場復帰 
 

 
 

図表 ３-１６０ 母親の育児休業取得後の職場復帰 
 

 
  

育児休業取得後、職

場に復帰した, 

96.0%

一時的に職場に戻って

いるが、再度取得予定

である, 0.3%

現在も育児休業中

である, 1.8%

育児休業中に離職

した, 0.5%
無回答・無効回答, 

1.4%

全体(n=6,844)

育児休業取得後、職

場に復帰した, 

74.9%

一時的に職場に

戻っているが、再

度取得予定である, 

0.4%

現在も育児休業中

である, 17.1%

育児休業中に離職

した, 6.4%

無回答・無効回答, 

1.2%

全体(n=18,447)
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 育児休業からの職場復帰が年度初めだったか 

育児休業からの職場復帰が年度初めの保育所入所に合わせたタイミングだったかについて、父親は、「そ

れ以外だった」が 92.7％、「年度初めの入所に合わせたタイミングだった」が 5.6％。 

母親は、「年度初めの入所に合わせたタイミングだった」が 78.0％、「それ以外だった」が 21.4％。 

【問 24_1】 育児休業から職場に復帰したのは、年度初めの保育所入所に合わせたタイミングでしたか。ある

いはそれ以外でしたか。（単一回答） 

※育児休業を取得後、職場に復帰した方のみ回答 

図表 ３-１６１ 父親の育児休業からの職場復帰が年度初めの保育所入所に合わせたタイミングだったか 
 

 

 

図表 ３-１６２ 母親の育児休業からの職場復帰が年度初めの保育所入所に合わせたタイミングだったか 
 

 
 

 

  

年度初めの入所に合わ

せたタイミングだった, 

5.6%

それ以外だった, 

92.7%

無回答・無効回答, 

1.8%

全体(n=6,567)

年度初めの入所に

合わせたタイミン

グだった, 78.0%

それ以外だった, 

21.4%

無回答・無効回答, 

0.6%

全体(n=13,816)
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 育児休業からの復帰時期  

父親の実際の育児休業からの復帰時期は、「0 歳 0 か月～0 歳 6 か月未満」が 64.9％、「0 歳 6 か月

～1 歳 0 か月未満」が 9.7％、「1 歳 0 か月～1 歳 6 か月未満」が 3.7％。 

父親の希望の育児休業からの復帰時期は、「0 歳 0 か月～0 歳 6 か月未満」が 47.1％、「1 歳 0 か月～

1 歳 6 か月未満」が 12.9％、「0 歳 6 か月～1 歳 0 か月未満」が 11.7％。 

母親の実際の育児休業からの復帰時期は、「１歳 0 か月～１歳 6 か月未満」が 34.3％、「０歳６か月～1

歳０か月未満」が 29.3％、「１歳 6 か月～２歳 0 か月未満」が 16.1％。 

母親の希望の育児休業からの復帰時期は、「１歳 0 か月～１歳 6 か月未満」が 34.5％、「1 歳６か月～２

歳０か月未満」が 15.5％、「２歳０か月～２歳６か月未満」が 13.9％。 

【問 24_2】 育児休業から「実際」に職場復帰した時期と、いつまで育児休業を取得することを「希望」していた

か、それぞれお答えください。（数値回答） 

※育児休業を取得後、職場に復帰した方のみ回答 

図表 ３-１６３ 父親の実際の育児休業からの復帰時期 
 

 
 

図表 ３-１６４ 父親の希望の育児休業からの復帰時期 
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図表 ３-１６５ 母親の実際の育児休業からの復帰時期 
 

 
 

図表 ３-１６６ 母親の希望の育児休業からの復帰時期 
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 父親の職場復帰時期の実際と希望の違いの理由  

父親が希望より早く職場復帰した理由は、「経済的な理由で早く復帰する必要があったため」が 36.9％

と最も多く、「勤め先の育児休業の制度で期間が決められていたため」が 29.0％、「希望する保育所に入る

ため」が 6.5％。 

父親が希望より遅く職場復帰した理由は、「配偶者や家族の希望があったため」が 10.1％と最も多く、

「希望する保育所に入れなかったため」が 7.4％。 

属性別にみると、父親が希望より早く職場復帰した理由として、子どもの年齢が高いほど「勤め先の育児

休業の制度で期間が決められていたため」が多い傾向にある。また、世帯年収が低いほど「経済的な理由で

早く復帰する必要があったため」が多い傾向にある。 

【問24_3(1)】 職場復帰時期の実際と希望に違いがあった方に伺います。その理由を教えてください。（複数回答） 

※職場復帰時期の実際と希望に違いがあった方のみ回答 

図表 ３-１６７ 父親が希望より早く職場復帰した理由 
 

 
 

図表 ３-１６８ 父親が希望より遅く職場復帰した理由 
 

  

6.5 

4.2 

36.9 

4.8 

29.0 

1.0 
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5.2 
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希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望があったため
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勤め先の育児休業の制度で

期間が決められていたため

新型コロナウイルス感染症の影響

その他

無回答・無効回答

全体(n=1,933)
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希望する保育所に入れなかったため

自分や子どもなどの体調が

思わしくなかったため

配偶者や家族の希望があったため

職場の受け入れ態勢が整っていなかった

ため

子どもをみてくれる人がいなかったため

新型コロナウイルス感染症の影響

その他

無回答・無効回答

全体(n=189)
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図表 ３-１６９ 父親が希望より早く職場復帰した理由（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。 

  

n=
希望する保育
所に入るため

配偶者や家族
の希望があっ

たため

経済的な理由
で早く復帰す
る必要があっ

たため

人事異動の時
期に合わせる

ため

勤め先の育児
休業の制度で
期間が決めら
れていたため

新型コロナウ
イルス感染症

の影響
その他

無回答・
無効回答

0歳 610 4.3 4.4 43.6 7.4 23.0 0.3 34.4 4.1
1歳 435 9.0 3.4 35.6 4.1 29.0 0.9 29.7 5.5
2歳 326 6.7 4.9 39.6 1.5 30.1 2.5 33.1 4.0
3歳 238 7.1 2.9 29.8 5.0 29.8 1.3 35.3 7.1
4歳 188 6.4 5.3 28.2 4.3 40.4 0.5 25.5 8.0
5歳 125 7.2 5.6 26.4 3.2 37.6 1.6 27.2 4.8
1人 910 5.8 4.4 39.1 5.3 29.6 0.9 29.9 4.8
2人 776 7.0 4.3 33.8 4.8 28.5 0.9 34.0 5.7
3人 209 6.7 2.4 35.9 2.9 29.7 1.9 34.4 3.8
4人以上 32 12.5 12.5 56.3 3.1 15.6 3.1 21.9 12.5
フルタイム×フルタイム 1,141 9.2 4.3 36.6 5.8 25.1 0.8 34.2 3.9
フルタイム×パート・アルバイト 343 4.4 3.2 37.0 2.3 32.7 0.3 29.7 7.9
フルタイム×無職 426 0.9 4.9 38.0 4.0 36.6 2.3 27.7 5.6
配偶者・パートナー有 1,908 6.4 4.2 36.8 4.7 29.0 1.0 32.0 5.2
配偶者・パートナー無 11 9.1 9.1 45.5 9.1 36.4 0.0 9.1 9.1
200万円未満 13 15.4 15.4 38.5 7.7 53.8 0.0 7.7 0.0
200～399万円 66 7.6 6.1 57.6 0.0 24.2 3.0 24.2 7.6
400～599万円 262 5.7 5.0 41.2 6.1 32.1 0.4 25.2 6.9
600～799万円 458 5.2 3.3 39.5 5.7 32.1 0.7 27.3 4.4
800～999万円 418 4.3 3.3 39.2 4.3 26.8 0.7 34.4 5.5
1000万円以上 690 8.7 4.9 30.3 4.5 27.0 1.6 37.1 4.6
25歳未満 10 0.0 0.0 50.0 0.0 10.0 0.0 30.0 20.0
25歳以上30歳未満 139 5.0 5.8 42.4 5.8 24.5 1.4 28.8 3.6
30歳以上35歳未満 601 6.2 3.8 41.6 6.2 26.0 0.5 31.8 4.8
35歳以上40歳未満 736 6.5 4.2 36.4 4.3 28.8 1.4 32.5 5.2
40歳以上45歳未満 334 6.9 4.2 29.3 3.3 35.3 0.6 32.6 5.4
45歳以上50歳未満 79 8.9 7.6 29.1 5.1 36.7 2.5 30.4 5.1
50歳以上 15 13.3 0.0 20.0 0.0 33.3 6.7 26.7 20.0

1,933 6.5 4.2 36.9 4.8 29.0 1.0 31.8 5.2

保護者の年齢

全体

あて名の子ど
もの年齢

子どもの人数

保護者の就労
状況

保護者の婚姻
状況

世帯年収
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 母親の職場復帰時期の実際と希望の違いの理由  

母親の希望より早く職場復帰した理由は、「希望する保育所に入るため」が 72.9％と最も多く、「勤め先

の育児休業の制度で期間が決められていたため」が 21.1％、「経済的な理由で早く復帰する必要があった

ため」が 19.9％。 

母親が希望より遅く職場復帰した理由は、「希望する保育所に入れなかったため」が53.5％と最も多く、

「新型コロナウイルス感染症の影響」が 20.6％、「子どもをみてくれる人がいなかったため」が 11.4％。 

属性別にみると、母親が希望より早く職場復帰した理由として、子どもの人数が「４人以上」の方、「配偶

者・パートナー無」の方、世帯年収が低い方、保護者の年齢が低い方で、「経済的な理由で早く復帰する必要

があったため」が多い傾向にある。 

【問24_3(2)】 職場復帰時期の実際と希望に違いがあった方に伺います。その理由を教えてください。（複数回答） 

※職場復帰時期の実際と希望に違いがあった方のみ回答 

図表 ３-１７０ 母親が希望より早く職場復帰した理由 
 

 

図表 ３-１７１ 母親が希望より遅く職場復帰した理由 
 

  

72.9 

2.1 

19.9 

6.2 

21.1 

1.4 

10.6 

5.5 

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

希望する保育所に入るため

配偶者や家族の希望があったため

経済的な理由で早く復帰する

必要があったため

人事異動の時期に合わせるため

勤め先の育児休業の制度で

期間が決められていたため

新型コロナウイルス感染症の影響

その他

無回答・無効回答

全体(n=6,005)

53.5 

4.0 

1.7 

2.0 

11.4 

20.6 

5.9 

20.6 

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

希望する保育所に入れなかったため

自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため

配偶者や家族の希望があったため

職場の受け入れ態勢が整っていなかった

ため

子どもをみてくれる人がいなかったため

新型コロナウイルス感染症の影響

その他

無回答・無効回答

全体(n=1,657)
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図表 ３-１７２ 母親が希望より早く職場復帰した理由（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。 

  

n=
希望する保育
所に入るため

配偶者や家族
の希望があっ

たため

経済的な理由
で早く復帰す
る必要があっ

たため

人事異動の時
期に合わせる

ため

勤め先の育児
休業の制度で
期間が決めら
れていたため

新型コロナウ
イルス感染症

の影響
その他

無回答・
無効回答

0歳 683 80.1 2.9 27.5 5.4 11.7 0.0 14.3 2.0
1歳 1,196 76.5 2.5 21.1 4.9 19.4 0.3 10.0 5.0
2歳 1,127 71.3 2.4 20.3 6.6 19.8 1.4 9.8 5.2
3歳 1,048 67.7 1.3 19.2 7.3 26.4 3.9 10.9 6.5
4歳 993 71.2 2.3 17.3 6.7 22.7 2.1 8.5 8.0
5歳 921 72.7 1.2 16.0 5.9 24.3 0.2 11.3 4.8
1人 2,429 70.0 2.6 21.8 5.7 21.9 1.3 11.0 6.2
2人 2,815 75.5 1.9 17.2 6.6 21.2 1.6 10.1 4.8
3人 632 73.6 1.4 22.3 7.0 18.5 0.9 11.4 4.9
4人以上 104 65.4 1.0 34.6 3.8 15.4 1.0 11.5 8.7
フルタイム×フルタイム 4,663 75.5 2.1 19.1 6.8 20.1 1.4 10.5 4.9
フルタイム×パート・アルバイト 1,007 64.9 2.2 21.7 4.2 24.3 1.6 12.2 7.0
フルタイム×無職 155 64.5 1.9 12.9 3.2 28.4 0.6 5.8 7.1
配偶者・パートナー有 5,831 73.2 2.1 19.6 6.3 21.1 1.4 10.7 5.3
配偶者・パートナー無 134 59.7 2.2 35.8 4.5 19.4 0.0 6.7 11.2
200万円未満 40 50.0 2.5 35.0 7.5 25.0 0.0 0.0 12.5
200～399万円 198 59.6 3.5 38.9 4.0 25.8 0.5 9.6 6.1
400～599万円 639 66.2 3.6 31.9 5.8 23.0 1.1 11.9 6.7
600～799万円 1,205 73.6 1.9 26.3 5.2 21.6 1.3 8.6 5.1
800～999万円 1,503 75.6 2.5 19.0 5.9 21.8 1.5 9.6 4.2
1000万円以上 2,328 74.3 1.3 12.1 7.1 19.5 1.5 12.2 5.7
25歳未満 9 44.4 11.1 33.3 11.1 0.0 0.0 0.0 22.2
25歳以上30歳未満 260 66.5 2.3 37.3 6.5 18.5 0.4 7.7 6.5
30歳以上35歳未満 1,409 74.8 3.0 23.8 5.9 17.8 1.0 9.7 4.7
35歳以上40歳未満 2,309 75.1 1.5 18.5 6.2 21.5 1.4 10.5 5.0
40歳以上45歳未満 1,509 71.2 1.9 16.8 6.6 23.1 1.8 11.3 6.2
45歳以上50歳未満 410 68.0 2.2 15.4 5.4 24.4 2.0 13.9 5.4
50歳以上 48 54.2 6.3 16.7 8.3 25.0 0.0 8.3 10.4

6,005 72.9 2.1 19.9 6.2 21.1 1.4 10.6 5.5

あて名の子ど
もの年齢

子どもの人数

保護者の就労
状況

保護者の婚姻
状況

世帯年収

保護者の年齢

全体
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 確実に預けられる保育所等がある場合に子どもを保育所等に入れたい時期  

子どもが１歳や２歳になったときに確実に預けられる保育所等がある場合に子どもを保育所等に入れた

い時期は、「１歳児クラス」が 41.6％と最も多く、「２歳児クラス」が 18.0％、「０歳児クラス」が 14.4％。 

属性別にみると、就労状況が「フルタイム×無職」の方では、「保育所等を利用していない（しない）」が最も

多いが、「フルタイム×フルタイム」「フルタイム×パート・アルバイト」では、「１歳児クラス」が最も多い。また、

「配偶者・パートナー無」の方では、「０歳児クラス」が多い。 

【問 25】 あて名のお子さんが１歳や２歳になったときに確実に預けられる保育所等がある場合、何歳児クラス

からお子さんを保育所等に入れたかった（入れたい）ですか。（単一回答） 

※育児休業を取得した方のみ回答 

図表 ３-１７３ 子どもが１歳や２歳になったときに確実に預けられる保育所等がある場合に 

子どもを保育所等に入れたい時期 
 

 
 

図表 ３-１７４ 子どもが１歳や２歳になったときに確実に預けられる保育所等がある場合に 

子どもを保育所等に入れたい時期（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。 

  

０歳児クラス, 

14.4%

１歳児クラス, 

41.6%

２歳児クラス, 

18.0%

３歳児クラス以上, 

8.1%

わからない, 

3.9%

保育所等を利用して

いない（しない）, 

6.0%

無回答・無効回答, 

8.0%

全体(n=20,933)

n= ０歳児クラス １歳児クラス ２歳児クラス
３歳児クラス

以上
わからない

保育所等を利
用していない
（しない）

無回答・
無効回答

フルタイム×フルタイム 14,044 15.7 46.9 19.7 7.8 2.8 1.1 5.9
フルタイム×パート・アルバイト 3,630 14.6 40.2 15.9 8.3 4.7 6.4 9.8
フルタイム×無職 2,625 5.7 16.8 12.9 9.4 8.3 32.1 14.7
配偶者・パートナー有 20,340 14.2 41.7 18.1 8.1 3.9 6.1 7.8
配偶者・パートナー無 434 22.6 38.0 14.3 7.1 3.0 1.8 13.1

20,933 14.4 41.6 18.0 8.1 3.9 6.0 8.0全体

保護者の就労
状況

保護者の婚姻
状況
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 妊娠・出産・子育て全般について 

 子育てについて気軽に相談できる人  

子育てについて気軽に相談できる人は、「配偶者・パートナー」が 84.0％と最も多く、「親やきょうだいな

どの親族」が 73.4％、「友人や知人」が 61.1％。 

属性別にみると、定期的な教育・保育を「利用していない」方では、「地域の子育て支援施設のスタッフ」が

多い。 

【問 26】 現在、お子さんの子育て（教育を含む）について、気軽に相談できる人はだれですか。（複数回答） 

図表 ３-１７５ 子育てについて気軽に相談できる人 

 

図表 ３-１７６ 子育てについて気軽に相談できる人（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。  

84.0 

73.4 

61.1 

8.9 

8.7 

3.6 

36.0 

0.3 

11.6 

2.6 

1.9 

2.4 

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

配偶者・パートナー

親やきょうだいなどの親族

友人や知人

近所の人

地域の子育て支援施設のスタッフ

区役所の職員（保健師、助産師等）

幼稚園、保育所等の先生

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

その他

特にいない

無回答・無効回答

全体(n=33,321)

n=
配偶者・パー

トナー
親やきょうだ
いなどの親族

友人や知人 近所の人
地域の子育て
支援施設のス

タッフ

区役所の職員
（保健師、助
産師等）

幼稚園、保育
所等の先生

民生委員・児
童委員

かかりつけ
の医師

その他 特にいない
無回答・
無効回答

0歳 5,793 89.3 79.5 61.7 7.1 15.9 6.1 21.4 0.4 15.9 1.9 1.3 2.1
1歳 5,341 86.4 75.5 60.1 8.4 11.6 4.5 33.8 0.2 12.6 1.7 1.6 2.7
2歳 5,412 85.4 74.3 59.7 8.1 8.8 3.4 37.8 0.2 10.7 2.6 1.6 2.3
3歳 5,648 82.6 71.8 60.2 9.4 6.1 3.3 42.8 0.3 10.4 3.1 2.2 2.5
4歳 5,388 81.3 69.8 61.0 9.9 5.4 2.4 41.4 0.2 10.8 3.1 2.6 2.4
5歳 5,514 79.2 69.2 64.1 10.3 4.3 2.0 39.4 0.3 9.3 3.3 2.4 2.2
配偶者・パートナー有 31,952 86.7 73.4 61.4 9.0 8.9 3.6 36.0 0.3 11.7 2.6 1.7 2.3
配偶者・パートナー無 1,079 6.8 72.9 55.2 5.1 3.6 5.0 34.2 0.2 9.5 3.7 8.3 3.8
200万円未満 726 33.9 67.8 54.0 6.6 7.2 7.0 30.4 0.1 9.6 2.9 5.5 5.2
200～399万円 2,072 67.3 70.6 56.0 7.2 8.3 5.3 30.7 0.4 11.5 3.1 3.7 3.1
400～599万円 5,715 82.0 75.2 61.4 9.6 9.9 4.1 33.3 0.5 12.3 2.5 2.1 2.5
600～799万円 7,743 86.7 74.8 62.0 9.5 10.5 3.5 36.2 0.2 12.1 2.5 1.7 2.3
800～999万円 6,857 87.4 73.6 61.9 9.0 8.2 3.2 37.3 0.2 11.2 2.7 1.5 2.2
1000万円以上 9,501 88.3 71.9 61.5 8.4 7.3 3.1 38.2 0.2 11.2 2.7 1.6 2.2
25歳未満 238 58.4 80.7 51.3 2.9 2.5 6.7 18.9 0.0 8.0 1.3 3.8 5.0
25歳以上30歳未満 2,215 80.1 77.9 54.7 5.2 10.5 3.8 24.6 0.1 12.3 1.9 1.7 3.9
30歳以上35歳未満 7,843 85.5 77.3 60.6 7.8 11.1 3.9 33.2 0.2 12.2 2.2 1.6 2.4
35歳以上40歳未満 11,796 85.3 73.9 62.7 9.4 8.4 3.6 37.7 0.3 11.5 2.5 1.9 2.2
40歳以上45歳未満 8,042 83.5 70.7 63.0 10.4 7.2 3.4 39.3 0.3 11.5 3.2 2.1 1.9
45歳以上50歳未満 2,412 82.4 65.8 59.8 8.4 6.6 3.0 39.1 0.5 10.9 3.4 2.2 2.2
50歳以上 423 84.9 61.9 47.3 11.8 8.5 3.8 33.8 0.5 12.1 1.4 3.8 3.5
利用している 25,326 83.4 71.9 61.4 8.9 5.8 2.9 43.0 0.2 11.1 2.9 2.1 1.7
利用していない 7,573 89.3 80.8 62.6 9.3 19.0 6.2 13.6 0.4 13.8 1.8 1.3 1.1

33,321 84.0 73.4 61.1 8.9 8.7 3.6 36.0 0.3 11.6 2.6 1.9 2.4

あて名の子ど
もの年齢

保護者の婚姻
状況

世帯年収

保護者の年齢

定期的な教
育・保育

全体
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 子育てに対する周囲からの支え（育児の手伝い）の有無  

子育てに対する周囲からの支え（育児の手伝い）の有無は、「緊急時もしくは用事の際には、祖父母等の

親族による支えがある」が52.1％と最も多く、「日常的に、祖父母等の親族による支えがある」が27.5％、

「いずれもいない」が 22.0％。 

属性別にみると、「配偶者・パートナー無」の方、世帯年収が低い方、保護者の年齢が低い方では、「日常的

に、祖父母等の親族による支えがある」が多い傾向にある。一方で、保護者の年齢が高いほど「いずれもい

ない」が多くなっている。 

５年前と比較して、「日常的に、祖父母等の親族による支えがある」が減少。 

【問 27】 現在、子育てに対する周囲からの支え（育児の手伝い）がありますか。（複数回答） 

図表 ３-１７７ 子育てに対する周囲からの支え（育児の手伝い）の有無 

 

図表 ３-１７８ 子育てに対する周囲からの支え（育児の手伝い）の有無（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。 

27.5 

52.1 

7.4 

12.7 

22.0 

2.5 

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

日常的に、祖父母等の親族による

支えがある

緊急時もしくは用事の際には、

祖父母等の親族による支えがある

日常的に、友人・知人・近所の人による

支えがある

緊急時もしくは用事の際には、

友人・知人・近所の人による支えがある

いずれもいない

無回答・無効回答

全体(n=33,321)

n=

日常的に、祖
父母等の親族
による支えが

ある

緊急時もしく
は用事の際に
は、祖父母等
の親族による
支えがある

日常的に、友
人・知人・近
所の人による
支えがある

緊急時もしく
は用事の際に
は、友人・知
人・近所の人
による支えが

ある

いずれもいな
い

無回答・
無効回答

0歳 5,793 30.0 54.1 7.0 9.7 20.9 2.2
1歳 5,341 29.8 53.6 6.5 9.3 21.0 2.8
2歳 5,412 27.0 53.2 6.6 10.8 22.1 2.5
3歳 5,648 26.6 51.7 7.1 13.3 23.2 2.6
4歳 5,388 26.1 50.8 8.2 15.1 22.6 2.4
5歳 5,514 25.7 49.3 9.1 18.0 22.5 2.3
配偶者・パートナー有 31,952 26.7 52.7 7.3 12.6 22.4 2.4
配偶者・パートナー無 1,079 51.0 35.3 9.5 15.4 11.8 3.7
200万円未満 726 38.4 38.2 10.7 15.2 17.5 5.0
200～399万円 2,072 39.3 46.6 10.3 12.2 18.5 3.1
400～599万円 5,715 34.6 52.3 8.7 13.1 18.3 2.5
600～799万円 7,743 28.9 53.4 8.1 12.9 21.2 2.5
800～999万円 6,857 24.4 52.5 6.7 13.0 23.3 2.3
1000万円以上 9,501 21.1 52.8 5.7 11.9 25.1 2.3
25歳未満 238 58.8 43.7 15.1 9.7 10.1 4.6
25歳以上30歳未満 2,215 36.5 52.8 8.8 9.0 16.9 4.1
30歳以上35歳未満 7,843 30.2 53.6 7.0 10.0 20.4 2.5
35歳以上40歳未満 11,796 26.9 53.4 7.6 13.5 21.4 2.3
40歳以上45歳未満 8,042 24.4 51.2 7.4 15.0 23.8 2.1
45歳以上50歳未満 2,412 22.2 46.8 6.1 14.0 28.0 2.1
50歳以上 423 21.7 40.2 7.3 11.8 33.8 4.0
発達・障害に関する診断有 2,354 24.0 46.8 5.8 11.1 29.6 1.6
発達・障害に関する診断無 30,272 28.1 53.0 7.6 13.0 21.5 1.8
利用している 25,326 26.3 52.2 7.0 13.1 23.0 1.9
利用していない 7,573 32.5 53.8 9.0 11.7 19.6 1.2

33,321 27.5 52.1 7.4 12.7 22.0 2.5

あて名の子ど
もの年齢

保護者の婚姻
状況

世帯年収

保護者の年齢

発達・障害に
関する診断

定期的な教
育・保育

全体
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図表 ３-１７９ 子育てに対する周囲からの支え（育児の手伝い）の有無（５年前との比較） 

 

 

 子どもを預かってもらえる親族・知人の有無  

子どもを預かってもらえる親族・知人の有無は、「緊急時もしくは用事の際には、祖父母等の親族に預か

ってもらえる」が 56.8％と最も多く、「いずれもいない」が 22.8％、「日常的に、祖父母等の親族に預かっ

てもらえる」が 19.5％。 

属性別にみると、「配偶者・パートナー無」の方、保護者の年齢が低い方では、「日常的に、祖父母等の親族

による支えがある」が多い傾向にある。一方で、保護者の年齢が高いほど「いずれもいない」が多くなって

いる。 

【問 28】 現在、あて名のお子さんを預かってもらえる親族・知人はいますか。（複数回答） 

図表 ３-１８０ 子どもを預かってもらえる親族・知人の有無 
 

 

  

27.5

52.1

7.4

12.7

22.0

2.5

32.9

51.4

8.6

12.2

18.6

1.0

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

日常的に、祖父母等の親族による

支えがある

緊急時もしくは用事の際には、

祖父母等の親族による支えがある

日常的に、友人・知人・近所の人による

支えがある

緊急時もしくは用事の際には、

友人・知人・近所の人による支えがある

いずれもいない

無回答・無効回答 今回調査(n=33,321)

5年前調査（n=28,721)

19.5 

56.8 

2.9 

12.2 

22.8 

2.6 

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

日常的に、祖父母等の親族に

預かってもらえる

緊急時もしくは用事の際には、

祖父母等の親族に預かってもらえる

日常的に、子どもを預けられる

友人・知人・近所の人がいる

緊急時もしくは用事の際には、子どもを

預けられる友人・知人・近所の人がいる

いずれもいない

無回答・無効回答
全体(n=33,321)
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図表 ３-１８１ 子どもを預かってもらえる親族・知人の有無（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。 

 

図表 ３-１８２ 子どもを預かってもらえる親族・知人の有無（５年前との比較） 

 
  

n=

日常的に、祖
父母等の親族
に預かっても

らえる

緊急時もしく
は用事の際に
は、祖父母等
の親族に預
かってもらえ

る

日常的に、子
どもを預けら
れる友人・知
人・近所の人

がいる

緊急時もしく
は用事の際に
は、子どもを
預けられる友
人・知人・近
所の人がいる

いずれもいな
い

無回答・無効
回答

0歳 5,793 19.6 58.2 1.8 6.9 23.9 2.3
1歳 5,341 19.4 59.0 1.6 8.3 23.0 2.9
2歳 5,412 18.3 58.2 2.5 9.4 23.2 2.5
3歳 5,648 19.4 56.9 2.9 13.4 22.7 2.7
4歳 5,388 19.9 54.7 3.7 16.0 22.3 2.5
5歳 5,514 20.5 53.8 4.5 19.3 21.7 2.3
フルタイム×フルタイム 15,372 17.7 58.7 1.4 8.4 23.8 2.0
フルタイム×パート・アルバイト 7,399 20.2 55.8 4.0 16.2 22.5 2.4
フルタイム×無職 8,774 19.8 57.0 4.2 15.3 22.9 1.6
配偶者・パートナー有 31,952 18.9 57.2 2.8 12.1 23.1 2.5
配偶者・パートナー無 1,079 37.7 45.5 3.9 14.5 13.2 3.8
200万円未満 726 26.4 47.1 4.8 12.9 19.4 5.0
200～399万円 2,072 27.5 53.8 4.1 11.7 20.7 3.3
400～599万円 5,715 24.1 57.9 3.2 12.6 19.4 2.7
600～799万円 7,743 20.8 58.4 3.1 12.5 21.4 2.4
800～999万円 6,857 17.1 57.2 2.5 12.4 23.9 2.3
1000万円以上 9,501 15.1 56.0 2.2 11.5 25.8 2.4
25歳未満 238 42.9 54.2 5.9 9.2 10.5 5.5
25歳以上30歳未満 2,215 25.1 59.9 2.6 7.5 17.2 4.1
30歳以上35歳未満 7,843 20.0 59.6 2.1 8.9 21.4 2.6
35歳以上40歳未満 11,796 19.3 57.6 3.2 13.0 22.5 2.3
40歳以上45歳未満 8,042 17.9 55.0 3.1 15.0 24.5 2.1
45歳以上50歳未満 2,412 17.8 50.8 2.4 14.5 26.9 2.4
50歳以上 423 15.4 43.3 3.3 10.6 36.2 3.8
発達・障害に関する診断有 2,354 17.2 50.2 2.6 9.6 30.8 1.7
発達・障害に関する診断無 30,272 19.9 57.8 2.9 12.5 22.3 1.9
利用している 25,326 18.9 56.9 2.8 13.1 23.2 1.9
利用していない 7,573 22.2 58.6 2.9 9.5 22.2 1.3

33,321 19.5 56.8 2.9 12.2 22.8 2.6

あて名の子ど
もの年齢

保護者の就労
状況

保護者の婚姻
状況

世帯年収

保護者の年齢

発達・障害に
関する診断

定期的な教
育・保育

全体

19.5

56.8

2.9

12.2

22.8

2.6

21.9

59.3

2.4

11.9

19.5

1.0

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

日常的に、祖父母等の親族に

預かってもらえる

緊急時もしくは用事の際には、

祖父母等の親族に預かってもらえる

日常的に、子どもを預けられる

友人・知人・近所の人がいる

緊急時もしくは用事の際には、子どもを

預けられる友人・知人・近所の人がいる

いずれもいない

無回答・無効回答 今回調査(n=33,321)

5年前調査（n=28,721)
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 日常の子育てを楽しく、安心して行うために重要だと思うサポート 

日常の子育てを楽しく、安心して行うために重要だと思うサポートは、「子どもを遊ばせる場や機会の提

供」が 69.0％と最も多く、「親のリフレッシュの場や機会の提供」が 59.4％、「子育てに対する周囲の理解

の促進」が 48.3％。 

属性別にみると、「発達・障害に関する診断有」の方で「子どもの病気や障害についての相談」が多い。 

【問 29】 次のサポートのうち、日常の子育てを楽しく、安心して行うために重要だと思うものはどれですか。 

（複数回答） 

図表 ３-１８３ 日常の子育てを楽しく、安心して行うために重要だと思うサポート 
 

 

 

図表 ３-１８４ 日常の子育てを楽しく、安心して行うために重要だと思うサポート（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。  

11.8 

69.0 

27.5 

28.7 

37.2 

29.1 

59.4 

23.2 

48.3 

23.7 

7.5 

3.4 

2.7 

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

子育てについての講座

子どもを遊ばせる場や機会の提供

子どもの発育や幼児教育のプログラムの提供

子どもの病気や障害についての相談

親の不安や悩みの相談

子育て中の親同士の仲間づくり

親のリフレッシュの場や機会の提供

父親向けの育児講座

子育てに対する周囲の理解の促進

行政による子育て情報の提供

その他

特にない

無回答・無効回答

全体(n=33,321)

n=
子育てについ
ての講座

子どもを遊ば
せる場や機会

の提供

子どもの発育
や幼児教育の
プログラムの

提供

子どもの病気
や障害につい
ての相談

親の不安や悩
みの相談

子育て中の親
同士の仲間づ

くり

親のリフレッ
シュの場や機
会の提供

父親向けの育
児講座

子育てに対
する周囲の
理解の促進

行政による
子育て情報
の提供

その他 特にない
無回答・
無効回答

0歳 5,793 17.2 73.3 32.2 30.3 40.9 33.9 64.1 28.5 52.4 28.7 8.3 2.2 2.3
1歳 5,341 11.6 73.0 28.2 26.7 35.7 28.6 62.2 23.4 49.1 24.8 8.3 2.6 3.1
2歳 5,412 9.7 69.4 25.8 24.7 35.1 27.6 61.7 21.7 47.9 21.6 7.8 3.0 2.7
3歳 5,648 10.1 67.6 26.2 29.7 36.6 28.0 58.1 21.9 47.9 22.0 7.5 3.2 2.8
4歳 5,388 11.1 66.1 27.1 29.4 36.8 27.9 56.7 22.2 47.0 22.9 6.5 4.1 2.7
5歳 5,514 10.6 64.6 25.5 31.1 37.7 28.4 53.4 21.3 45.3 21.9 6.6 5.1 2.6
25歳未満 238 5.0 60.1 12.2 13.0 30.7 21.8 51.3 23.1 38.2 21.4 5.9 15.1 4.6
25歳以上30歳未満 2,215 10.0 67.2 20.8 20.9 33.8 26.5 59.4 25.7 47.4 24.1 7.0 4.0 4.3
30歳以上35歳未満 7,843 12.0 70.7 27.9 26.3 36.8 29.5 62.3 25.1 50.4 24.7 7.8 2.9 2.8
35歳以上40歳未満 11,796 11.4 69.7 28.4 29.2 37.1 29.1 60.8 22.3 48.5 23.4 7.7 2.8 2.5
40歳以上45歳未満 8,042 12.0 67.6 27.9 30.9 38.7 29.6 57.8 22.8 48.1 23.4 7.1 3.6 2.2
45歳以上50歳未満 2,412 13.8 67.8 27.7 33.7 39.0 29.9 52.6 21.6 45.6 23.5 7.3 4.7 2.4
50歳以上 423 14.7 69.3 33.3 37.4 32.9 26.0 41.1 15.8 32.6 24.6 5.7 5.0 4.0
発達・障害に関する診断有 2,354 11.3 60.3 34.5 54.6 45.0 26.6 60.3 23.2 49.6 25.2 8.8 2.4 1.7
発達・障害に関する診断無 30,272 11.9 70.2 27.1 26.9 36.9 29.6 59.8 23.4 48.6 23.8 7.5 3.5 2.1
利用している 25,326 10.7 67.4 26.6 29.1 36.4 27.9 58.6 22.3 48.4 22.8 7.6 3.6 2.1
利用していない 7,573 15.8 76.7 31.4 28.5 41.2 34.5 64.0 26.9 49.6 27.7 7.4 2.6 1.3

33,321 11.8 69.0 27.5 28.7 37.2 29.1 59.4 23.2 48.3 23.7 7.5 3.4 2.7

保護者の年齢

発達・障害に
関する診断

定期的な教
育・保育

全体

あて名の子ど
もの年齢
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 妊娠中に子育てについて不安を感じたり自信が持てなくなること 

妊娠中に子育てについて不安を感じたり自信が持てなくなったことは、「時々あった」が 38.2％と最も

多く、「ほとんどなかった」が 23.5％、「よくあった」が 22.3％。 

属性別にみると、子どもの人数が少ない方、保護者の年齢が低い方で「よくあった」「時々あった」が多

い。 

【問 30】 妊娠中から現在までで、子育てについて、不安を感じたり自信が持てなくなることがありますか。 

（単一回答） 

図表 ３-１８５ 妊娠中に子育てについて、不安を感じたり自信が持てなくなること 
 

 
 

図表 ３-１８６ 妊娠中に子育てについて、不安を感じたり自信が持てなくなること（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。  

よくあった, 

22.3%

時々あった, 

38.2%

ほとんどなかった, 

23.5%

なかった, 12.4%

無回答・無効回答, 

3.7%

全体(n=33,321)

n= よくあった 時々あった
ほとんどな
かった

なかった
無回答・
無効回答

0歳 5,793 22.4 39.4 22.1 13.1 3.0
1歳 5,341 23.0 37.5 22.1 13.4 4.1
2歳 5,412 22.7 38.7 24.1 11.2 3.3
3歳 5,648 22.3 37.4 24.1 12.2 4.1
4歳 5,388 21.9 37.4 24.1 13.0 3.7
5歳 5,514 21.2 38.7 24.6 11.7 3.8
1人 13,488 27.1 37.4 21.7 10.3 3.5
2人 14,961 19.7 39.0 24.5 13.0 3.8
3人 3,992 16.4 37.8 25.8 16.4 3.7
4人以上 738 17.9 35.8 24.0 18.6 3.8
フルタイム×フルタイム 15,372 22.1 39.2 24.2 11.4 3.1
フルタイム×パート・アルバイト 7,399 23.1 37.3 23.5 12.8 3.3
フルタイム×無職 8,774 21.3 39.2 23.8 13.2 2.6
配偶者・パートナー有 31,952 22.0 38.4 23.7 12.3 3.5
配偶者・パートナー無 1,079 29.7 29.3 17.5 16.1 7.3
200万円未満 726 30.4 27.0 18.2 17.1 7.3
200～399万円 2,072 24.1 34.5 21.0 15.1 5.4
400～599万円 5,715 25.0 37.3 21.6 12.1 3.9
600～799万円 7,743 22.1 39.2 22.9 12.2 3.5
800～999万円 6,857 21.6 39.5 24.4 11.2 3.3
1000万円以上 9,501 19.9 39.0 25.3 12.5 3.3
25歳未満 238 34.9 29.4 16.0 14.3 5.5
25歳以上30歳未満 2,215 29.4 34.8 17.8 12.9 5.1
30歳以上35歳未満 7,843 25.5 38.8 21.3 11.1 3.3
35歳以上40歳未満 11,796 22.1 38.4 23.7 12.4 3.4
40歳以上45歳未満 8,042 18.5 38.8 26.2 13.2 3.3
45歳以上50歳未満 2,412 17.6 37.7 27.4 13.1 4.2
50歳以上 423 18.7 35.7 24.1 13.2 8.3
発達・障害に関する診断有 2,354 27.3 36.6 22.7 9.9 3.5
発達・障害に関する診断無 30,272 22.0 38.6 23.8 12.7 2.9
利用している 25,326 22.7 38.3 24.0 12.0 3.1
利用していない 7,573 21.6 39.2 22.8 14.3 2.1

33,321 22.3 38.2 23.5 12.4 3.7

保護者の年齢

発達・障害に
関する診断

定期的な教
育・保育

全体

あて名の子ど
もの年齢

子どもの人数

保護者の就労
状況

保護者の婚姻
状況

世帯年収
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図表 ３-１８７ 妊娠中に子育てについて、不安を感じたり自信が持てなくなること（5 年前との比較） 

 
 

 出産後、半年くらいの間に子育てについて不安を感じたり自信が持てなくなる

こと 

出産後、半年くらいの間に子育てについて不安を感じたり自信が持てなくなったことは、「よくあった」が

36.5％と最も多く、「時々あった」が 35.8％、「ほとんどなかった」が 15.7％。 

属性別にみると、子どもの人数が少ない方、「配偶者・パートナー有」の方、世帯年収が高い方、保護者の

年齢が 30 歳以上 35 歳未満の方で、「よくあった」「時々あった」が多い傾向にある。 

【問 30】 妊娠中から現在までで、子育てについて、不安を感じたり自信が持てなくなることがありますか。 

（単一回答） 

図表 ３-１８８ 出産後、半年くらいの間に子育てについて、不安を感じたり自信が持てなくなること 
 

 
  

22.3

19.5

38.2

38.6

23.5

26.4

12.4

13.1

3.7

2.5

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

今回調査(n=33,321)

5年前調査（n=28,721)

よくあった 時々あった ほとんどなかった

なかった 無回答・無効回答

よくあった, 

36.5%

時々あった, 

35.8%

ほとんどなかった, 

15.7%

なかった, 8.5%

無回答・無効回答, 

3.6%

全体(n=33,321)
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図表 ３-１８９ 出産後、半年くらいの間に子育てについて、不安を感じたり自信が持てなくなること 

（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。 

 

図表 ３-１９０ 出産後、半年くらいの間に子育てについて、不安を感じたり自信が持てなくなること 

（5 年前との比較） 

  

n= よくあった 時々あった
ほとんどな
かった

なかった
無回答・
無効回答

0歳 5,793 32.4 37.9 16.5 10.2 3.1
1歳 5,341 35.4 35.7 15.8 9.1 3.9
2歳 5,412 37.3 36.5 15.4 7.3 3.4
3歳 5,648 37.6 35.1 15.4 8.0 3.9
4歳 5,388 37.4 35.3 15.3 8.4 3.7
5歳 5,514 38.9 34.1 15.5 7.8 3.7
1人 13,488 44.8 33.9 11.8 6.0 3.5
2人 14,961 32.9 37.2 17.3 8.9 3.7
3人 3,992 24.3 37.2 21.4 13.5 3.7
4人以上 738 22.1 32.7 23.2 18.2 3.9
フルタイム×フルタイム 15,372 37.1 36.5 15.6 7.7 3.1
フルタイム×パート・アルバイト 7,399 37.3 34.7 15.7 9.0 3.3
フルタイム×無職 8,774 35.4 36.8 16.4 8.8 2.5
配偶者・パートナー有 31,952 36.4 36.0 15.7 8.4 3.5
配偶者・パートナー無 1,079 37.3 29.7 13.8 11.7 7.5
200万円未満 726 36.6 28.8 13.4 13.4 7.9
200～399万円 2,072 33.4 34.1 16.1 11.4 5.0
400～599万円 5,715 37.0 35.2 15.1 8.8 4.0
600～799万円 7,743 36.6 35.8 15.9 8.3 3.3
800～999万円 6,857 37.9 36.1 15.7 7.2 3.2
1000万円以上 9,501 35.6 36.8 16.0 8.2 3.4
25歳未満 238 31.5 32.8 16.4 13.9 5.5
25歳以上30歳未満 2,215 38.7 33.0 13.4 9.7 5.2
30歳以上35歳未満 7,843 39.6 36.1 13.4 7.5 3.4
35歳以上40歳未満 11,796 37.2 35.5 15.7 8.2 3.4
40歳以上45歳未満 8,042 34.1 36.5 17.3 8.9 3.2
45歳以上50歳未満 2,412 31.1 36.6 19.4 8.9 4.0
50歳以上 423 25.1 36.6 19.4 10.9 8.0
発達・障害に関する診断有 2,354 48.1 28.8 13.1 6.6 3.4
発達・障害に関する診断無 30,272 35.9 36.6 16.0 8.6 2.9
利用している 25,326 38.1 35.6 15.3 7.9 3.1
利用していない 7,573 32.3 37.7 17.3 10.8 2.0

33,321 36.5 35.8 15.7 8.5 3.6

あて名の子ど
もの年齢

定期的な教
育・保育

全体

子どもの人数

保護者の就労
状況

保護者の婚姻
状況

世帯年収

保護者の年齢

発達・障害に
関する診断

36.5

38.6

35.8

37.5

15.7

14.3

8.5

7.2

3.6

2.4

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

今回調査(n=33,321)

5年前調査（n=28,721)

よくあった 時々あった ほとんどなかった

なかった 無回答・無効回答
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 現在に子育てについて不安を感じたり自信が持てなくなること 

現在に子育てについて不安を感じたり自信が持てなくなることは、「時々あった」が 43.6％と最も多く、

「ほとんどなかった」が 26.1％、「よくあった」が 14.7％。 

属性別にみると、子どもの年齢が高い方、子どもの人数が少ない方、「発達・障害に関する診断有」の方で

「よくあった」「時々あった」が多い傾向にある。 

【問 30】 妊娠中から現在までで、子育てについて、不安を感じたり自信が持てなくなることがありますか。 

（単一回答） 

図表 ３-１９１ 現在に子育てについて、不安を感じたり自信が持てなくなること 
 

 
 

図表 ３-１９２ 現在に子育てについて、不安を感じたり自信が持てなくなること（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。  

よくあった, 

14.7%

時々あった, 

43.6%

ほとんどなかった, 

26.1%

なかった, 12.1%

無回答・無効回答, 

3.6%

全体(n=33,321)

n= よくあった 時々あった
ほとんどな
かった

なかった
無回答・
無効回答

0歳 5,793 11.7 42.6 28.2 14.4 3.0
1歳 5,341 13.5 43.1 26.0 13.6 3.9
2歳 5,412 15.1 44.0 25.9 11.7 3.3
3歳 5,648 15.8 44.4 24.9 10.9 3.9
4歳 5,388 16.7 43.5 25.2 11.0 3.6
5歳 5,514 15.7 44.1 26.1 10.5 3.6
1人 13,488 16.2 45.3 25.1 10.0 3.4
2人 14,961 14.3 43.7 26.3 12.0 3.7
3人 3,992 11.6 38.9 28.7 17.2 3.6
4人以上 738 13.1 35.5 25.6 22.0 3.8
フルタイム×フルタイム 15,372 13.3 44.2 28.2 11.2 3.0
フルタイム×パート・アルバイト 7,399 15.4 44.4 24.2 12.6 3.3
フルタイム×無職 8,774 15.9 44.1 25.1 12.4 2.5
配偶者・パートナー有 31,952 14.5 43.9 26.3 11.9 3.5
配偶者・パートナー無 1,079 20.8 36.0 21.0 15.5 6.8
200万円未満 726 19.7 35.5 20.0 17.8 7.0
200～399万円 2,072 17.2 38.3 22.8 16.9 4.7
400～599万円 5,715 16.7 42.7 24.6 12.1 3.9
600～799万円 7,743 14.0 45.2 25.4 12.0 3.4
800～999万円 6,857 14.5 44.6 27.3 10.4 3.2
1000万円以上 9,501 13.2 44.2 27.9 11.5 3.3
25歳未満 238 14.3 35.7 21.8 23.1 5.0
25歳以上30歳未満 2,215 13.0 39.1 26.4 16.5 5.1
30歳以上35歳未満 7,843 14.7 43.7 26.0 12.2 3.5
35歳以上40歳未満 11,796 15.2 44.1 26.2 11.3 3.3
40歳以上45歳未満 8,042 14.6 44.4 25.9 11.9 3.2
45歳以上50歳未満 2,412 15.2 43.7 27.4 10.0 3.7
50歳以上 423 13.0 40.7 24.8 13.0 8.5
発達・障害に関する診断有 2,354 34.9 42.5 13.2 6.4 3.0
発達・障害に関する診断無 30,272 13.2 44.0 27.3 12.6 2.9
利用している 25,326 15.3 44.3 26.1 11.2 3.0
利用していない 7,573 13.0 42.7 26.8 15.3 2.1

33,321 14.7 43.6 26.1 12.1 3.6

あて名の子ど
もの年齢

子どもの人数

保護者の就労
状況

保護者の婚姻
状況

世帯年収

保護者の年齢

発達・障害に
関する診断

定期的な教
育・保育

全体
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図表 ３-１９３ 現在に子育てについて、不安を感じたり自信が持てなくなること（5 年前との比較） 

 

 

  

14.7

13.7

43.6

46.3

26.1

27.0

12.1

10.4

3.6

2.5

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

今回調査(n=33,321)

5年前調査（n=28,721)

よくあった 時々あった ほとんどなかった

なかった 無回答・無効回答
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 子育てをしていて感じている困りごと 

子育てをしていて感じている困りごとは、「子どものしかり方・しつけ」が 56.0％と最も多く、「仕事との

両立」が 45.7％、「子どもの教育」が 39.2％。 

属性別にみると、子どもの年齢が高い方、子どもの人数が多い方で「子どものネットやゲームとの付き合

い方」が多い傾向にある。子どもの人数が多い方、「配偶者・パートナー無」の方、世帯年収が低い方、保護者

の年齢が低い方で「経済的な負担」が多い傾向にある。就労状況が「フルタイム×フルタイム」の方、「配偶者・

パートナー無」の方で「仕事との両立」が多い。保護者の年齢が 50 歳以上の方で「子どもの健康」が多く、

「発達・障害に関する診断有」の方で「子どもの発達・発育」が多い。 

【問 31】 現在、子育てをしていて感じている困りごとは何ですか。（複数回答） 

図表 ３-１９４ 子育てをしていて感じている困りごと 
 

 
  

34.9 

33.9 

28.5 

31.8 

21.3 

16.1 

29.1 

56.0 

39.2 

36.5 

26.9 

38.1 

8.0 

6.3 

45.7 

2.5 

10.5 

2.7 

4.6 

2.7 

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

子どもの食事（アレルギーや偏食、卒乳など）

子どもとの過ごし方・遊び方

子どもの健康

子どもの発達・発育

夫婦での子育ての分担

夫婦での子育ての考え方の違い

家事の負担

子どものしかり方・しつけ

子どもの教育

子どものネットやゲームとの付き合い方

子育ての心理的・身体的な負担

経済的な負担

自分自身の病気や障害

家族の病気や障害

仕事との両立

介護との両立

子育てに対する周囲の理解の不足

その他

特にない

無回答・無効回答

全体(n=33,321)
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図表 ３-１９５ 子育てをしていて感じている困りごと（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。 

  

n=

子どもの
食事（ア
レルギー
や偏食、
卒乳な
ど）

子どもと
の過ごし
方・遊び

方

子どもの
健康

子どもの
発達・発

育

夫婦での
子育ての
分担

夫婦での
子育ての
考え方の
違い

家事の負
担

子どもの
しかり
方・しつ

け

子どもの
教育

子どもの
ネットや
ゲームと
の付き合
い方

子育ての
心理的・
身体的な
負担

経済的な
負担

自分自身
の病気や
障害

家族の病
気や障害

仕事との
両立

介護との
両立

子育てに
対する周
囲の理解
の不足

その他 特にない
無回答・
無効回答

0歳 5,793 43.2 39.7 30.6 31.7 24.6 14.9 32.3 43.2 31.2 20.9 27.2 42.2 6.7 5.6 48.6 1.7 10.9 3.5 5.6 2.4
1歳 5,341 39.9 35.2 29.5 30.4 21.9 14.4 30.7 56.7 35.7 29.9 26.9 40.0 6.7 5.1 47.4 1.7 11.2 3.1 4.3 3.1
2歳 5,412 38.2 35.8 26.9 30.2 22.1 16.1 29.8 61.3 38.2 34.9 28.1 38.2 7.7 6.0 46.4 2.1 10.7 2.4 4.2 2.6
3歳 5,648 33.3 32.0 27.8 32.0 20.9 16.7 26.9 60.5 40.9 40.6 28.1 35.8 9.0 6.3 44.8 2.6 10.6 2.3 4.5 2.8
4歳 5,388 28.1 31.3 27.9 33.7 19.4 17.3 27.4 58.1 43.1 44.3 26.0 35.6 9.2 7.3 44.3 3.1 11.0 2.4 4.2 2.7
5歳 5,514 26.4 29.8 28.3 32.9 19.0 17.1 27.3 57.0 46.9 49.1 25.3 37.0 8.5 7.3 42.7 3.6 8.8 2.3 4.5 2.6
1人 13,488 40.4 39.2 30.4 34.5 22.2 15.8 27.7 52.9 39.0 28.5 27.7 37.8 9.0 6.0 47.5 2.6 10.5 2.9 4.2 2.6
2人 14,961 32.7 32.4 28.2 31.0 21.1 16.5 29.8 60.2 40.4 40.5 27.4 36.3 7.3 6.3 45.7 2.2 10.4 2.6 4.5 2.8
3人 3,992 26.9 24.8 24.5 27.3 20.1 15.6 30.8 52.9 36.5 47.2 23.5 43.4 6.7 6.9 41.3 2.9 10.6 2.5 5.8 2.7
4人以上 738 21.4 20.3 23.8 24.1 16.7 15.9 30.9 45.8 35.6 44.3 22.4 52.7 8.3 6.9 37.4 3.3 13.4 3.4 7.7 3.0
フルタイム×フルタイム 15,372 35.7 35.4 29.4 31.3 25.6 17.1 35.4 56.4 40.7 35.9 27.0 36.0 6.6 5.7 62.8 2.5 11.7 2.9 3.4 2.3
フルタイム×パート・アルバイト 7,399 31.6 31.3 28.8 31.8 22.3 17.7 30.1 56.7 39.8 41.2 26.3 44.2 7.9 6.8 46.9 2.6 9.7 2.4 4.5 2.3
フルタイム×無職 8,774 38.1 35.3 27.5 33.5 16.1 15.0 19.7 56.3 37.6 35.2 27.7 34.9 9.7 6.6 15.3 2.3 9.3 2.6 6.2 1.8
配偶者・パートナー有 31,952 35.2 34.2 28.6 31.9 22.0 16.6 29.5 56.1 39.3 36.7 26.9 37.5 7.7 6.3 45.4 2.5 10.5 2.7 4.5 2.7
配偶者・パートナー無 1,079 25.8 28.8 25.4 29.6 1.6 2.2 16.6 54.7 37.4 32.0 29.1 58.9 14.0 5.7 56.3 2.7 12.6 2.9 6.3 4.1
200万円未満 726 28.0 27.1 27.3 29.8 7.2 7.3 17.8 47.2 31.8 26.7 24.9 57.3 12.7 8.3 42.8 2.8 12.4 2.1 8.1 5.4
200～399万円 2,072 34.2 31.3 29.4 31.6 16.6 16.4 23.2 52.3 33.7 31.6 24.7 56.4 11.1 7.1 37.8 2.6 11.1 2.6 6.8 3.6
400～599万円 5,715 35.9 33.5 30.7 32.7 20.2 16.6 26.4 55.8 35.9 35.7 25.9 53.5 9.1 8.0 39.0 2.5 10.4 2.3 4.7 2.6
600～799万円 7,743 36.4 34.3 29.1 32.7 21.0 16.2 29.0 56.2 38.5 35.9 27.0 43.0 8.1 6.7 42.9 2.2 10.4 2.5 4.7 2.7
800～999万円 6,857 35.2 35.6 28.1 31.6 22.1 16.4 30.7 58.0 40.9 38.7 28.3 34.7 7.2 5.7 49.4 2.1 10.2 2.8 4.0 2.5
1000万円以上 9,501 33.8 34.3 27.0 31.2 23.9 16.3 32.2 56.3 43.0 37.9 27.5 22.7 6.6 5.1 52.2 2.9 10.9 3.0 3.9 2.5
25歳未満 238 29.8 32.4 23.1 24.4 15.1 14.7 16.8 48.3 26.1 20.6 21.0 44.5 6.7 2.1 33.6 0.8 8.4 1.7 13.4 5.5
25歳以上30歳未満 2,215 35.7 32.1 25.2 27.0 17.4 14.3 23.1 46.1 29.2 22.8 23.0 49.3 6.3 3.4 42.8 0.7 10.1 1.7 7.1 4.5
30歳以上35歳未満 7,843 37.7 37.7 28.8 31.0 22.1 15.0 28.9 55.4 37.6 29.6 27.7 41.8 6.5 4.7 48.1 1.0 11.3 2.7 4.6 2.9
35歳以上40歳未満 11,796 34.5 34.5 29.3 32.7 21.7 16.3 30.0 57.8 40.5 37.9 28.1 38.0 8.0 6.4 47.0 2.0 10.7 3.0 4.2 2.4
40歳以上45歳未満 8,042 33.2 31.7 27.6 32.1 22.1 16.9 30.5 56.9 41.5 42.8 27.3 33.7 8.8 7.5 44.9 3.6 10.0 2.6 4.2 2.2
45歳以上50歳未満 2,412 32.6 29.8 28.5 33.6 20.1 18.2 29.1 56.1 41.3 45.5 23.6 31.5 10.5 8.7 40.2 6.0 10.4 2.7 4.6 2.5
50歳以上 423 37.6 31.2 38.8 36.2 17.3 16.5 22.0 55.8 43.3 40.0 19.1 35.5 11.8 11.6 36.6 8.7 7.3 1.4 3.3 3.8
発達・障害に関する診断有 2,354 39.1 36.1 31.8 78.0 20.8 20.6 27.4 54.2 42.6 36.8 35.8 41.0 13.1 14.4 40.7 4.2 16.9 3.9 1.2 2.0
発達・障害に関する診断無 30,272 34.9 34.1 28.5 28.5 21.5 15.8 29.4 56.6 39.3 36.8 26.5 38.2 7.6 5.7 46.4 2.3 10.1 2.6 4.9 2.0
利用している 25,326 32.7 32.6 29.2 32.1 21.8 16.8 30.3 58.8 41.7 40.4 27.3 38.2 8.5 6.7 49.8 2.7 10.7 2.5 4.1 2.1
利用していない 7,573 43.4 39.7 27.3 32.1 20.7 14.3 26.0 48.8 32.5 24.8 26.8 39.3 6.5 5.2 33.8 1.7 10.4 3.5 6.4 1.4

33,321 34.9 33.9 28.5 31.8 21.3 16.1 29.1 56.0 39.2 36.5 26.9 38.1 8.0 6.3 45.7 2.5 10.5 2.7 4.6 2.7

あて名の子ど
もの年齢

子どもの人数

保護者の就労
状況

保護者の婚姻
状況

世帯年収

保護者の年齢

発達・障害に
関する診断

定期的な教
育・保育

全体
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 子育てに関する困りごとの相談  

子育てに関する困りごとの相談経験は、「ある」が 54.8％、「ない」が 37.1％。 

子育てに関する困りごとの相談先は、「配偶者・パートナー」が 80.9％と最も多く、「親やきょうだいなど

の親族」が 66.8％、「友人や知人」が 56.5％。 

相談したことがない理由は、「相談するほどのことでもないと思うから」が 62.6％と最も多く、「自分が

忙しい」が 26.5％、「適切な相談先がない」が 17.9％。 

属性別にみると、「配偶者・パートナー有」の方、世帯年収が「400 万円以上」の方、「発達・障害に関する

診断有」の方で相談経験は「ある」が多い傾向にある。また、「50歳以上」を除き、保護者の年齢が「30歳以

上」の方でも相談経験が「ある」が多い。 

【問 31_1】 問 31 で感じている子育てに関する困りごとについて、相談したことはありますか。（単一回答） 

※現在、子育てをしていて感じている困りごとがある方のみ回答 

図表 ３-１９６ 子育てに関する困りごとの相談経験 
 

 

【問31_2】 相談したことがある方は、どこ（誰）に相談しましたか。（電話でも来所でもどちらでも可）（複数回答） 

※子育てに関する困りごとについて、相談したことがある方のみ回答 

図表 ３-１９７ 子育てに関する困りごとの相談先 

  

ある, 54.8%

ない, 37.1%

無回答・無効回答, 

8.1%

全体(n=33,321)

80.9 

66.8 

56.5 

6.2 

6.4 

10.6 

31.4 

3.3 

0.4 

13.9 

0.7 

1.1 

1.0 

15.2 

11.2 

0.5 

3.9 

0.2 

0.2 

4.2 

0.9 

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

配偶者・パートナー

親やきょうだいなどの親族

友人や知人

近所の人

地域子育て支援拠点の横浜子育てパートナー

地域子育て支援拠点・親と子のつどいの広場等の

スタッフ・子育て支援者

子どもが通う幼稚園、保育所等の先生

地域の幼稚園、保育所等（子育て相談）

民生委員・児童委員・主任児童委員

区役所の子育て相談

電話児童相談室

児童家庭支援センター

児童相談所

かかりつけの医師

地域療育センター

障害児相談支援事業所

児童発達支援

医療的ケア児・者等コーディネーター

地域活動ホーム・基幹相談支援センター

その他

無回答・無効回答

全体(n=18,254)
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【問 31_3】 相談したことがない方は、その理由は何ですか。（複数回答） 

※子育てに関する困りごとについて、相談したことがない方のみ回答 

図表 ３-１９８ 相談したことがない理由 
 

 
 

図表 ３-１９９ 子育てに関する困りごとの相談経験（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。 

  

62.6 

4.5 

6.8 

26.5 

2.6 

17.9 

3.5 

17.4 

7.4 

1.9 

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

相談するほどのことでもないと思うから

相談することが恥ずかしい

（施設や機関など）相談の時間が合わない

自分が忙しい

相談場所が遠い

適切な相談先がない

相談したことの秘密が守られるか不安

相談先自体を知らない

その他

無回答・無効回答

全体(n=12,361)

n= ある ない
無回答・
無効回答

配偶者・パートナー有 31,952 55.0 37.0 8.0
配偶者・パートナー無 1,079 47.0 41.8 11.2
200万円未満 726 47.4 38.0 14.6
200～399万円 2,072 49.6 39.2 11.2
400～599万円 5,715 55.0 36.7 8.3
600～799万円 7,743 55.4 36.3 8.3
800～999万円 6,857 55.3 37.5 7.1
1000万円以上 9,501 55.5 37.3 7.2
25歳未満 238 47.5 33.6 18.9
25歳以上30歳未満 2,215 49.3 38.6 12.1
30歳以上35歳未満 7,843 56.0 35.9 8.1
35歳以上40歳未満 11,796 55.8 36.8 7.4
40歳以上45歳未満 8,042 54.6 37.9 7.5
45歳以上50歳未満 2,412 55.2 37.2 7.6
50歳以上 423 42.3 48.2 9.5
発達・障害に関する診断有 2,354 76.4 19.0 4.6
発達・障害に関する診断無 30,272 53.6 38.8 7.7
利用している 25,326 55.1 37.9 7.0
利用していない 7,573 55.9 35.6 8.5

33,321 54.8 37.1 8.1

保護者の婚姻
状況

世帯年収

保護者の年齢

発達・障害に
関する診断

定期的な教
育・保育

全体
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図表 ３-２００ 相談したことがない理由（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。 

  

n=
相談するほど
のことでもな
いと思うから

相談すること
が恥ずかしい

（施設や機関
など）相談の
時間が合わな

い

自分が忙しい
相談場所が遠

い
適切な相談先

がない

相談したこと
の秘密が守ら
れるか不安

相談先自体を
知らない

その他
無回答・
無効回答

配偶者・パートナー有 11,814 63.2 4.4 6.7 26.3 2.6 17.7 3.4 17.5 7.3 1.9
配偶者・パートナー無 451 50.1 5.1 7.5 35.3 1.1 20.0 4.7 16.2 9.8 1.1
200万円未満 276 49.6 4.7 8.0 28.3 2.9 22.1 6.5 14.9 9.1 2.2
200～399万円 812 51.6 7.6 6.5 24.0 2.8 16.5 4.3 17.6 8.9 3.3
400～599万円 2,095 62.7 5.9 6.2 22.2 3.5 17.6 3.8 17.0 7.4 2.3
600～799万円 2,809 64.5 4.9 6.4 25.2 2.5 16.9 3.7 17.6 6.6 1.6
800～999万円 2,574 64.4 3.4 7.0 27.2 2.3 18.1 3.1 18.3 7.2 1.5
1000万円以上 3,544 63.8 3.4 7.2 30.5 2.2 18.5 2.7 17.2 7.5 1.8
25歳未満 80 62.5 12.5 6.3 18.8 5.0 7.5 6.3 12.5 6.3 1.3
25歳以上30歳未満 854 59.5 5.3 5.7 19.9 3.2 15.5 3.2 15.0 7.1 2.6
30歳以上35歳未満 2,815 65.4 4.5 7.1 25.0 3.2 17.9 2.9 17.2 6.6 1.8
35歳以上40歳未満 4,342 62.8 4.4 6.8 27.8 2.5 18.1 3.8 16.9 7.8 2.0
40歳以上45歳未満 3,045 61.4 4.1 6.5 28.3 2.3 17.8 3.4 18.2 8.0 1.8
45歳以上50歳未満 897 61.8 4.8 7.0 27.5 1.3 18.7 3.7 21.0 6.9 2.0
50歳以上 204 57.4 2.0 8.8 22.1 2.5 22.1 3.9 19.6 4.9 1.0
発達・障害に関する診断有 447 47.9 6.9 8.9 27.3 2.5 24.2 6.5 20.6 11.2 1.1
発達・障害に関する診断無 11,743 63.3 4.3 6.7 26.5 2.6 17.5 3.4 17.3 7.2 2.0
利用している 9,607 61.7 4.3 7.5 30.5 2.2 18.1 3.5 17.3 7.2 2.0
利用していない 2,697 65.8 5.1 4.3 12.5 4.1 16.9 3.2 17.9 8.1 1.8

12,361 62.6 4.5 6.8 26.5 2.6 17.9 3.5 17.4 7.4 1.9

保護者の年齢

発達・障害に
関する診断

定期的な教
育・保育

全体

保護者の婚姻
状況

世帯年収
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 どのような相談先があれば相談しやすいか 

どのような相談先があれば相談しやすいかについて、「インターネットや SNS、メールでの相談」が

37.2％と最も多く、「同じ悩みをもった子育て中の当事者同士の相談」が 33.8％、「子育てに関する情報

の取得や相談ができるスマートフォンのアプリ」が 32.8％。 

属性別にみると、「発達・障害に関する診断有」の方で「区役所や市役所において、子育ての専門職（保健

師や助産師等）があらゆる困りごとに応じ、相談から支援までを一体的に行う窓口」が多く、定期的な教育・

保育を「利用していない」方で「地域子育て支援拠点など地域の人が集える身近な場所での気軽な相談」が

多い。 

【問32】 子育てに関する困りごとに具体的に対応するために、どのような相談先があれば相談しやすいですか。 

（複数回答） 

図表 ３-２０１ どのような相談先があれば相談しやすいか 

 

図表 ３-２０２ どのような相談先があれば相談しやすいか（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。  

27.9 

29.3 

15.0 

10.8 

33.8 

21.2 

37.2 

32.8 

4.4 

8.2 

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

地域子育て支援拠点など地域の人が集える

身近な場所での気軽な相談

区役所や市役所において、子育ての専門職

（保健師や助産師等）があらゆる困りごとに応じ、

相談から支援までを一体的に行う窓口

区役所や市役所の子育ての専門職

（保健師や助産師等）が家庭に訪問して行う相談

地域の子育て経験者による相談

同じ悩みをもった子育て中の当事者同士の相談

土日や夜間も対応できる子育ての専門職

（保健師や助産師等）による相談

インターネットやSNS、メールでの相談

子育てに関する情報の取得や相談ができる

スマートフォンのアプリ

その他

無回答・無効回答

全体(n=33,321)

n=

地域子育て支
援拠点など地
域の人が集え
る身近な場所
での気軽な相

談

区役所や市役
所において、
子育ての専門
職（保健師や
助産師等）が
あらゆる困り
ごとに応じ、
相談から支援
までを一体的
に行う窓口

区役所や市役
所の子育ての
専門職（保健
師や助産師
等）が家庭に
訪問して行う

相談

地域の子育て
経験者による

相談

同じ悩みを
もった子育て
中の当事者同
士の相談

土日や夜間も
対応できる子
育ての専門職
（保健師や助
産師等）によ

る相談

インターネッ
トやSNS、
メールでの相

談

子育てに関す
る情報の取得
や相談ができ
るスマート
フォンのアプ

リ

その他
無回答・
無効回答

配偶者・パートナー有 31,952 28.3 29.3 15.1 11.0 34.2 21.1 37.3 32.9 4.3 8.1
配偶者・パートナー無 1,079 16.6 29.7 12.9 6.9 24.7 24.2 36.8 30.6 5.5 12.4
200万円未満 726 17.6 32.4 15.2 10.6 26.0 22.6 39.8 31.5 4.4 12.4
200～399万円 2,072 24.7 28.9 14.3 9.5 29.9 19.7 37.2 33.3 4.5 10.8
400～599万円 5,715 30.2 29.7 15.0 11.0 34.7 19.8 39.2 34.3 4.0 7.4
600～799万円 7,743 29.7 29.5 15.0 11.5 35.4 20.6 37.6 34.1 4.1 8.0
800～999万円 6,857 28.9 28.8 15.3 11.2 35.2 21.7 37.5 32.3 4.3 7.3
1000万円以上 9,501 26.0 29.0 15.0 10.2 32.8 22.4 35.6 31.4 4.9 8.3
25歳未満 238 20.2 18.9 9.7 5.5 25.2 18.9 47.1 34.9 4.6 9.7
25歳以上30歳未満 2,215 23.2 24.8 14.8 7.9 30.6 20.9 44.7 34.9 2.5 10.0
30歳以上35歳未満 7,843 28.7 28.1 16.3 10.6 34.6 21.3 40.8 35.0 3.5 7.9
35歳以上40歳未満 11,796 28.0 29.7 15.4 10.8 34.5 21.2 37.2 32.9 4.7 8.2
40歳以上45歳未満 8,042 28.2 29.9 14.2 11.6 34.5 21.3 33.2 31.1 5.0 7.9
45歳以上50歳未満 2,412 28.6 32.9 13.3 12.5 32.7 20.4 33.3 30.5 4.7 8.0
50歳以上 423 31.4 36.9 11.8 11.3 23.4 23.6 30.5 26.0 6.1 7.1
発達・障害に関する診断有 2,354 26.9 43.3 17.9 11.3 42.7 23.4 32.6 27.9 5.6 5.4
発達・障害に関する診断無 30,272 28.2 28.4 15.0 10.9 33.5 21.2 38.0 33.5 4.3 7.7
利用している 25,326 25.0 28.4 13.8 10.4 33.6 21.6 36.9 32.4 4.8 8.1
利用していない 7,573 38.9 33.1 19.7 12.6 35.9 20.5 39.8 35.3 3.3 5.5

33,321 27.9 29.3 15.0 10.8 33.8 21.2 37.2 32.8 4.4 8.2

定期的な教
育・保育

全体

保護者の婚姻
状況

世帯年収

保護者の年齢

発達・障害に
関する診断
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 発育や健康状態、授乳・食事などに関するオンライン相談の利用意向  

発育や健康状態、授乳・食事などに関するオンライン相談の利用意向は、「無料ならぜひ利用したい」が

63.8％と最も多く、「利用したいと思わない」が 23.4％、「有料（例えば１回数百円程度）でもぜひ利用した

い」が 9.1％。 

属性別にみると、子どもの年齢が低い方で「有料（例えば１回数百円程度）でもぜひ利用したい」または

「無料ならぜひ利用したい」と回答した方が多い。 

【問 33】 子どもの発育や健康状態、授乳・食事などについて不安・疑問がある場合に、平日夜間・休日に対応

した専門職による「web フォームでの相談」「チャットでのオンライン相談」などのサービスがあれ

ば、利用したいと思いますか。（単一回答） 

図表 ３-２０３ 発育や健康状態、授乳・食事などに関するオンライン相談の利用意向 
 

 
 

図表 ３-２０４ 発育や健康状態、授乳・食事などに関するオンライン相談の利用意向（属性別クロス集計） 

  
  

有料（例えば１回数

百円程度）でもぜひ

利用したい, 9.1%

無料ならぜひ利用

したい, 63.8%

利用したいと思わ

ない, 23.4%

無回答・無効回答, 

3.7%

全体(n=33,321)

n=

有料（例えば
１回数百円程
度）でもぜひ
利用したい

無料ならぜひ
利用したい

利用したいと
思わない

無回答・
無効回答

0歳 5,793 9.0 71.4 16.2 3.4
1歳 5,341 9.6 65.5 21.2 3.7
2歳 5,412 8.7 64.0 23.7 3.7
3歳 5,648 9.4 61.1 25.4 4.0
4歳 5,388 8.7 60.8 26.8 3.7
5歳 5,514 8.8 59.9 27.6 3.6
フルタイム×フルタイム 15,372 10.9 64.1 21.8 3.2
フルタイム×パート・アルバイト 7,399 7.4 64.0 25.1 3.5
フルタイム×無職 8,774 7.7 65.2 24.4 2.7

33,321 9.1 63.8 23.4 3.7

あて名の子ど
もの年齢

保護者の就労
状況

全体
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 子育てに関する情報の入手手段  

子育てに関する情報の入手手段について、第１子の妊娠中は「知人・友人」が 46.6％と最も多く、「両親

教室、母親教室」が 37.2％、「市や区が発行するパンフレットやチラシ等」が 27.4％。 

現在は、「知人・友人」が 47.9％と最も多く、「民間企業等のウェブサイト」が 16.5％、「市役所・区役所の

広報紙「広報よこはま」が 14.3％。 

【問 34】 第１子のお子さんの妊娠中と現在、それぞれの時期によく利用していた（利用している）子育てに関

する情報の入手手段をお答えください。（複数回答） 

図表 ３-２０５ 第１子の妊娠中の子育てに関する情報の入手手段 
 

  

19.2 

12.0 

27.4 

12.0 

16.3 

16.3 

17.0 

15.6 

46.6 

37.2 

18.2 

16.9 

14.7 

15.4 

4.7 

5.2 

4.2 

7.6 

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

市役所や区役所の窓口・電話

市役所・区役所の広報紙「広報よこはま」

市や区が発行するパンフレットやチラシ等

市役所や区役所のホームページ

子育て支援に取り組む団体等が発行する

子育て情報誌、パンフレット、チラシ等

民間企業等が発行する子育て雑誌、

パンフレット、チラシ等

民間企業等のウェブサイト

民間企業等が配信しているアプリ

知人・友人

両親教室、母親教室

こんにちは赤ちゃん訪問員

育児教室（赤ちゃん教室）など

地域子育て支援拠点

地域子育て支援拠点以外の

地域子育て支援の場や施設

その他

特に情報収集を

していなかった（していない）

覚えていない

無回答・無効回答

全体(n=33,321)
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図表 ３-２０６ 現在の子育てに関する情報の入手手段 
 

 
 

図表 ３-２０７ 第１子の妊娠中の子育てに関する情報の入手手段（属性別クロス集計） 

 
 

図表 ３-２０８ 現在の子育てに関する情報の入手手段（属性別クロス集計） 

  

8.8 

14.3 

12.2 

10.2 

10.7 

9.2 

16.5 

11.5 

47.9 

3.2 

5.5 

4.4 

10.5 

12.4 

4.9 

10.0 

17.9 

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

市役所や区役所の窓口・電話

市役所・区役所の広報紙「広報よこはま」

市や区が発行するパンフレットやチラシ等

市役所や区役所のホームページ

子育て支援に取り組む団体等が発行する

子育て情報誌、パンフレット、チラシ等

民間企業等が発行する子育て雑誌、

パンフレット、チラシ等

民間企業等のウェブサイト

民間企業等が配信しているアプリ

知人・友人

両親教室、母親教室

こんにちは赤ちゃん訪問員

育児教室（赤ちゃん教室）など

地域子育て支援拠点

地域子育て支援拠点以外の

地域子育て支援の場や施設

その他

特に情報収集を

していなかった（していない）

無回答・無効回答

全体(n=33,321)

n=

市役所や
区役所の
窓口・電

話

市役所・
区役所の
広報紙
「広報よ
こはま」

市や区が
発行する
パンフ
レットや
チラシ等

市役所や
区役所の
ホーム
ページ

子育て支
援に取り
組む団体
等が発行
する子育
て情報
誌、パン
フレッ
ト、チラ
シ等

民間企業
等が発行
する子育
て雑誌、
パンフ
レット、
チラシ等

民間企業
等のウェ
ブサイト

民間企業
等が配信
している
アプリ

知人・友
人

両親教
室、母親
教室

こんにち
は赤ちゃ
ん訪問員

育児教室
（赤ちゃ
ん教室）
など

地域子育
て支援拠

点

地域子育
て支援拠
点以外の
地域子育
て支援の
場や施設

その他

特に情報
収集をし
ていな
かった
（してい
ない）

覚えてい
ない

無回答・
無効回答

25歳未満 238 14.3 1.7 10.5 8.0 8.0 5.9 8.0 8.8 39.5 12.2 12.2 4.2 6.3 4.2 8.8 12.6 10.1 13.4
25歳以上30歳未満 2,215 15.2 3.8 16.7 10.6 8.0 9.3 14.8 16.2 42.3 25.5 14.3 7.7 6.5 5.7 6.3 7.7 5.7 10.6
30歳以上35歳未満 7,843 19.7 7.6 23.8 13.1 13.0 14.6 17.4 18.8 47.3 33.7 16.1 13.0 12.6 11.7 5.6 5.3 4.0 8.2
35歳以上40歳未満 11,796 19.8 12.2 28.5 12.2 17.4 17.8 18.0 17.1 48.0 38.5 19.2 18.2 15.7 16.8 4.6 4.6 3.9 6.7
40歳以上45歳未満 8,042 19.2 16.0 31.9 11.6 19.0 17.5 17.0 12.8 46.1 42.0 20.2 21.2 17.5 19.0 4.0 4.7 4.0 6.7
45歳以上50歳未満 2,412 18.5 19.2 30.6 10.9 20.8 18.3 15.5 9.5 45.8 41.8 18.9 20.0 16.7 19.2 3.4 5.8 4.8 7.3
50歳以上 423 20.3 17.0 24.6 13.9 13.5 12.8 13.5 7.3 36.4 27.0 11.6 14.4 14.2 13.9 2.8 8.3 5.0 12.5

33,321 19.2 12.0 27.4 12.0 16.3 16.3 17.0 15.6 46.6 37.2 18.2 16.9 14.7 15.4 4.7 5.2 4.2 7.6

保護者の年齢

全体

n=

市役所や
区役所の
窓口・電

話

市役所・
区役所の
広報紙
「広報よ
こはま」

市や区が
発行する
パンフ
レットや
チラシ等

市役所や
区役所の
ホーム
ページ

子育て支
援に取り
組む団体
等が発行
する子育
て情報
誌、パン
フレッ
ト、チラ
シ等

民間企業
等が発行
する子育
て雑誌、
パンフ
レット、
チラシ等

民間企業
等のウェ
ブサイト

民間企業
等が配信
している
アプリ

知人・友
人

両親教
室、母親
教室

こんにち
は赤ちゃ
ん訪問員

育児教室
（赤ちゃ
ん教室）
など

地域子育
て支援拠

点

地域子育
て支援拠
点以外の
地域子育
て支援の
場や施設

その他

特に情報
収集をし
ていな
かった
（してい
ない）

無回答・
無効回答

25歳未満 238 7.6 2.1 6.7 5.5 4.2 2.1 5.0 5.5 39.5 2.1 5.5 2.5 5.0 6.3 8.8 14.3 27.7
25歳以上30歳未満 2,215 11.1 6.0 9.0 10.5 8.9 6.0 13.0 12.5 44.6 4.1 8.2 6.1 12.5 13.7 6.8 9.4 20.3
30歳以上35歳未満 7,843 11.3 11.8 13.0 12.3 11.6 9.1 17.6 14.6 49.8 4.1 7.3 6.5 13.9 14.4 5.7 8.3 16.5
35歳以上40歳未満 11,796 8.5 14.7 12.1 10.2 11.2 10.0 17.6 12.4 49.3 2.7 5.1 3.9 10.3 12.6 4.9 10.1 16.9
40歳以上45歳未満 8,042 6.9 16.9 12.4 8.4 10.0 8.9 15.7 8.9 46.5 2.8 4.3 3.0 8.3 10.8 3.7 11.5 18.6
45歳以上50歳未満 2,412 6.2 19.7 12.4 9.6 10.7 9.7 15.5 6.7 47.2 2.8 3.2 2.7 6.8 9.5 3.7 10.5 20.6
50歳以上 423 7.8 16.8 13.0 9.5 8.5 7.3 11.1 6.1 36.6 3.1 1.7 3.3 7.1 9.9 3.3 13.7 24.1

33,321 8.8 14.3 12.2 10.2 10.7 9.2 16.5 11.5 47.9 3.2 5.5 4.4 10.5 12.4 4.9 10.0 17.9全体

保護者の年齢
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 子育てをする上で知りたい情報  

子育てをする上で知りたい情報は、「地域のイベントやおまつりに関する情報」が 44.2％と最も多く、

「子どもの遊び場に関する情報」が 42.4％、「夜間や休日に受診できる医療機関に関する情報」が

38.5％。 

属性別にみると、子どもの人数が「４人以上」の方、「配偶者・パートナー無」の方、世帯年収が低い方、保

護者の年齢が低い方で「経済的支援制度に関する情報」が多く、「発達・障害に関する診断有」の方で「子育

てや子どもの発達、健康などに関する情報」が多い。 

【問 35】 子育てをする上で、知りたい情報についてお答えください。
20

（複数回答） 

図表 ３-２０９ 子育てをする上で知りたい情報 
 

 

  

 
20

 あてはまる選択肢３つまで選択する設問。 

33.3 

21.9 

11.8 

20.4 

38.5 

4.1 

42.4 

44.2 

4.7 

33.8 

12.9 

32.7 

0.8 

2.4 

3.7 

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

子どもの教育・保育事業や

施設に関する情報

行政の子育て支援に関する情報

子育ての悩みの相談先に関する情報

子育てや

子どもの発達、健康などに関する情報

夜間や休日に

受診できる医療機関に関する情報

住宅に関する情報

子どもの遊び場に関する情報

地域のイベントやおまつりに関する情報

地域の子育てサークルに関する情報

子どもの習いごとや塾等に関する情報

経済的支援制度に関する情報

子育て中の方を対象とした

割引や優待等に関する情報

その他

特に知りたい情報はない

無回答・無効回答

全体(n=33,321)
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図表 ３-２１０ 子育てをする上で知りたい情報（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。 

  

n=

子どもの教
育・保育事業
や施設に関す

る情報

行政の子育て
支援に関する

情報

子育ての悩み
の相談先に関
する情報

子育てや子ど
もの発達、健
康などに関す

る情報

夜間や休日に
受診できる医
療機関に関す

る情報

住宅に関する
情報

子どもの遊び
場に関する情

報

地域のイベン
トやおまつり
に関する情報

地域の子育て
サークルに関
する情報

子どもの習い
ごとや塾等に
関する情報

経済的支援制
度に関する情

報

子育て中の方
を対象とした
割引や優待等
に関する情報

その他
特に知りたい
情報はない

無回答・
無効回答

0歳 5,793 43.2 26.5 12.6 20.4 37.9 4.8 45.1 38.4 6.6 23.4 15.6 36.5 0.7 1.7 3.4
1歳 5,341 35.9 23.7 11.1 19.4 38.5 4.5 46.2 42.8 5.0 29.8 13.8 34.7 0.7 1.9 3.8
2歳 5,412 33.7 22.3 11.9 19.9 37.0 4.4 44.9 45.6 4.6 33.9 12.7 33.6 0.8 2.4 3.8
3歳 5,648 28.8 19.7 12.2 20.2 39.0 3.8 40.5 47.4 4.3 37.3 11.3 31.2 0.9 2.4 3.9
4歳 5,388 27.6 20.2 11.3 21.0 38.9 3.5 39.5 46.4 3.7 38.7 12.2 30.8 0.9 2.6 3.6
5歳 5,514 30.2 18.7 11.7 21.2 39.7 3.6 38.2 44.7 3.9 40.0 11.6 29.3 0.7 3.3 3.5
1人 13,488 39.2 25.4 13.7 22.9 39.8 4.9 43.9 40.3 5.1 28.9 14.4 32.9 0.8 1.9 3.4
2人 14,961 30.6 19.6 11.0 19.5 37.6 3.6 42.9 47.7 4.6 37.8 10.4 31.8 0.7 2.5 3.8
3人 3,992 25.9 19.0 9.6 16.2 38.1 3.3 37.0 45.0 4.0 36.1 14.7 34.5 0.7 3.4 4.1
4人以上 738 20.9 19.4 6.8 13.0 34.8 4.1 32.2 38.8 3.4 29.7 26.7 39.4 0.4 5.0 4.7
フルタイム×フルタイム 15,372 37.4 22.7 10.7 19.6 38.8 4.1 42.1 43.5 4.4 34.7 11.1 31.6 0.8 1.8 3.2
フルタイム×パート・アルバイト 7,399 29.0 19.6 11.9 20.6 37.3 4.1 40.4 46.3 4.3 36.0 15.5 34.2 0.7 2.6 3.6
フルタイム×無職 8,774 31.8 22.4 13.8 22.4 40.4 3.7 46.9 45.9 5.7 31.5 10.8 33.6 0.8 2.6 2.5
配偶者・パートナー有 31,952 33.7 21.8 11.8 20.5 38.6 3.9 42.8 44.5 4.7 33.9 12.1 32.5 0.8 2.3 3.6
配偶者・パートナー無 1,079 22.0 23.9 11.1 16.0 34.8 9.3 30.3 36.6 4.4 31.7 35.4 37.7 0.7 5.5 5.5
200万円未満 726 22.3 24.7 11.3 17.6 34.8 8.5 30.7 33.7 5.0 25.2 35.8 37.7 0.6 5.4 6.3
200～399万円 2,072 29.3 23.7 12.2 20.8 36.1 8.2 38.4 37.1 4.2 27.5 29.0 35.5 1.0 4.2 4.4
400～599万円 5,715 29.3 22.2 11.9 20.2 38.1 5.3 41.7 43.8 4.7 29.3 19.4 36.1 0.8 2.9 4.0
600～799万円 7,743 32.1 21.5 12.5 20.6 38.6 4.0 43.9 45.5 4.7 33.7 12.9 35.2 0.6 2.4 3.6
800～999万円 6,857 34.2 21.0 11.8 20.2 38.1 3.5 43.9 45.2 4.7 35.7 9.3 32.6 0.8 2.0 3.3
1000万円以上 9,501 38.0 22.0 11.0 20.6 39.4 2.7 42.1 44.5 4.7 36.8 6.2 27.1 0.9 1.7 3.5
25歳未満 238 25.2 16.4 6.7 13.0 29.8 6.7 27.7 21.0 1.3 17.2 24.8 34.5 0.4 14.3 5.9
25歳以上30歳未満 2,215 32.5 22.9 9.1 15.2 35.5 7.4 41.0 35.3 4.2 22.1 21.9 34.6 0.4 4.2 6.4
30歳以上35歳未満 7,843 35.1 22.8 11.6 19.2 36.5 5.0 44.4 43.5 5.4 31.3 15.6 35.8 0.8 2.2 3.8
35歳以上40歳未満 11,796 32.9 21.3 11.7 20.3 39.5 3.6 43.5 47.0 4.6 35.7 11.8 32.7 0.8 2.0 3.4
40歳以上45歳未満 8,042 32.7 21.3 12.8 21.8 39.6 3.2 41.5 45.1 4.5 36.8 9.8 30.9 0.8 2.2 3.1
45歳以上50歳未満 2,412 32.2 21.9 12.7 23.8 39.5 3.0 38.2 42.7 4.8 35.7 10.1 28.1 0.7 2.6 3.2
50歳以上 423 36.9 29.1 12.1 23.9 39.2 3.3 29.3 29.3 4.0 29.6 11.8 24.3 1.4 2.8 5.2
発達・障害に関する診断有 2,354 31.4 23.4 17.7 44.2 35.3 3.1 35.7 36.4 4.4 27.4 14.9 32.1 1.6 2.2 2.6
発達・障害に関する診断無 30,272 33.6 21.9 11.4 18.6 39.0 4.2 43.2 45.1 4.7 34.5 12.8 33.0 0.7 2.4 3.0
利用している 25,326 30.8 21.0 11.5 20.5 39.3 4.0 41.0 45.6 4.1 36.7 12.8 32.1 0.8 2.5 3.1
利用していない 7,573 42.8 25.7 13.3 20.7 37.0 4.4 48.5 41.0 6.9 24.9 13.7 35.9 0.7 2.1 2.3

33,321 33.3 21.9 11.8 20.4 38.5 4.1 42.4 44.2 4.7 33.8 12.9 32.7 0.8 2.4 3.7

保護者の婚姻
状況

世帯年収

保護者の年齢

発達・障害に
関する診断

定期的な教
育・保育

全体

あて名の子ど
もの年齢

子どもの人数

保護者の就労
状況
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 子育て支援に関するオンライン手続き 

子育て支援に関するオンライン手続きの利用経験は、「利用したことがない」が 65.5％、「利用したこと

がある」が 31.1％。 

子育て支援に関するオンライン上での手続きを利用したことがない理由は、「オンライン上で手続きでき

ることを知らなかったから」が 56.9％と最も多く、「特に理由はない」が 23.7％、「行いたい手続きがオン

ライン上でできないから（できなかったから）」が 9.1％。 

【問 36】 子育て支援に関するオンライン手続き（イベント等の予約受付や保育所保育料の口座振替等）を利

用したことがありますか。（単一回答） 

図表 ３-２１１ 子育て支援に関するオンライン手続きの利用経験 
 

 
 

【問37】 子育て支援に関するオンライン上での手続きを利用したことがない理由をお答えください。（複数回答） 

※子育て支援に関するオンライン上での手続きを利用したことがない方のみ回答 

図表 ３-２１２ 子育て支援に関するオンライン上での手続きを利用したことがない理由 
 

  

利用したことがあ

る, 31.1%

利用したことがな

い, 65.5%

無回答・無効回答, 

3.4%

全体(n=33,321)

56.9 

9.1 

3.9 

3.1 

2.0 

3.5 

2.0 

0.2 

3.6 

1.7 

23.7 

4.7 

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

オンライン上で手続きできることを知らなかったから

行いたい手続きがオンライン上でできないから

（できなかったから）

（マイナンバー認証を必要とする手続きについて、）

マイナンバーカードを持っていないから

電子申請のサイト（マイナポータル等）が

利用しにくいから

手続きにかかる手間が区役所の窓口や郵送で

申請するよりも大きい（または変わらない）から

区役所の窓口や郵送で申請をすることに

負担を感じないから

申請の際に区役所の職員等に相談したかったから

パソコン、スマートフォン等の

申請に必要な機器を持っていないから

オンライン上での手続きに対する不安があるから

その他

特に理由はない

無回答・無効回答

全体(n=21,836)
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 今後の子育て支援の電子化に期待すること 

今後の子育て支援の電子化に期待することは、「区役所等に行く頻度が減ること」が 55.8％と最も多

く、「作成する必要のある書類が減ること」が 48.4％、「電子申請・届出が可能な子育て支援サービスの対

象拡大」が 38.1％。 

【問 38】 今後の子育て支援の電子化に関連して、期待することをお答えください。
21
（複数回答） 

図表 ３-２１３ 今後の子育て支援の電子化に期待すること 
 

 

  

 
21

 あてはまる選択肢３つまで選択する設問。 

38.1 

55.8 

48.4 

34.9 

19.7 

9.4 

8.6 

3.7 

7.5 

2.9 

6.7 

2.7 

6.9 

10.5 

1.3 

6.6 

4.5 

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

電子申請・届出が可能な

子育て支援サービスの対象拡大

区役所等に行く頻度が減ること

作成する必要のある書類が減ること

一度入力した情報（氏名や住所等）について

再度の入力を求められないこと

複数の子育て支援サービスに関する手続きを

一度に行えること

母子健康手帳の電子化

妊婦健診・乳幼児健診等の各種健康診査結果の確認

子育て支援サービスに必要な書類の書き方等について

オンライン上で相談できること

子育てに関するオンライン上での相談

子育て中の保護者との

オンライン上での交流・情報交換

地域の子育て支援に関する情報の検索

地域の子育て支援に関するプッシュ型の情報配信

子育て支援サービス利用料の電子決済

各種電子クーポンの保管・利用

その他

特にない

無回答・無効回答

全体(n=33,321)
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 横浜市に 10 年後も住んでいたいと思うか 

横浜市に 10 年後も住んでいたいと思うかについて、「そう思う」が 38.7％と最も多く、「ややそう思う」

が 22.9％、「どちらともいえない」が 19.9％。 

属性別にみると、「あまりそう思わない」または「そう思わない」と回答した方は、子どもの年齢が低い方、

保護者の年齢が低い方、延長保育を利用できなかった経験が「あった」方、「相談相手がいない」方、子育て

に対する日常的・緊急時の支えがない方、暮らしの状況が「やや苦しい」または「苦しい」方、地域社会から見

守られていると感じない方、子育ての大変さを感じることが多い方、現在の生活満足度が低い方で多い傾

向にある。また、居住区によっても回答にばらつきがある。 

【問 39】 あなたは、横浜市に 10 年後も住んでいたいと思いますか。（単一回答） 

図表 ３-２１４ 横浜市に 10 年後も住んでいたいと思うか 
 

 
 

  

そう思う, 38.7%

ややそう思う, 

22.9%

どちらともいえな

い, 19.9%

あまりそう思わな

い, 6.7%

そう思わない, 

5.0%

わからない, 

3.6%
無回答・無効回答, 

3.2%

全体(n=33,321)
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図表 ３-２１５ 横浜市に 10 年後も住んでいたいと思うか（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。 

  

n= そう思う ややそう思う
どちらともい

えない
あまりそう思

わない
そう思わない わからない

無回答・
無効回答

0歳 5,793 34.6 22.6 21.6 7.7 6.8 3.7 3.0
1歳 5,341 35.7 23.1 20.7 7.7 5.9 3.4 3.4
2歳 5,412 38.1 23.5 19.7 7.3 4.9 3.3 3.3
3歳 5,648 40.6 22.6 19.2 6.3 4.5 3.6 3.2
4歳 5,388 42.0 22.7 19.0 5.5 3.8 3.7 3.2
5歳 5,514 41.7 23.4 19.1 5.3 3.8 3.8 3.0
1人 13,488 37.6 22.6 20.5 7.0 5.7 3.7 3.0
2人 14,961 39.5 23.7 19.3 6.2 4.4 3.5 3.3
3人 3,992 40.2 21.7 20.0 6.9 4.5 3.4 3.3
4人以上 738 35.8 19.2 22.6 8.0 5.7 5.1 3.5
200万円未満 726 39.8 16.9 20.1 4.1 5.5 8.4 5.1
200～399万円 2,072 39.8 18.7 19.7 6.9 4.9 5.9 4.2
400～599万円 5,715 38.8 21.1 21.0 6.7 5.1 4.0 3.4
600～799万円 7,743 38.7 22.8 20.4 7.0 4.8 3.4 3.0
800～999万円 6,857 38.7 24.8 19.6 6.4 4.5 2.9 3.0
1000万円以上 9,501 38.5 24.4 19.1 6.7 5.3 2.9 3.0
25歳未満 238 29.4 21.0 21.0 3.8 7.6 10.9 6.3
25歳以上30歳未満 2,215 31.3 21.4 22.8 7.9 7.2 4.2 5.3
30歳以上35歳未満 7,843 35.6 23.7 20.1 7.7 6.2 3.2 3.4
35歳以上40歳未満 11,796 39.2 23.3 19.9 6.8 4.6 3.4 2.9
40歳以上45歳未満 8,042 41.1 23.1 19.4 5.9 4.3 3.7 2.5
45歳以上50歳未満 2,412 44.1 21.4 19.9 4.9 2.9 3.8 3.1
50歳以上 423 54.4 16.3 13.7 3.8 3.5 4.0 4.3
青葉区 2,041 32.4 26.1 20.2 7.0 5.9 4.4 4.1
旭区 1,927 41.7 21.8 18.7 6.8 4.0 3.8 3.2
泉区 1,748 39.4 23.3 20.3 6.2 3.4 4.1 3.3
磯子区 1,681 42.4 21.8 19.0 6.0 4.4 3.2 3.2
神奈川区 2,053 39.2 23.9 17.9 7.7 5.0 3.2 3.1
金沢区 1,793 44.4 21.2 19.1 5.0 4.4 3.2 2.7
港南区 1,814 42.5 21.8 19.3 6.3 4.6 3.0 2.5
港北区 2,336 31.0 23.9 23.2 8.4 6.0 3.9 3.6
栄区 1,614 39.0 22.9 20.1 6.4 4.7 3.4 3.4
瀬谷区 1,474 38.3 19.2 22.4 7.0 4.8 4.3 4.0
都筑区 2,021 39.0 24.1 19.6 6.0 5.0 2.8 3.4
鶴見区 2,072 31.7 22.2 24.8 8.7 5.8 3.8 3.0
戸塚区 2,204 37.6 24.7 19.5 7.0 4.8 3.5 2.9
中区 1,450 46.6 20.8 17.1 5.0 4.6 2.8 3.3
西区 1,520 42.4 23.0 18.0 5.5 5.5 2.8 2.9
保土ケ谷区 1,796 40.6 23.3 17.7 6.9 4.6 3.7 3.2
緑区 1,796 34.8 24.1 22.1 7.0 5.6 4.0 2.4
南区 1,628 40.7 23.6 17.3 5.3 5.3 4.8 3.0
利用している 25,326 39.6 23.3 19.9 6.5 4.6 3.5 2.6
利用していない 7,573 36.7 22.8 20.9 7.3 6.3 4.0 1.9

あった 953 31.5 22.1 20.1 10.7 8.8 3.9 2.8

なかった 16,663 39.4 23.4 20.0 6.6 4.7 3.4 2.6

定期的な教育・保育または親子の居
場所を利用している

28,378 39.6 23.6 20.2 6.7 4.8 3.5 1.5

定期的な教育・保育及び親子の居場
所を利用していない

4,071 37.1 21.8 20.7 7.3 6.6 4.9 1.7

相談相手がいる 31,883 39.8 23.5 20.3 6.7 4.9 3.5 1.1
相談相手がいない 644 22.4 20.0 22.5 9.9 12.9 10.7 1.6
日常的な支えがある 10,243 49.5 21.5 16.9 4.4 2.9 3.3 1.4
緊急時の支えがある 19,146 40.0 24.6 20.4 6.5 4.2 3.3 0.9
いずれもない 7,333 29.0 23.3 23.4 9.4 9.0 4.8 1.1
ゆとりがある 2,018 62.6 16.7 12.1 3.0 2.5 2.9 0.2
ややゆとりがある 5,457 47.9 27.1 15.9 4.2 2.6 1.9 0.3
普通 14,889 40.7 25.5 20.7 5.8 3.4 3.6 0.3
やや苦しい 7,379 31.4 22.3 25.2 10.4 6.3 4.0 0.3
苦しい 2,550 24.4 14.5 22.4 11.7 18.9 8.0 0.2
そう感じる 1,638 70.5 14.0 8.3 1.9 2.0 3.1 0.2
どちらかといえばそう感じる 9,147 50.4 26.3 15.4 3.5 1.7 2.4 0.3
どちらともいえない 10,981 38.9 26.5 22.7 5.2 2.7 3.7 0.3
どちらかといえばそう感じない 5,588 28.5 24.2 25.8 11.4 6.4 3.4 0.4
そう感じない 4,936 25.1 14.8 23.2 13.3 16.4 6.8 0.4
楽しさを感じることが多い 6,652 51.5 19.9 15.5 5.0 4.6 3.1 0.4
どちらかといえば楽しさを感じること 9,435 40.7 27.2 19.9 5.7 3.4 2.6 0.5
楽しさと大変さを同等に感じる 11,234 36.6 24.1 22.9 7.4 4.7 4.0 0.4
どちらかといえば大変さを感じること 3,533 31.0 22.4 24.2 10.0 6.8 5.2 0.3
大変さを感じることが多い 1,470 27.2 16.1 20.3 11.2 17.1 7.6 0.5
満足している 10,554 52.2 20.8 15.2 4.5 3.8 3.2 0.4
どちらかといえば満足している 14,096 37.5 27.3 21.7 6.4 3.6 3.1 0.4
どちらともいえない 4,426 28.6 22.8 27.0 9.5 5.9 5.6 0.5
どちらかといえば満足していない 2,102 26.1 20.1 26.0 12.7 10.5 4.1 0.5
満足していない 1,102 22.6 12.9 19.5 13.4 23.0 8.2 0.4

33,321 38.7 22.9 19.9 6.7 5.0 3.6 3.2

居住区

保護者の年齢

定期的な教
育・保育

あて名の子ど
もの年齢

子どもの人数

世帯年収

全体

相談相手の有
無

子育てに対す
る支えの有無

暮らしの状況

地域社会から
見守られてい
ると感じるか

子育ての楽し
さと大変さ

現在の生活の
満足度

延長保育を利
用できなかっ
た経験

定期的な教
育・保育、
親子の居場所
の利用状況
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 現在の暮らしの状況  

現在の暮らしの状況は、「普通」が 44.7％と最も多く、「やや苦しい」が 22.1％、「ややゆとりがある」が

16.4％。 

属性別にみると、「やや苦しい」または「苦しい」と回答した方は、子どもの人数が「３人以上」の方、就労状

況が「フルタイム×パート・アルバイト」の方、「配偶者・パートナー無」の方、世帯年収が低い方、保護者の年齢

が 30 歳未満の方、「発達・障害に関する診断有」の方で多い。 

【問 40】 現在の暮らしの状況を総合的にみて、どう感じていますか。（単一回答） 

図表 ３-２１６ 現在の暮らしの状況 
 

 

図表 ３-２１７ 現在の暮らしの状況（属性別クロス集計） 

 
※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。  

ゆとりがある, 

6.1%

ややゆとりがある, 

16.4%

普通, 44.7%

やや苦しい, 

22.1%

苦しい, 7.7%

無回答・無効回答, 

3.1%

全体(n=33,321)

n= ゆとりがある
ややゆとりが

ある
普通 やや苦しい 苦しい

無回答・
無効回答

0歳 5,793 6.4 16.1 45.0 22.7 7.0 2.9
1歳 5,341 5.6 15.4 45.0 22.9 7.7 3.4
2歳 5,412 5.7 16.0 44.6 23.0 7.6 3.0
3歳 5,648 6.3 17.3 44.8 21.2 7.4 3.1
4歳 5,388 5.9 16.7 44.5 21.4 8.1 3.2
5歳 5,514 6.3 16.7 44.5 21.6 8.1 2.8
1人 13,488 6.8 16.2 45.5 21.6 7.1 2.8
2人 14,961 5.7 17.5 45.3 21.4 6.8 3.3
3人 3,992 5.0 14.3 41.6 25.7 10.4 3.1
4人以上 738 4.9 8.7 35.0 27.2 20.7 3.5
フルタイム×フルタイム 15,372 6.6 19.2 46.6 19.5 5.6 2.5
フルタイム×パート・アルバイト 7,399 4.1 13.3 43.5 26.2 10.1 2.9
フルタイム×無職 8,774 7.1 16.0 45.3 22.3 7.0 2.2
配偶者・パートナー有 31,952 6.1 16.7 45.1 21.8 7.1 3.0
配偶者・パートナー無 1,079 2.9 5.3 32.0 32.4 22.7 4.7
200万円未満 726 2.6 5.9 27.8 30.0 27.8 5.8
200～399万円 2,072 2.5 5.0 32.5 36.4 19.4 4.1
400～599万円 5,715 2.3 6.9 41.0 33.9 12.7 3.2
600～799万円 7,743 3.4 11.8 49.4 25.6 6.9 2.9
800～999万円 6,857 5.0 18.3 50.3 18.9 4.7 2.8
1000万円以上 9,501 12.4 27.9 42.5 11.1 3.2 2.9
25歳未満 238 5.0 5.9 37.0 26.9 18.5 6.7
25歳以上30歳未満 2,215 3.8 11.2 40.9 28.4 10.4 5.3
30歳以上35歳未満 7,843 5.7 15.3 45.0 22.9 7.9 3.3
35歳以上40歳未満 11,796 6.3 17.5 44.5 21.7 7.2 2.8
40歳以上45歳未満 8,042 6.4 17.6 46.1 20.5 6.9 2.4
45歳以上50歳未満 2,412 6.7 17.0 44.6 21.8 7.2 2.7
50歳以上 423 6.1 14.9 44.9 19.9 9.7 4.5
発達・障害に関する診断有 2,354 4.8 14.1 41.6 26.0 11.5 2.1
発達・障害に関する診断無 30,272 6.2 16.7 45.3 22.0 7.4 2.4

33,321 6.1 16.4 44.7 22.1 7.7 3.1

あて名の子ど
もの年齢

全体

子どもの人数

保護者の就労
状況

保護者の婚姻
状況

世帯年収

保護者の年齢

発達・障害に
関する診断
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 子育てをしていて地域社会から見守られている、支えられていると感じるか 

子育てをしていて地域社会から見守られている、支えられていると感じるかについて、「どちらともいえ

ない」が33.0％と最も多く、「どちらかといえばそう感じる」が27.5％、「どちらかといえばそう感じない」

が 16.8％。 

属性別にみると、「どちらかといえばそう感じない」または「そう感じない」の回答は、「配偶者・パートナー

無」の方、保護者の年齢が低い方で多い傾向にある。 

【問 41】 子育てをしていて、地域社会から見守られている、支えられていると感じますか。（単一回答） 

図表 ３-２１８ 子育てをしていて地域社会から見守られている、支えられていると感じるか 
 

 
 

図表 ３-２１９ 子育てをしていて地域社会から見守られている、支えられていると感じるか 

（属性別クロス集計） 

  

そう感じる, 4.9%

どちらかといえば

そう感じる, 

27.5%

どちらともいえな

い, 33.0%

どちらかといえば

そう感じない, 

16.8%

そう感じない, 

14.8%

無回答・無効回答, 

3.1%

全体(n=33,321)

n= そう感じる
どちらかとい
えばそう感じ

る

どちらともい
えない

どちらかとい
えばそう感じ

ない
そう感じない

無回答・
無効回答

0歳 5,793 5.3 29.7 30.9 16.7 14.4 2.9
1歳 5,341 4.9 26.6 32.9 17.1 15.3 3.3
2歳 5,412 4.2 26.6 32.1 18.4 15.5 3.2
3歳 5,648 5.1 26.6 34.7 16.5 13.9 3.2
4歳 5,388 4.9 28.1 33.0 15.5 15.5 3.1
5歳 5,514 5.0 27.0 34.5 16.6 14.1 2.8
配偶者・パートナー有 31,952 4.8 27.8 33.0 16.8 14.6 3.0
配偶者・パートナー無 1,079 6.5 18.4 33.6 15.7 21.0 4.7
200万円未満 726 8.4 18.9 34.8 13.5 19.0 5.4
200～399万円 2,072 7.1 23.9 31.6 16.6 16.7 4.1
400～599万円 5,715 4.3 25.7 34.1 16.5 16.0 3.3
600～799万円 7,743 4.7 27.0 34.1 16.4 14.9 2.9
800～999万円 6,857 4.8 28.2 33.8 17.0 13.3 2.9
1000万円以上 9,501 4.7 29.8 30.9 17.3 14.4 2.9
25歳未満 238 6.3 18.9 34.9 16.8 16.8 6.3
25歳以上30歳未満 2,215 4.0 22.5 33.0 17.5 17.8 5.2
30歳以上35歳未満 7,843 4.6 26.2 31.8 18.5 15.6 3.3
35歳以上40歳未満 11,796 4.7 27.8 33.0 16.8 14.9 2.8
40歳以上45歳未満 8,042 5.3 29.6 33.1 15.7 13.7 2.5
45歳以上50歳未満 2,412 5.4 28.7 36.0 14.3 12.8 2.7
50歳以上 423 6.9 27.2 34.5 14.4 13.0 4.0
発達・障害に関する診断有 2,354 5.3 26.8 32.7 16.2 16.9 2.2
発達・障害に関する診断無 30,272 4.9 27.7 33.3 17.0 14.8 2.4
利用している 25,326 4.6 26.9 33.6 17.1 15.3 2.4
利用していない 7,573 6.0 30.1 32.1 16.1 13.9 1.9

33,321 4.9 27.5 33.0 16.8 14.8 3.1

あて名の子ど
もの年齢

保護者の婚姻
状況

世帯年収

保護者の年齢

発達・障害に
関する診断

定期的な教
育・保育

全体
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 子育てをしていて、楽しさと大変さのどちらを感じることが多いか 

子育てをしていて、楽しさと大変さのどちらを感じることが多いかについて、「楽しさと大変さを同等に

感じる」が 33.7％と最も多く、「どちらかといえば楽しさを感じることが多い」が 28.3％、「楽しさを感じ

ることが多い」が 20.0％。 

属性別にみると、「どちらかといえば大変さを感じることが多い」または「大変さを感じることが多い」の

回答は、子どもの年齢が「２歳以上」の方、「配偶者・パートナー無」の方、世帯年収が低い方、「発達・障害に

関する診断有」の方で多い。 

５年前と比較して、「楽しさを感じることが多い」が減少し、「どちらかといえば大変さを感じることが多

い」「大変さを感じることが多い」が増加。 

【問 42】 現在、子育てをしていて、楽しさと大変さのどちらを感じることが多いですか。（単一回答） 

図表 ３-２２０ 子育てをしていて、楽しさと大変さのどちらを感じることが多いか 
 

 
  

楽しさを感じるこ

とが多い, 20.0%

どちらかといえば

楽しさを感じるこ

とが多い, 28.3%
楽しさと大変さを

同等に感じる, 

33.7%

どちらかといえば

大変さを感じるこ

とが多い, 10.6%

大変さを感じるこ

とが多い, 4.4%

無回答・無効回答, 

3.0%

全体(n=33,321)
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図表 ３-２２１ 子育てをしていて、楽しさと大変さのどちらを感じることが多いか（属性別クロス集計） 

 
 

図表 ３-２２２ 子育てをしていて、楽しさと大変さのどちらを感じることが多いか（5 年前との比較） 

 

 

n=
楽しさを感じ
ることが多い

どちらかとい
えば楽しさを
感じることが

多い

楽しさと大変
さを同等に感

じる

どちらかとい
えば大変さを
感じることが

多い

大変さを感じ
ることが多い

無回答・
無効回答

0歳 5,793 25.8 29.3 30.9 8.2 2.8 2.9
1歳 5,341 21.5 29.1 32.7 9.9 3.6 3.3
2歳 5,412 17.4 29.2 34.6 11.8 4.3 2.8
3歳 5,648 17.8 27.1 35.2 11.5 5.3 3.0
4歳 5,388 17.8 27.5 35.0 11.3 5.4 3.1
5歳 5,514 19.3 27.8 34.0 11.0 5.2 2.7
1人 13,488 23.7 29.1 31.3 9.1 3.9 2.8
2人 14,961 17.3 28.2 35.3 11.4 4.7 3.1
3人 3,992 17.5 26.8 35.7 12.3 4.9 2.9
4人以上 738 19.8 24.8 34.8 11.5 5.7 3.4
フルタイム×フルタイム 15,372 21.9 30.6 32.1 9.1 3.8 2.5
フルタイム×パート・アルバイト 7,399 18.3 26.2 36.2 12.1 4.4 2.8
フルタイム×無職 8,774 18.4 27.7 35.2 11.8 4.9 2.0
配偶者・パートナー有 31,952 20.0 28.5 33.8 10.4 4.2 2.9
配偶者・パートナー無 1,079 18.2 23.4 30.6 14.7 9.0 4.2
200万円未満 726 18.2 21.9 32.2 14.7 7.7 5.2
200～399万円 2,072 19.9 24.0 34.7 11.6 5.9 3.8
400～599万円 5,715 18.5 26.8 35.2 11.5 4.8 3.1
600～799万円 7,743 18.7 28.4 34.8 10.9 4.3 2.9
800～999万円 6,857 19.4 28.7 34.5 10.7 3.9 2.7
1000万円以上 9,501 22.4 30.5 31.0 9.3 4.0 2.9
25歳未満 238 22.3 21.8 31.1 10.9 7.1 6.7
25歳以上30歳未満 2,215 24.2 25.4 31.4 10.2 3.7 5.1
30歳以上35歳未満 7,843 20.2 29.9 33.2 9.4 4.1 3.1
35歳以上40歳未満 11,796 19.3 28.1 33.7 11.6 4.6 2.7
40歳以上45歳未満 8,042 19.3 28.3 34.5 10.9 4.7 2.3
45歳以上50歳未満 2,412 20.3 28.2 34.9 9.6 4.3 2.7
50歳以上 423 24.6 27.9 33.8 6.9 2.6 4.3
発達・障害に関する診断有 2,354 11.7 20.4 37.8 17.2 10.7 2.1
発達・障害に関する診断無 30,272 20.7 29.2 33.6 10.2 4.0 2.3
利用している 25,326 18.9 28.5 34.3 11.1 4.8 2.4
利用していない 7,573 24.3 28.8 32.6 9.2 3.3 1.7

33,321 20.0 28.3 33.7 10.6 4.4 3.0

あて名の子ど
もの年齢

子どもの人数

保護者の就労
状況

保護者の婚姻
状況

世帯年収

保護者の年齢

発達・障害に
関する診断

定期的な教
育・保育

全体

20.0

31.3

28.3

29.0

33.7

27.8

10.6

7.1

4.4

2.5

3.0

2.3

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

今回調査(n=33,321)

5年前調査（n=28,721)

楽しさを感じることが多い

どちらかといえば楽しさを感じることが多い

楽しさと大変さを同等に感じる

どちらかといえば大変さを感じることが多い

大変さを感じることが多い

無回答・無効回答
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 現在の生活の満足度  

現在の生活の満足度は、「どちらかといえば満足している」が 42.3％と最も多く、「満足している」が

31.7％、「どちらともいえない」が 13.3％。 

属性別にみると、「どちらかといえば満足していない」または「満足していない」と回答した方は、子ども

の人数が「4 人以上」の方、「配偶者・パートナー無」の方（母子・父子家庭ともに）、世帯年収が低い方、保護

者の年齢が低い方、「発達・障害に関する診断有」の方、「相談相手がいない」方、子育てに対する日常的・緊

急時の支えがない方、暮らしの状況が「やや苦しい」または「苦しい」方、地域社会から見守られていると感

じない方で多い傾向にある。 

５年前と比較して、「満足している」または「どちらかといえば満足している」と回答した方が減少。 

【問 43】 子どもを育てている現在の生活に満足していますか。（単一回答） 

図表 ３-２２３ 現在の生活の満足度 
 

 
 

  

満足している, 

31.7%

どちらかといえば

満足している, 

42.3%

どちらともいえな

い, 13.3%

どちらかといえば満

足していない, 

6.3%

満足していない, 

3.3%
無回答・無効回答, 

3.1%

全体(n=33,321)
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図表 ３-２２４ 現在の生活の満足度（属性別クロス集計） 

※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。

n= 満足している
どちらかとい
えば満足して

いる

どちらともい
えない

どちらかとい
えば満足して

いない

満足していな
い

無回答・
無効回答

5,793 34.6 42.6 11.8 5.4 2.6 3.0
5,341 33.3 41.2 12.4 6.6 3.1 3.4
5,412 30.0 43.9 13.8 6.2 3.2 3.0
5,648 31.9 41.1 14.1 6.3 3.5 3.2
5,388 29.7 42.6 14.0 6.4 4.0 3.3
5,514 30.6 42.5 13.5 7.0 3.5 2.8

13,488 33.8 41.4 12.7 5.9 3.3 2.9
14,961 30.4 43.2 13.4 6.6 3.2 3.3
3,992 29.7 43.0 14.5 6.2 3.4 3.2

738 30.6 37.7 14.1 8.0 6.1 3.5
15,372 33.2 43.8 11.8 5.7 3.0 2.6
7,399 28.8 42.5 14.7 7.1 3.8 3.0
8,774 33.1 42.0 13.9 6.0 2.9 2.1

31,952 32.0 42.7 13.1 6.1 3.1 3.1
1,079 22.6 32.9 20.4 11.7 8.2 4.3

母子家庭 1,001 22.5 33.2 20.8 11.8 8.0 3.8
父子家庭 78 24.4 29.5 15.4 10.3 10.3 10.3

726 26.0 29.9 19.3 10.6 9.2 5.0
2,072 25.8 34.3 19.4 10.5 6.1 3.9
5,715 28.4 40.2 15.8 8.3 3.9 3.4
7,743 31.2 42.5 13.8 6.3 3.3 3.0
6,857 31.7 45.0 12.5 5.5 2.5 2.8
9,501 35.5 44.5 10.1 4.5 2.4 2.9

238 32.8 26.9 20.2 8.8 5.0 6.3
2,215 33.0 37.2 14.1 6.9 3.7 5.2
7,843 30.9 43.0 13.2 6.5 3.2 3.2

11,796 31.7 43.0 12.9 6.5 3.0 2.9
8,042 31.6 42.5 13.8 6.0 3.6 2.5
2,412 33.2 42.7 12.9 5.2 3.3 2.7

423 32.6 44.2 11.6 4.3 3.3 4.0
2,354 21.7 39.2 18.7 10.4 7.7 2.3

30,272 32.7 42.8 13.0 6.0 3.0 2.5
25,326 31.0 42.7 13.5 6.7 3.6 2.5
7,573 35.0 42.3 13.2 5.4 2.5 1.8

31,883 32.7 43.6 13.3 6.2 3.0 1.1
644 13.0 22.4 25.5 16.1 20.8 2.2

10,243 38.1 41.6 11.5 5.0 2.5 1.3
19,146 33.3 44.3 12.6 6.2 2.6 1.0
7,333 25.8 41.9 17.1 8.3 5.9 1.0
2,018 68.5 25.4 3.8 1.3 0.8 0.2
5,457 44.1 47.3 5.7 1.9 0.7 0.3

14,889 32.3 49.0 13.3 4.0 1.1 0.4
7,379 20.7 41.5 20.3 13.0 4.1 0.4
2,550 15.8 23.8 21.3 16.2 22.6 0.3
1,638 65.3 26.9 3.8 2.6 1.1 0.2
9,147 40.9 46.1 8.2 3.6 1.1 0.3

10,981 29.4 48.1 15.3 5.2 1.5 0.4
5,588 23.4 44.9 17.6 10.7 2.9 0.4
4,936 23.8 32.6 18.9 11.3 13.1 0.3

33,321 31.7 42.3 13.3 6.3 3.3 3.1
そう感じない

ゆとりがある
ややゆとりがある
普通
やや苦しい
苦しい
そう感じる
どちらかといえばそう感じる
どちらともいえない
どちらかといえばそう感じない

発達・障害に関する診断有
発達・障害に関する診断無
利用している
利用していない
相談相手がいる
相談相手がいない
日常的な支えがある
緊急時の支えがある
いずれもない

800～999万円
1000万円以上
25歳未満
25歳以上30歳未満
30歳以上35歳未満
35歳以上40歳未満
40歳以上45歳未満
45歳以上50歳未満
50歳以上

フルタイム×無職
配偶者・パートナー有
配偶者・パートナー無

200万円未満
200～399万円
400～599万円
600～799万円

全体

相談相手の有
無

子育てに対す
る支えの有無

暮らしの状況

地域社会から
見守られてい
ると感じるか

定期的な教
育・保育

子どもの人数

保護者の就労
状況

世帯年収

保護者の年齢

発達・障害に
関する診断

あて名の子ど
もの年齢

保護者の婚姻
状況

0歳
1歳
2歳
3歳
4歳
5歳
1人
2人
3人
4人以上
フルタイム×フルタイム
フルタイム×パート・アルバイト
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図表 ３-２２５ 現在の生活の満足度（5 年前との比較） 

子育てをしてよかったこと、うれしかったこと 

子育てをしてよかったこと、うれしかったことは、「子どもの成長」が 87.9％と最も多く、「子どもを持つ

喜びが実感できた」が 61.6％、「子育てを通じて自分も成長できた」が 38.3％。 

【問 44】 これまでで、子育てをしてよかったこと、うれしかったことは何ですか。
22

（複数回答）

図表 ３-２２６ 子育てをしてよかったこと、うれしかったこと 

22
 あてはまる選択肢３つまで選択する設問。 

31.7

46.8

42.3

38.1

13.3

9.0

6.3

3.0

3.3

1.9

3.1

1.1

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

今回調査(n=33,321)

5年前調査（n=28,721)

満足している どちらかといえば満足している

どちらともいえない どちらかといえば満足していない

満足していない 無回答・無効回答

61.6 

87.9 

38.3 

3.6 

6.7 

24.0 

19.7 

28.9 

1.3 

0.6 

2.9 

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

子どもを持つ喜びが実感できた

子どもの成長

子育てを通じて自分も成長できた

配偶者・パートナーとの関係がよくなった

家族間の会話が増えた

家庭が明るくなった

子育てを通じ友人が増えた

自分の親への感謝の念が生まれた

その他

特にない

無回答・無効回答

全体(n=33,321)
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子育て支援の充実に向けて行政に望むこと 

子育て支援の充実に向けて行政に望むことは、「出産費用や保育・教育費などの子育て費用の助成」が

60.0％と最も多く、「子どもの遊び場・居場所の充実」が 33.1％、「子どもを一時的に預けられるサービス

の充実」が 28.8％。 

属性別にみると、子どもの年齢が低い方で「保育所等の待機児童対策」、「出産費用や保育・教育費などの

子育て費用の助成」が多い。保護者の年齢が低い方で「出産費用や保育・教育費などの子育て費用の助成」

が多い傾向にある。「発達・障害に関する診断有」の方で「障害児支援の充実」が多い。 

【問 45】 今後、子育て支援の充実に向けて、行政にどのようなことを望みますか。
23

（複数回答）

図表 ３-２２７ 子育て支援の充実に向けて行政に望むこと 

23
 あてはまる選択肢３つまで選択する設問。 

9.5 

26.7 

23.3 

28.8 

60.0 

11.3 

5.0 

4.8 

14.4 

33.1 

18.7 

6.4 

18.2 

20.1 

4.4 

3.5 

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

妊娠前・妊娠中の相談・支援の充実

保育所等の待機児童対策

保育・教育施設における保育の質の向上

子どもを一時的に預けられるサービスの充実

出産費用や保育・教育費などの子育て費用の助成

子どもの年齢等に応じた子育て情報

（地域のイベント情報等）の提供

子育てに関する相談ができる体制の充実

親同士が気軽に交流できる場所・機会の充実

家事を支援するサービス

子どもの遊び場・居場所の充実

自然体験・スポーツなどの子どもの体験活動の充実

障害児支援の充実

子どもと外出しやすい環境の整備

（託児スペースの充実など）

子育てしやすい労働環境づくりに向けた企業への啓発

その他

無回答・無効回答

全体(n=33,321)
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図表 ３-２２８ 子育て支援の充実に向けて行政に望むこと（属性別クロス集計） 

※網がけは全体よりも 10 ポイント以上大きい値を示す。

n=

妊娠前・妊
娠中の相
談・支援の

充実

保育所等の
待機児童対

策

保育・教育
施設におけ
る保育の質
の向上

子どもを一
時的に預け
られるサー
ビスの充実

出産費用や
保育・教育
費などの子
育て費用の

助成

子どもの年
齢等に応じ
た子育て情
報（地域の
イベント情
報等）の提

供

子育てに関
する相談が
できる体制
の充実

親同士が気
軽に交流で
きる場所・
機会の充実

家事を支援
するサービ

ス

子どもの遊
び場・居場
所の充実

自然体験・
スポーツな
どの子ども
の体験活動
の充実

障害児支援
の充実

子どもと外
出しやすい
環境の整備
（託児ス
ペースの充
実など）

子育てしや
すい労働環
境づくりに
向けた企業
への啓発

その他
無回答・
無効回答

0歳 5,793 10.5 38.9 23.9 28.2 71.5 8.1 4.1 4.7 11.0 29.1 11.2 3.2 25.5 18.0 3.9 3.0
1歳 5,341 9.5 30.9 23.6 31.4 66.3 9.5 4.4 4.8 13.6 33.7 13.8 3.8 22.1 17.6 4.5 3.5
2歳 5,412 9.8 26.8 23.2 29.4 62.9 10.1 4.3 4.7 15.2 33.4 17.5 4.6 20.2 21.0 4.5 3.4
3歳 5,648 9.4 23.0 23.7 29.4 56.1 11.7 5.3 4.9 14.7 33.5 20.9 7.8 16.7 21.4 4.8 3.5
4歳 5,388 8.5 20.3 22.9 27.2 52.4 13.9 5.6 5.1 16.3 34.3 24.0 9.6 12.8 21.7 4.3 4.0
5歳 5,514 9.0 20.0 22.4 26.9 50.5 14.5 6.1 4.7 15.7 34.9 25.1 9.2 11.1 20.9 4.4 3.5
1人 13,488 11.4 32.4 24.0 29.0 62.9 11.5 5.8 4.9 12.9 31.4 15.9 5.4 19.8 19.4 4.2 3.2
2人 14,961 8.0 23.7 23.4 29.6 56.6 11.5 4.6 4.9 15.3 34.8 20.5 6.9 17.0 20.7 4.4 3.7
3人 3,992 8.5 20.4 21.2 26.1 61.5 10.0 3.9 4.2 16.0 33.2 21.0 7.1 17.0 20.0 4.5 3.8
4人以上 738 8.0 21.3 19.5 21.4 69.0 8.3 3.0 5.1 13.8 27.1 19.8 9.1 15.7 22.4 5.8 4.6
フルタイム×フルタイム 15,372 8.9 34.2 28.0 24.6 61.1 10.1 3.9 4.2 16.4 30.0 17.4 4.7 16.6 21.3 5.0 2.9
フルタイム×パート・アルバイト 7,399 9.5 25.0 20.9 29.3 60.7 11.6 5.1 4.8 13.8 33.6 21.1 6.9 17.3 21.3 3.9 3.3
フルタイム×無職 8,774 10.4 16.4 17.9 36.0 59.2 13.3 6.5 6.1 11.4 39.3 19.5 8.5 21.8 16.9 3.5 2.5
配偶者・パートナー有 31,952 9.5 26.9 23.4 28.8 60.2 11.3 4.9 4.8 14.3 33.4 18.8 6.3 18.1 19.9 4.3 3.4
配偶者・パートナー無 1,079 9.5 22.5 19.6 28.1 57.3 10.0 6.2 3.9 16.1 25.6 17.1 8.0 18.5 26.8 5.8 5.8
200万円未満 726 12.1 24.7 19.8 28.0 56.7 9.5 6.3 6.1 14.2 26.0 12.9 9.5 21.3 22.6 3.9 6.9
200～399万円 2,072 13.3 24.6 20.1 26.1 65.3 11.4 5.9 4.8 11.5 30.8 16.9 7.1 20.1 20.9 4.1 4.5
400～599万円 5,715 11.1 25.4 18.7 27.0 67.3 11.5 5.1 5.2 10.9 34.0 17.4 7.7 20.8 21.2 3.5 3.8
600～799万円 7,743 10.0 26.3 21.5 30.0 64.5 11.3 5.0 4.7 12.9 34.0 17.8 6.4 18.6 20.6 3.6 3.2
800～999万円 6,857 8.6 27.3 23.4 28.5 60.0 11.2 5.2 4.9 14.2 33.4 19.2 5.9 16.8 20.9 4.1 3.2
1000万円以上 9,501 7.7 28.5 28.5 29.8 51.1 11.1 4.3 4.4 18.5 32.4 20.7 5.4 16.0 18.1 5.9 3.3
25歳未満 238 14.3 31.1 11.8 21.4 67.2 4.2 3.4 3.4 4.6 22.3 8.8 2.5 26.9 18.9 2.5 8.4
25歳以上30歳未満 2,215 12.3 35.4 20.1 22.8 74.9 6.7 3.0 4.3 9.3 29.8 10.8 3.0 23.7 17.9 2.9 5.9
30歳以上35歳未満 7,843 10.1 32.2 22.5 27.8 69.7 9.0 4.1 4.6 13.2 31.7 14.1 4.2 21.2 19.9 4.1 3.4
35歳以上40歳未満 11,796 8.9 26.7 24.4 28.7 59.9 10.9 4.6 4.6 14.7 33.9 19.7 6.6 18.4 20.2 4.6 3.3
40歳以上45歳未満 8,042 8.6 21.9 23.6 31.1 51.7 13.4 6.0 5.4 16.2 34.1 22.3 8.1 15.3 21.1 4.7 3.0
45歳以上50歳未満 2,412 9.8 18.2 23.8 30.9 45.9 17.6 6.6 5.3 16.0 35.0 24.6 9.3 12.1 20.3 4.2 3.2
50歳以上 423 10.6 23.6 23.4 31.2 47.5 14.4 8.3 4.3 16.5 32.6 20.8 7.8 9.9 13.7 4.5 5.0
発達・障害に関する診断有 2,354 8.5 18.8 20.5 31.4 47.0 10.5 8.5 5.4 13.9 27.9 15.1 43.5 14.6 17.9 5.5 2.2
発達・障害に関する診断無 30,272 9.6 27.5 23.7 28.8 61.5 11.4 4.7 4.8 14.5 33.7 19.1 3.5 18.6 20.4 4.3 2.9
利用している 25,326 9.4 25.3 23.8 27.9 58.2 11.9 5.1 4.6 15.8 33.0 20.5 7.2 15.9 21.3 4.7 2.9
利用していない 7,573 10.2 32.5 22.4 32.5 68.4 9.6 4.7 5.7 10.2 34.6 13.2 3.7 26.1 16.8 3.4 2.1

33,321 9.5 26.7 23.3 28.8 60.0 11.3 5.0 4.8 14.4 33.1 18.7 6.4 18.2 20.1 4.4 3.5

保護者の年齢

発達・障害に
関する診断

定期的な教
育・保育

全体

あて名の子ど
もの年齢

子どもの人数

保護者の就労
状況

保護者の婚姻
状況

世帯年収
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保育・教育等の子育ての環境や支援に関する意見（自由回答） 

保育・教育等の子育ての環境や支援に関する意見について、自由回答の形式で尋ねた。回答の得られた

11,401 件について分析を実施
24

したところ、「経済的状況・支援」に関する意見が 40.6％と最も多く、

「保育所」に関する意見が 37.8％、「居場所・遊び場」に関する意見が 17.9％であった。 

「経済的状況・支援」に関して、他都市と比較して、横浜市の経済的支援が少ないという意見や、多子世帯

等の経済的支援に関する要望が見られた。また、保育料が高額であることや、物価の上昇による生活の圧

迫の状況、各種手当に係る所得制限に関する意見等が見られた。 

「保育所」に関しても、他都市の取組に関する意見が見られた。また、希望する時期に希望する保育園に

入れることができる環境の整備や、保育・教育の質の向上のための保育士等への支援を求める意見も見

られた。 

「居場所・遊び場」に関して、小さな子どもが遊べる場所が少ないという指摘や、公園やプレイパークな

ど、思い切り遊ぶことができる環境の整備に関する意見が見られた。また、遊び場の利用に係る費用の補

助や、就学後の放課後の居場所に関する意見も見られた。 

24
テキストマイニングの手法を用いて、自由回答で得られた意見の分析を行った。分析手法の概要は以下の通り

である。初めに、回答が得られた 11,401 件のうち、2,000 件に対して手動による分類を実施した。その後、2,000

件のデータを訓練データ、検証データ、テストデータに分割し、テキスト分類モデルの学習及び評価を行った。分類

精度は、「その他」を除く 22 項目の正解率（Accuracy）の平均が 94.5％、上位３項目では 90.9％となっている。

なお、テキスト分類モデルは、Transformer モデル（Ashish Vaswani ら（2017）” Attention Is All You 

Need”）のエンコーダ部分を用いた（重みの更新は、Adam（学習率=0.001,β1=0.9,β2=0.999）による）。分

類精度向上のため、Facebook が公表する fastText（https://fasttext.cc/）を訓練済みの単語の分散表現と

して用いた。 
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【問 46】 最後に、保育・教育、地域の子育て支援など、子育ての環境や支援に関してご意見がございました

ら、ご自由にご記入ください。（自由回答） 

図表 ３-２２９ 保育・教育等の子育ての環境や支援に関する意見 

No. 分類 
割合（％）

（n=11,401） 

1 経済的状況・支援 40.6 

2 保育所 37.8 

3 居場所・遊び場 17.9 

4 医療・健康 17.2 

5 小学校以上の学校教育 14.6 

6 就労・子育てとの両立支援 14.5 

7 一時預かり 10.8 

8 子育て支援全般 9.6 

9 交通、安全に関する支援 8.8 

10 相談支援 8.4 

11 広報 7.4 

12 幼稚園 7.1 

13 発達・障害に関する支援 6.3 

14 放課後児童健全育成事業 6.3 

15 子育て支援の手続き等（電子化・効率化） 5.4 

16 親子の居場所 4.0 

17 病児・病後児保育事業 3.6 

18 地域交流・イベント 2.1 

19 本調査について 0.7 

20 認定こども園 0.6 

21 感謝等 1.1 

22 その他（上記項目に該当しない意見） 5.2 

23 特にない 1.2  
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図表 ３-２３０ 経済的状況・支援 共起ネットワークによる分析
25

＜出現頻度が多い単語が用いられた意見の例＞ 

 東京都や県内他市のように、子育て世帯への経済的支援を希望します。他地域への転居を考えるほ

ど、横浜市は経済的支援が無さすぎます。

 経済面を重視した支援策を充実してもらえるとありがたいです。特に複数子供がいる場合、昨今の生

活費の高騰も相まって、将来に対して主に金銭面で不安を抱えている家庭が多いと感じています。

 これから保育園を利用する予定だが、世帯年収が高いため、保育料も高い。月々の助成金も少ない。ゆ

とりがある生活をしているわけではないのに、保育料が高いため毎月の支払いに不安を感じる。税金

を多く払っているのに、子育て支援の恩恵を感じなく不平等に感じる。

 横浜市は子育て世代に対しての金銭的な支援、税制面の優遇などが乏しいですので、医療費は所得制

限なく自己負担が無料になりましたが、更なる支援を検討頂きたいです。具体的には、所得制限なく児

童手当の給付をして頂きたいです。

 物価が上昇し金銭的に日々の生活も厳しい。また妊娠中の医療費や出産費用等も高いので子供を産

みたくても産めない。高齢者の、現在の子育て世代への理解も低い。

25
 分類結果の上位３項目の意見に関して、使用語の頻度や関連を見るため、KHCoder（樋口耕一氏が開発した

テキストマイニングのためのソフトウェア。公式 URL：https://khcoder.net/）による共起ネットワーク分析を実

施。円の大きさは語の出現頻度の多さを、円同士を結ぶ直線は、それらの語が１つの意見に同時に出現する頻度が

多いことを示している。また、互いに強く結びつく語をグループ分けし、同じグループに属する語については、同じ色

の円で示している。なお、「思う」など、非常に出現頻度の高い語を使用しないなど、必要に応じて抽出語の選定を行

っている。また、共起ネットワーク分析においては、手動で分類したデータを用いている。（以下同様）
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図表 ３-２３１ 保育所 共起ネットワークによる分析 

＜出現頻度が多い単語が用いられた意見の例＞ 

 横浜市は保育料が高すぎます。時短での仕事復帰だと保育料が高く結局保育料のために働いている

ように感じてしまう。だとすると保育園に預けずに子供との時間を増やした方が良いのではないか

と思うことがある。

 他の地域では、1 歳までのオムツが無料だったり、保育園の完全無料化が実現出来ている地域もある。

それに比べると横浜市は育児におけるサポートがだいぶ不足していると感じられる。横浜市で子育

てをしたいと思えるような未来になる事を願う。

 保育園に入れるか年度末までわからないというのが仕事と子育てを両立しているあらゆる家庭の大

きな精神的負担になっていると思います。希望する時期に確実に保育園に入所できる環境を整備

し、保育園入所手続きをもっとわかりやすくしていただきたいです。

 保育・教育現場の質向上と待機児童を減らすためにそこで働く保育士等への支援。
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図表 ３-２３２ 居場所・遊び場 共起ネットワークによる分析 

＜出現頻度が多い単語が用いられた意見の例＞ 

 小さい子供が気軽に遊べるような場所が少ない。まだまだ子連れに優しくない地域だと思います。

 横浜市の公園は古くてシンプルな遊具しかなく、子供がつまらなそうにしており、公園に行く機会がほ

とんどなくなりました。公園設備の充実をぜひ検討頂ければと思います。

 普通の公園ではできないことがプレイパークでできたと思っています。子どもの遊び場居場所は、子

育て施設などはどうしても室内になってしまいます。一方で屋外の場合は企業のイベントになりがちで

す。どちらも制限事項が少なくなく、子どもがやりたいことを思い切りできる環境がこれからは不可欠

だと思っています。今後も子どもが外で思い切り遊べる環境が横浜で広がっていくことを期待してい

ます。

 遊びに連れて行くにしても、駐車場代場所代費用がかかる。親がついてなければ子を遊ばせられない

のにしっかりと親の料金代もかかる。せっかくの遊び場の利用頻度が減る。親の利用料無料や割引等

そういったところに税金かけられないか。

 今（幼稚園）は子育て環境に満足していますが、小学校に上がってからは放課後の過ごし方をどうすべ

きか悩んでいます。行政には小学校の子どもが放課後でも安心して、かつ安価で過ごせる施設の整備

と情報提供を進めて欲しいと思います。
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