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南部 

29.4% 

西部 

21.8% 中部 

12.6% 

東部 

26.1% 

北部 

9.2% 

無回答 

0.8% 

n=119 

妊娠初期 

52.9% 

妊娠中期 

21.0% 

妊娠後期 

25.2% 

無回答 

0.8% 

n=119 

１．回答者、家族の状況などについて 

問１ お住まいの地区（町丁目）をお答えください。 

問２ 現在、あなたといっしょに暮らしているご家族は、どなたですか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

・居住地区は、「南部」が 29.4％ともっとも高く、次いで「東部」が 26.1％となっている。 

・同居家族は、「配偶者」が 96.6％となっている。 

図表 5-1 居住地区 図表 5-2 同居家族（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ 妊娠経過※についてお答えください。（１つに○） 

・回答者の妊娠経過は、「妊娠初期」が 52.9％ともっとも高く、次いで「妊娠後期」が

25.2％となっている。 

図表 5-3 妊娠経過 

    ※妊娠初期（～４ヶ月：妊娠０週～１５週） 

     妊娠中期（５～７ヶ月：妊娠１６週～２７週） 

     妊娠後期（８～１０ヶ月：妊娠２８週～３９週） 

 

 

 

 
 

 

  

96.6  

2.5  

2.5  

0.8  

0.8  

1.7  

0.8  

0.8  

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

配偶者 

父親 

母親 

兄弟姉妹 

祖父母 

その他 

いない 

無回答 n=119
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問４ 妊娠・出産に関する必要な情報は入手できていますか。 

（①～⑤それぞれ１つに○） 

・妊娠・出産に関する情報について、「得られている」割合は、「②妊娠中の過ごし方につい

て」が 70.6％ともっとも高く、次いで「①妊娠・出産に関する制度について」が 52.1％

となっている。 

・一方、「得られていない」割合は、「⑤子育てを応援してくれる制度について」が 31.9％

ともっとも高く、次いで「④出産後のことについて」が 22.7％となっているが、前回調

査と比べると、「⑤子育てを応援してくれる制度について」は 8.1ポイント、「④出産後の

ことについて」は 3.5ポイント減少している。 

図表 5-4 妊娠・出産に関する情報入手度合い＜経年比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

前回調査 n=260 今回調査 n=119 

50.0 

73.1 

51.5 

19.6 

15.8 

39.6 

21.2 

37.7 

53.5 

43.5 

9.6 

5.0 

10.0 

26.2 

40.0 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

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

得られ 

ている 

どちらとも 

いえない 

得られて 

いない 

無回答 

52.1 

70.6 

50.4 

22.7 

22.7 

40.3 

24.4 

37.8 

53.8 

44.5 

6.7 

4.2 

10.9 

22.7 

31.9 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

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

①妊娠・出産に関する制度に 

 ついて 

②妊娠中の過ごし方について 

③出産・分娩に関することに 

 ついて 

④出産後のことについて 

⑤子育てを応援してくれる 

 制度について 
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問５ 出産や子育て・教育に関して、①気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか。ま

た、②情報は何から得ていますか。 

（①・②それぞれあてはまる番号すべてに○） 

・出産や子育て・教育に関する①相談先は、「配偶者（パートナー）」が 90.8％ともっとも

高く、次いで「子どもの祖父・祖母、その他親族・親類」が 85.7％、「友人・知人」が

73.1％となっている。 

・②情報源は、「インターネット・ＳＮＳなど」が 88.2％ともっとも高く、次いで「友人・

知人」が 64.7％、「病院・診療所」が 52.1％となっている。 

図表 5-5 出産や子育て・教育に関しての①相談先と②情報源（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グラフ中の「**」は選択肢にない項目である（以下同様）。 

 

 

【問５①相談先で「そのような相談先はない」に○をつけた方にうかがいます。】 

問５-１ 今後、どのような相談先を得たいと思いますか。 

（あてはまる番号すべてに○） 

該当者なし  

90.8 

85.7 

73.1 

5.0 

2.5 

2.5 

6.7 

45.4 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

10.1 

0.8 

0.0 

0.0 

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

配偶者（パートナー） 

子どもの祖父・祖母、その他親

族・親類 

友人・知人 

地域の人（隣人・近所） 

民間の相談サービス 

民生委員・児童委員 

市の相談窓口・保健センター・

男女共同参画センターなど 

病院・診療所 

市の広報・パンフレットなど 

ふなばし子育てナビゲーション 

ふなっ子メール 

ふなっこナビ 

ふなっこアプリ 

テレビ・新聞・雑誌などのマス

メディア 

インターネット・ＳＮＳなど 

その他 

そのような相談先/情報源はない 

無回答 n=119

22.7 

50.4 

64.7 

5.0 

4.2 

2.5 

29.4 

52.1 

16.0 

5.9 

0.8 

3.4 

8.4 

40.3 

88.2 

5.0 

0.0 

0.0 

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

n=119

①相談先 ②情報源 
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【すべての方にうかがいます。】 

問５-２ あなたは、どのような妊娠・出産・子育てに関する情報を知りたいと考えて

いますか。（あてはまる番号すべてに○） 

・知りたい情報は、「子育て支援施設（幼稚園・保育園など）の受け入れに関する情報」が

86.6％ともっとも高く、次いで「子どもに関する手当に関する情報」が 80.7％、「乳幼

児健診、予防接種などに関する情報」が 72.3％となっている。 

図表 5-5-2 知りたい妊娠・出産・子育てに関する情報（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

86.6  

36.1  

56.3  

38.7  

72.3  

51.3  

80.7  

40.3  

29.4  

22.7  

17.6  

47.1  

32.8  

51.3  

48.7  

60.5  

0.8  

0.0  

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

子育て支援施設（幼稚園・保育園など）の受け

入れに関する情報 

妊婦健診に関する情報 

妊娠・出産の基礎知識に関する情報 

病院（産科）・助産婦に関する情報 

乳幼児健診、予防接種などに関する情報 

病院（小児科）・休日当番医などに関する情報 

子どもに関する手当に関する情報 

子育て支援センター・児童ホームなどで行われ

るイベント情報 

小学校に関する情報 

放課後ルーム（学童保育）に関する情報 

船っ子教室（放課後子供教室）に関する情報 

一時預かり（一時保育）、ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ

に関する情報 

病児・病後児保育に関する情報 

健康・発達についての情報 

しつけ・成長など子育てに関する情報 

食事・栄養に関する情報 

その他 

無回答 n=119
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フルタイムで就労

している、または

その産休・育休・

介護休業中である 

55.5% 

パートタイム、 

アルバイトなどで 

就労している、 

またはその産休・ 

育休・介護休業中 

である 

14.3% 

就労して 

いない 

27.7% 

無回答 

2.5% 

n=119 

フルタイムで就労

している、または

その産休・育休・

介護休業中である

※1 

47.7% 
パートタイム、 

アルバイトなどで 

就労している、 

またはその産休・ 

育休・介護休業中 

である※2 

11.5% 

以前は就労して 

いたが、現在は 

就労していない 

38.8% 

これまで就労 

したことがない 

0.4% 

無回答 

1.5% 

n=260 

２．就労状況について 

問７ お子さんの保護者（父母）の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうか

がいます。（（１）・（２）それぞれ１つに○） 
 

（１）お母さん 

・母親の就労状況は、「フルタイムで就労している、またはその産休・育休・介護休業中であ

る」が 55.5％となっており、「パートタイム、アルバイトなどで就労している、またはそ

の産休・育休・介護休業中である」を含めた就労割合は 69.8％となっている。 

・前回調査では、フルタイムとパートタイム等を合わせた就労割合は 59.2％となっており、

10ポイント以上増加している。 

図表 5-7.1【母親】就労状況＜経年比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：前回調査の選択肢「フルタイムで就労しており、産休・育休・

介護休業中ではない」と「フルタイムで就労しており、産休・
育休・介護休業中である」の合計  

※2：前回調査の選択肢「パートタイム、アルバイト等で就労してお

り、産休・育休・介護休業中ではない」と「パートタイム、ア
ルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中である」
の合計 

  

今回調査 前回調査 
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フルタイムで就労

している、または

その産休・育休・

介護休業中である 

91.6% 

パートタイム、ア

ルバイトなどで就

労している、また

はその産休・育

休・介護休業中で

ある 

0.8% 

就労して 

いない 

2.5% 
無回答 

5.0% 

n=119 

フルタイムで就労

している、または

その産休・育休・

介護休業中である

※1 

94.2% 

パートタイム、ア

ルバイトなどで就

労している、また

はその産休・育

休・介護休業中で

ある※2 

1.2% 

以前は就労して 

いたが、現在は 

就労していない 

1.2% 

無回答 

3.5% 

n=260 

 

（２）お父さん 

・父親の就労状況は「フルタイム」が 90％以上を占めており、前回調査と大きな差はみら

れない。 

図表 5-7.2【父親】就労状況＜経年比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：前回調査の選択肢「フルタイムで就労しており、産休・育休・

介護休業中ではない」と「フルタイムで就労しており、産休・
育休・介護休業中である」の合計  

※2：前回調査の選択肢「パートタイム、アルバイト等で就労してお

り、産休・育休・介護休業中ではない」と「パートタイム、ア
ルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中である」

の合計 

※「これまで就労したことがない」（0.0％）は省略 
 

  

今回調査 前回調査 
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【問７-１は、問７で「フルタイムで就労している、またはその産休・育休・介護休業中である」
「パートタイム、アルバイトなどで就労している、またはその産休・育休・介護休業中である」
に○をつけた方にうかがいます。】 

問７-１ 就労日数や就労時間、また家を出る時刻、家に帰る時刻をお答えください。 

（１）お母さん ①１週あたりの就労日数と休日 

・母親の１週あたりの就労日数は、「５日」が 78.3％となっており、前回調査と大きな差は

みられない。 

・母親の休日は「日」が 70％を超え、「土」「祝」が 60％台となっている。 

図表 5-7-1.1【母親】就労日数＜経年比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5-7-1.2【母親】休日（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.4  

1.2  

6.0  

8.4  

78.3  

2.4  

1.2  

0% 20% 40% 60% 80%

１日以下 

２日 

３日 

４日 

５日 

６日以上 

無回答 
n=83

0.6  

3.2  

6.5  

6.5  

76.0  

5.2  

1.9  

0% 20% 40% 60% 80%

n=154

12.0  

12.0  

14.5  

15.7  

13.3  

66.3  

72.3  

69.9  

9.6  

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

月 

火 

水 

木 

金 

土 

日 

祝 

無回答 

n=83

今回調査 前回調査 
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（１）お母さん ②１日あたりの就労時間（残業時間含む） 

・母親の１日あたりの就労時間は、「８～９時間」が 43.4％ともっとも高く、次いで「６～

７時間」が 31.3％となっている。 

・前回調査と比べると、「６～７時間」が 14.4 ポイント増加している一方、「８～９時間」

が 17.6ポイント減少している。 

図表 5-7-1.3【母親】就労時間＜経年比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）お母さん ③家を出る時刻 ④家に帰る時刻 

・母親の家を出る時刻は、「７時台」が 38.6％ともっとも高く、次いで「８時台」が 27.7％

となっている。 

・母親の家に帰る時刻は、「18～19時台」が 56.6％ともっとも高く、次いで「20時以降」

が 20.5％となっている。 

図表 5-7-1.4【母親】家を出る時刻         図表 5-7-1.5【母親】家に帰る時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.6  

6.0  

31.3  

43.4  

10.8  

3.6  

1.2  

0% 20% 40% 60% 80%

４時間未満 

４～５時間 

６～７時間 

８～９時間 

10～11時間 

12時間以上 

無回答 n=83

2.6  

3.9  

16.9  

61.0  

10.4  

3.2  

1.9  

0% 20% 40% 60% 80%

n=154

2.4 

10.8 

38.6 

27.7 

8.4 10.8 

1.2 

0%

20%

40%

60%

６時 

より前 

６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時 

以降 

無回答 

n=83

0.0 
3.6 

9.6 

56.6 

20.5 

1.2 
0%

20%

40%

60%

12時 

より前 

12～15 

時台 

16～17 

時台 

18～19 

時台 

20時 

以降 

無回答 

n=83

今回調査 前回調査 
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（２）お父さん ①１週あたりの就労日数と休日 

・父親の１週あたりの就労日数は、「５日」が 83.6％となっている。 

・父親の休日は「日」「祝」が 70％を超えており、「土」が 66.4％となっている。 

図表 5-7-1.6【父親】就労日数＜経年比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5-7-1.7【父親】休日（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

83.6  

14.5  

1.8  

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

１日以下 

２日 

３日 

４日 

５日 

６日以上 

無回答 
n=110

0.4  

0.4  

0.8  

0.4  

72.6  

18.1  

7.3  

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

n=248

6.4  

10.0  

8.2  

5.5  

3.6  

66.4  

78.2  

72.7  

9.1  

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

月 

火 

水 

木 

金 

土 

日 

祝 

無回答 

n=110

今回調査 前回調査 
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（２）お父さん ②１日あたりの就労時間（残業時間含む） 

・父親の１日あたりの就労時間は、「10～11時間」が 36.4％ともっとも高く、次いで「８

～９時間」が 35.5％となっている。 

図表 5-7-1.8【父親】就労時間＜経年比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）お父さん ③家を出る時刻 ④家に帰る時刻 

・父親の家を出る時刻は、「７時台」が 50.0％ともっとも高く、次いで「８時台」が 17.3％

となっている。 

・父親の家に帰る時刻は、「20～21 時台」が 39.1％ともっとも高く、次いで「18～19

時台」が 29.1％となっている。 

図表 5-7-1.9【父親】家を出る時刻        図表 5-7-1.10【父親】家に帰る時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.9  

0.0  

10.9  

35.5  

36.4  

13.6  

2.7  

0% 20% 40% 60%

４時間未満 

４～５時間 

６～７時間 

８～９時間 

10～11時間 

12時間以上 

無回答 n=110

0.4  

0.0  

1.2  

31.0  

28.2  

31.9  

7.3  

0% 20% 40% 60%

n=248

5.5 

15.5 

50.0 

17.3 

4.5 5.5 
1.8 

0%

20%

40%

60%

６時 

より前 

６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時 

以降 

無回答 

n=110

0.0 0.9 4.5 

29.1 

39.1 

23.6 

2.7 

0%

20%

40%

60%

12時 

より前 

12～15 

時台 

16～17 

時台 

18～19 

時台 

20～21 

時台 

22時 

以降 

無回答 

n=110

今回調査 前回調査 
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フルタイム 

55.5% 

パート等 

14.3% 

無業 

27.7% 

無回答 

2.5% 

n=119 

フルタイム 

50.4% 

パート等 

29.4% 

無業 

16.0% 

無回答 

4.2% 

n=119 

 

【すべての方にうかがいます。】 

問７-２ 今後、希望する働き方（就労形態）についてうかがいます。 

（（１）・（２）それぞれ１つに○） 

（１）お母さん 

・母親の希望する就労形態は、「現在の就労状況と同じ」が 44.5％ともっとも高く、次いで

「パート等（見込みなし）」が 21.8％となっている。 

・現在「フルタイム」から「パート等」への転換希望が 15.1％、現在「パート等」から「フ

ルタイム」への転換希望が 11.8％、現在「無業」から「フルタイム」「パート等」への転

換希望が 63.7％となっている。 

・母親が１年以内の実現見込みの有無にかかわらず、希望通りの就労形態に転換した場合、

「フルタイム」が 50.4％、「パート等」が 29.4％、「無業」が 16.0％となり、現在の就

労状況と比べると、「パート等」が 15.1ポイント増加する。 

図表 5-7-2.1【母親】今後希望する就労形態 

 

 

 

 

 

図表 5-7-2.2【母親】現在の就労状況からの転換希望 

フルタイム 

n=66 

 
パート等 

(見込みあり) 
 パート等 

(見込みなし) 
 

就労しない 
 

 

 4.5％  10.6％  4.5％   
         

パート等 

n=17 

 
フルタイム 
(見込みあり) 

 フルタイム 
(見込みなし) 

 
就労しない 

 
 

 0.0％  11.8％  23.5％   
         

無業 

n=33 

 
フルタイム 
(見込みあり) 

 フルタイム 
(見込みなし) 

 パート等 
(見込みあり) 

 パート等 
(見込みなし) 

 6.1％  12.1％  6.1％  39.4％ 

図表 5-7-2.3【母親】現在の就労状況と希望する就労形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現在の就労状況 希望する就労形態 

44.5 5.0 7.6 5.0 21.8 11.8 4.2 

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

全体 n=119 

現在の 

就労状況 

と同じ 

フルタイム 

（見込みあり） 

フルタイム 

（見込みなし） 

パート等 

（見込みあり） 

パート等 

（見込みなし） 

就労 

しない 

無回答  

現
在
の
就
労
状
況 
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（２）お父さん 

・父親の希望する就労形態は、「現在の就労状況と同じ」が 89.1％となっている。 

図表 5-7-2.4【父親】今後希望する就労形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

89.1 3.4 

0.0 

0.8 

0.0 

0.0 

6.7 

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

全体 n=119 

現在の 

就労状況 

と同じ 

フルタイム 

（見込みあり） 

フルタイム 

（見込みなし） 

パート等 

（見込みあり） 

パート等 

（見込みなし） 

就労 

しない 

無回答  
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利用させたい 

施設等 

がある 

96.6% 

利用させたい 

施設等 

がない 

2.5% 

無回答 

0.8% 

n=119 

３．平日の日常的な施設等の利用について 

施設等の種類 

１．幼稚園（通常の就園時間のみの利用） 

２．幼稚園＋幼稚園の預かり保育（通常の就園時間＋在園児を対象とした延長保育の利用） 

３．認可保育所（保育園）（法令による認可を受けたもので定員 20人以上のもの） 

４．認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設） 

５．小規模保育事業 

（0～2歳児を預かる施設で市町村の認可を受けた定員概ね６～19人のもの） 

６．家庭的保育（保育者の家庭などで、５人以下の０～２歳児の保育を行うもの） 

７．事業所内保育施設（企業が主に従業員用に運営する施設） 

８．認証保育所（認可保育所ではないが、自治体が認証・認定した施設） 

９．その他の認可外の保育施設 

10．居宅訪問型保育（ベビーシッター）（保育者がその子どもの家庭で保育を行うもの） 

11．ファミリー・サポート・センター（地域の住民が子どもを預かるもの） 

 

問８ お子さんに、上の表の中にある施設等で、日常的に利用させたいと考えるものは

ありますか。（１つに○） 

・日常的な施設等の利用希望は、「利用させたい施設等がある」が 96.6％となっている。 

図表 5-8 日常的な施設等の利用希望 
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【問８-１～問８-２は、問８で「利用させたい施設等がある」に○をつけた方にうかがいます。】 

問８-１ 利用させたいと考える施設等はどれですか。 

（P159 の表の中のあてはまる番号をすべて記入） 

・利用させたい施設等は、「認可保育所（保育園）」が 69.6％ともっとも高く、次いで「認

定こども園」が 44.3％、「幼稚園」が 39.1％となっている。 

・設問内容が異なるため参考比較とするが、前回調査より「幼稚園＋幼稚園の預かり保育」

が 11.6 ポイント、「認可保育所（保育園）」が 4.6 ポイント減少し、「認定こども園」が

17.0ポイント増加している。 

図表 5-8-1 利用させたい施設等（複数回答）＜経年比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査はすべての方への設問 

  

39.1  

33.0  

69.6  

44.3  

20.0  

4.3  

10.4  

18.3  

4.3  

11.3  

13.0  

0.0  

0% 20% 40% 60% 80%

幼稚園 

幼稚園＋ 

幼稚園の預かり保育 

認可保育所（保育園） 

認定こども園 

小規模保育事業 

家庭的保育 

事業所内保育施設 

認証保育所 

その他の認可外の保育施設 

居宅訪問型保育 

（ベビーシッター） 

ファミリー・サポート・ 

センター 

無回答 n=115

41.9  

44.6  

74.2  

27.3  

16.9  

5.8  

9.6  

20.0  

4.6  

3.1  

7.7  

1.2  

0.8  

0% 20% 40% 60% 80%

幼稚園 

幼稚園＋ 

幼稚園の預かり保育 

認可保育所（保育園） 

認定こども園 

小規模な保育施設 

家庭的保育 

事業所内保育施設 

認証保育所 

その他の認可外の保育施設 

居宅訪問型保育 

ファミリー・サポート・ 

センター 

その他 

無回答 n=260

今回調査 前回調査 
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問８-２ 問８-１で選んだ施設等で、もっとも利用させたいものはどれですか。 

（１つ選んで番号を記入） 

・もっとも利用したい施設等は、「認可保育所（保育園）」が 56.5％ともっとも高く、次い

で「幼稚園」が 25.2％、「幼稚園＋幼稚園の預かり保育」が 8.7％となっている。 

図表 5-8-2 もっとも利用させたい施設等＜経年比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査はすべての方への設問 

  

25.2  

8.7  

56.5  

4.3  

0.9  

0.0  

0.9  

0.0  

0.0  

0.0  

1.7  

1.7  

0% 20% 40% 60% 80%

幼稚園 

幼稚園＋ 

幼稚園の預かり保育 

認可保育所（保育園） 

認定こども園 

小規模保育事業 

家庭的保育 

事業所内保育施設 

認証保育所 

その他の認可外の保育施設 

居宅訪問型保育 

（ベビーシッター） 

ファミリー・サポート・ 

センター 

無回答 n=115

19.4  

15.1  

46.1  

4.3  

0.4  

0.4  

1.2  

0.0  

0.4  

1.2  

0.0  

0.4  

11.2  

0% 20% 40% 60% 80%

幼稚園 

幼稚園＋ 

幼稚園の預かり保育 

認可保育所（保育園） 

認定こども園 

小規模な保育施設 

家庭的保育 

事業所内保育施設 

認証保育所 

その他の認可外の保育施設 

居宅訪問型保育 

ファミリー・サポート・ 

センター 

その他 

無回答 n=258

今回調査 前回調査 
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無償化実現後

に、もっとも

利用させたい

施設等 

（がある） 

92.4% 

利用したい 

施設等がない 

3.4% 

無回答 

4.2% 

n=119 

 

【すべての方にうかがいます。】 

問９ 幼児教育・保育の無償化が実現した場合に、お子さんに、P159の表の中にある施

設等で、もっとも利用させたいものはどれですか。 

（１つに○。「無償化実現後に、もっとも利用したい施設等」の場合、あてはま

る番号を１つ選んで記入） 

・「無償化実現後に、もっとも利用させたい施設等（がある）」割合は 92.4％となっている。 

図表 5-9.1 無償化実現後にもっとも利用させたい施設等の有無 
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・無償化実現後にもっとも利用させたい施設等を、現在もっとも利用させたい施設等（問

８-２）と比べると、実現後は、「認可保育所（保育園）」が 8.3ポイント減少し、「幼稚園

＋幼稚園の預かり保育」が 5.8ポイント、「認定こども園」が 3.9ポイント増加している。 

図表 5-9.2 無償化実現後にもっとも利用させたい施設等と現在もっとも利用させたい施設等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26.4  

14.5  

48.2  

8.2  

0.0  

0.0  

0.0  

0.9  

0.9  

0.9  

0.0  

0.0  

25.2 

8.7 

56.5 

4.3 

0.9 

0.0 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

1.7 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80%

幼稚園 

幼稚園＋ 

幼稚園の預かり保育 

認可保育所（保育園） 

認定こども園 

小規模保育事業 

家庭的保育 

事業所内保育施設 

認証保育所 

その他の認可外の保育施設 

居宅訪問型保育 

（ベビーシッター） 

ファミリー・サポート・ 

センター 

無回答 

無償化実現後 

n=110 

現在の希望 

n=115 
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問９-１ 幼児教育・保育の無償化が実現した場合、希望する働き方（就労形態）は変

わりますか。（（１）・（２）それぞれ１つに○） 

（１）お母さん 

・無償化実現後の母親の就労状況の変化は、「変わらない」が 63.9％ともっとも高く、次い

で「就労時間を短くする」が 14.3％となっている。 

・現在の就労状況と無償化実現後に希望する就労形態の関係は、「フルタイム」では「変わら

ない」が 68.2％ともっとも高く、次いで「就労時間を短くする」が 21.2％となっている。 

・「無業」では「変わらない」が 60.6％ともっとも高く、次いで「就労せず子育て等に専念

するつもりだったが、就労する」が 33.3％となっている。 

図表 5-9-1.1【母親】問７（現在の就労状況）×問９-１（無償化実現後に希望する就労形態）  上段：人 

現在の 

就労状況 

 ↓ 

希望→ 変わらない 
就労時間を 

短くする 

就労時間を 

長くする 

就労しようと

思っていた

が、子育て等

に専念する 

就労せず子

育て等に専

念するつも

りだったが、

就労する 

無回答 

全体 
119 76 17 8 2 15 1 

100.0％ 63.9％ 14.3％ 6.7％ 1.7％ 12.6％ 0.8％ 

ﾌﾙﾀｲﾑ就労 

または産休等 

66 45 14 4 1 2 0 

100.0％ 68.2％ 21.2％ 6.1％ 1.5％ 3.0％ 0.0％ 

パート等就労

または産休等 

17 9 2 4 0 2 0 

100.0％ 52.9％ 11.8％ 23.5％ 0.0％ 11.8％ 0.0％ 

無業 
33 20 1 0 1 11 0 

100.0％ 60.6％ 3.0％ 0.0％ 3.0％ 33.3％ 0.0％ 

無回答 
3 2 0 0 0 0 1 

100.0％ 66.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 33.3％ 

 

 

（２）お父さん 

・無償化実現後の父親の就労状況の変化は、「変わらない」が 89.9％を占めている。 

図表 5-9-1.2【父親】問７（現在の就労状況）×問９-１（無償化実現後に希望する就労形態）  上段：人 

現在の 

就労状況 

 ↓ 

希望→ 変わらない 
就労時間を 

短くする 

就労時間を 

長くする 

就労しようと

思っていた

が、子育て等

に専念する 

就労せず子

育て等に専

念するつも

りだったが、

就労する 

無回答 

全体 
119 107 4 0 0 0 8 

100.0％ 89.9％ 3.4％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 6.7％ 
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ほぼ毎週

利用 

したい 

8.1% 

月に１～

２回は利

用したい 

21.2% 

利用する

必要は 

ない 

66.2% 

無回答 

4.6% 

n=260 

ほぼ毎週

利用 

したい 

8.4% 

月に１～

２回は利

用したい 

28.6% 

利用する

必要は 

ない 

62.2% 

無回答 

0.8% 

n=119 

４．土曜・休日の施設等の利用希望について 

問 10 お子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、施設等の定期的な利用希望はあり

ますか。希望がある場合は、利用したい時間帯も記入してください。なお、一時

的な利用は除きます。 

（１）土曜日 

・土曜日の施設等の利用希望は、「ほぼ毎週利用したい」が 8.4％、「月に１～２回は利用し

たい」が 28.6％となっている。 

・利用希望者の希望する開始時刻は「９時台」が 29.5％ともっとも高く、次いで「８時台」

が 27.3％となっている。 

・希望終了時刻は、「19時以降」が 25.0％ともっとも高く、次いで「18時台」が 18.2％

となっている。 

図表 5-10.1 土曜日の施設等の利用希望＜経年比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5-10.2 土曜日の利用希望開始時刻       図表 5-10.3 土曜日の利用希望終了時刻 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0 

13.6 

27.3 
29.5 

18.2 

11.4 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時 

以降 

無回答 

n=44

9.1 11.4 11.4 
15.9 18.2 

25.0 

9.1 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

15時 

より前 

15時台 16時台 17時台 18時台 19時 

以降 

無回答 

n=44

今回調査 前回調査 
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ほぼ毎週

利用 

したい 

4.2% 月に１～

２回は利

用したい 

12.3% 

利用する

必要は 

ない 

78.5% 

無回答 

5.0% 

n=260 

ほぼ毎週

利用 

したい 

6.7% 

月に１～

２回は利

用したい 

18.5% 

利用する

必要は 

ない 

73.1% 

無回答 

1.7% 

n=119 

 

（２）日曜日・祝日 

・日曜日・祝日の施設等の利用希望は、「ほぼ毎週利用したい」が 6.7％、「月に１～２回は

利用したい」が 18.5％となっている。 

・利用希望者の希望する開始時刻は「８時台」が 30.0％ともっとも高く、次いで「10時以

降」が 26.7％となっている。 

・希望終了時刻は、「19時以降」が 33.3％ともっとも高く、次いで「17時台」が 20.0％

となっている。 

図表 5-10.4 日曜日・祝日の施設等の利用希望＜経年比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5-10.5 日曜日・祝日の利用希望開始時刻    図表 5-10.6 日曜日・祝日の利用希望終了時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0 

10.0 

30.0 
23.3 26.7 

10.0 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時 

以降 

無回答 

n=30

10.0 

3.3 
10.0 

20.0 

13.3 

33.3 

10.0 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

15時 

より前 

15時台 16時台 17時台 18時台 19時 

以降 

無回答 

n=30

今回調査 前回調査 
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５．地域の子育て支援事業の利用希望について 

問 11 お子さんについて、地域の子育て支援事業を利用したいと思いますか。①～③の

Ｂで「いいえ」に○をつけた方は、理由も記入してください。 

（①～⑤ごとに、Ａ、Ｂそれぞれ１つに○） 

Ａ 知っている 

・地域の子育て支援事業の認知度（「知っている」の割合）は、「①子育て支援センター」が

58.8％、「②児童ホーム」が 52.9％と 50％を超えている。 

図表 5-11.1 子育て支援事業の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 今後利用したい 

・地域の子育て支援事業の利用希望（「今後利用したい」の割合）は、「①子育て支援センター」

が 80.7％ともっとも高く、次に「②児童ホーム」と「③幼稚園・保育園・認定こども園

で行っている地域の子育て支援事業」が 79.0％となっている。 

図表 5-11.2 子育て支援事業の利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=119 

n=119 

58.8 

52.9 

37.8 

23.5 

3.4 

35.3 

41.2 

56.3 

68.9 

80.7 

5.9 

5.9 

5.9 

7.6 

16.0 

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

①子育て支援センター 

②児童ホーム 

③幼稚園・保育園・認定こども園で 

 行っている地域の子育て支援事業 

④市や地区社会福祉協議会など 

 で実施される子育て支援事業 

⑤その他 

はい（知っている） いいえ（知らない） 無回答 

80.7 

79.0 

79.0 

58.0 

26.1 

8.4 

9.2 

5.9 

27.7 

54.6 

10.9 

11.8 

15.1 

14.3 

19.3 

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

①子育て支援センター 

②児童ホーム 

③幼稚園・保育園・認定こども園で 

 行っている地域の子育て支援事業 

④市や地区社会福祉協議会など 

 で実施される子育て支援事業 

⑤その他 

はい（今後利用したい） いいえ（利用意向はない） 無回答 
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問 12 以下の①～⑥で知っているものや、これまでに利用したことがあるもの、また、

今後利用したいと思うものはありますか。 

（①～⑥ごとに、Ａ、Ｂ、Ｃそれぞれ１つに○） 

Ａ 知っている 

・子育て関係のサービス等の認知度（「知っている」の割合）は、「①はじめてママになるた

めの教室、パパママ教室、育児講座」が 86.6％、「②保健センターの情報提供・家庭訪問・

健診・相談サービス」が 82.4％と 80％を超えている。 

・一方「③家庭教育セミナー」と「④総合教育センター」は、認知度が 10％台となってい

る。 

図表 5-12.1 サービス等の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ これまでに利用したことがある 

・子育て関係のサービス等の利用状況（「利用したことがある」の割合）は、「①はじめてマ

マになるための教室、パパママ教室、育児講座」が 38.7％、「②保健センターの情報提供・

家庭訪問・健診・相談サービス」が 7.6％となっている。 

図表 5-12.2 サービス等の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=119 

n=119 

86.6 

82.4 

10.9 

15.1 

27.7 

25.2 

7.6 

14.3 

84.9 

79.8 

68.9 

71.4 

5.9 

3.4 

4.2 

5.0 

3.4 

3.4 

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

①はじめてママになるための教室、 

 パパママ教室、育児講座 

②保健センターの情報提供・家庭訪 

 問・健診・相談サービス 

③家庭教育セミナー 

④総合教育センター 

⑤幼稚園・保育園・認定こども園の 

 園庭などの開放 

⑥ファミリー・サポート・センター 

はい（知っている） いいえ（知らない） 無回答 

38.7 

7.6 

55.5 

84.9 

5.9 

7.6 

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

①はじめてママになるための教室、 

 パパママ教室、育児講座 

②保健センターの情報提供・家庭訪 

 問・健診・相談サービス 

はい（利用したことがある） いいえ（利用したことがない） 無回答 
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Ｃ 今後利用したい＋現在も利用しているが、今後も利用したい 

・子育て関係のサービス等の利用希望（「今後利用したい」の割合）は、「①はじめてママに

なるための教室、パパママ教室、育児講座」が 84.9％、「②保健センターの情報提供・家

庭訪問・健診・相談サービス」が 82.4％と 80％を超えている。 

・認知度が比較的低かった「③家庭教育セミナー」と「④総合教育センター」は、利用希望

は 50％を超えている。 

図表 5-12.3 サービス等の利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=119 

84.9 

82.4 

50.4 

52.9 

79.0 

68.9 

8.4 

7.6 

39.5 

36.1 

11.8 

22.7 

6.7 

10.1 

10.1 

10.9 

9.2 

8.4 

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

①はじめてママになるための教室、 

 パパママ教室、育児講座 

②保健センターの情報提供・家庭訪 

 問・健診・相談サービス 

③家庭教育セミナー 

④総合教育センター 

⑤幼稚園・保育園・認定こども園の 

 園庭などの開放 

⑥ファミリー・サポート・センター 

はい（今後利用したい） いいえ（利用意向はない） 無回答 
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６．育児休業など、職場の支援制度について 

問 13 出産後、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得しますか。 

（（１）・（２）それぞれ１つに○） 

（１）お母さん 

・母親の育児休業の取得状況（希望）は、「取得する（したい）」が 58.0％、「取得しない」

が 10.1％となっており、「取得する（したい）」は、「就労していない」と「無回答」を除

いた『就労者』の 85.2％となっている。 

・前回調査における「取得する（したい）」は、『就労者』の 82.0％となっており、3.2 ポ

イント増加している。 

図表 5-13.1【母親】育児休業の取得状況＜経年比較＞ 

 

 

 

 

 

図表 5-13.2【母親】『就労者』の育児休業の取得状況＜経年比較＞ 

 

 

 

 

 

 

・母親の育児休業の取得希望期間は、「10～12か月」が 44.9％ともっとも高く、次いで「19

～30か月」が 15.9％、「31か月以上」が 11.6％となっている。 

図表 5-13.3【母親】取得希望期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0  

5.8  

2.9  

44.9  

5.8  

7.2  

15.9  

11.6  

5.8  

0% 20% 40% 60%

１～３か月 

４～６か月 

７～９か月 

10～12か月 

13～15か月 

16～18か月 

19～30か月 

31か月以上 

無回答 
n=69

 

 

58.0 

47.3 

10.1 

10.4 

30.3 

37.7 

1.7 

4.6 

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

今回調査     n=119 

前回調査     n=260 

取得する（したい） 取得しない 就労していない 無回答 

 

 

85.2 

82.0 

14.8 

18.0 

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

今回調査      n=81 

前回調査     n=150 

取得する（したい） 取得しない 
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（２）お父さん 

・父親の育児休業の取得状況（希望）は、「取得する（したい）」が 16.8％、「取得しない」

が 75.6％となっており、「取得する（したい）」は、「就労していない」と「無回答」を除

いた『就労者』の 18.2％となっている。 

・前回調査における「取得する（したい）」は、『就労者』の 2.7％となっており、15.5 ポ

イント増加している。 

図表 5-13.4【父親】育児休業の取得状況＜経年比較＞ 

 

 

 

 

 

図表 5-13.5【父親】『就労者』の育児休業の取得状況＜経年比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

・父親の育児休業の取得希望期間は、「１～３か月」が 50.0％、「10～12か月」が 20.0％

となっている。 

図表 5-13.6【父親】取得希望期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50.0  

5.0  

0.0  

20.0  

0.0  

0.0  

5.0  

0.0  

20.0  

0% 20% 40% 60%

１～３か月 

４～６か月 

７～９か月 

10～12か月 

13～15か月 

16～18か月 

19～30か月 

31か月以上 

無回答 n=20

 

 

16.8 

2.3 

75.6 

83.1 

1.7 

1.2 

5.9 

13.5 

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

今回調査     n=119 

前回調査     n=260 

取得する（したい） 取得しない 就労していない 無回答 

 

 

18.2 

2.7 

81.8 

97.3 

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

今回調査     n=110 

前回調査     n=222 

取得する（したい） 取得しない 
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年度初めの入所

に合わせたタイ

ミングにする 

79.7% 

それ以外 

20.3% 

無回答 

0.0% 

n=69 

年度初めの入所

に合わせたタイ

ミングにする 

15.0% 

それ以外 

80.0% 

無回答 

5.0% 

n=20 

 

【問 13で「取得する（したい）」に○をつけた方にうかがいます。】 

問 13-１ 育児休業から仕事に復帰するのは、年度初めの保育施設への入所に合わせた

タイミングにする予定ですか。（（１）・（２）それぞれ１つに○） 

・母親の仕事復帰のタイミングは、「年度初めの入所に合わせたタイミングにする」が

79.7％、「それ以外」が 20.3％となっている。 

・父親の仕事復帰のタイミングは、「年度初めの入所に合わせたタイミングにする」が

15.0％、「それ以外」が 80.0％となっている。 

図表 5-13-1 仕事復帰のタイミング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

問 13-２ 勤務先に、育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があるとしたら、「希

望」としてはお子さんが何歳何ヶ月のときまで取りたいですか。 

・３歳まで取得できるとしたら、母親の取りたい期間は、「31 か月以上」が 52.2％ともっ

とも高く、次いで「19～30か月」が 18.8％、「10～12か月」が 15.9％となっている。 

・父親の取りたい期間は、「10～12か月」が 40.0％ともっとも高く、次いで「31か月以

上」が 20.0％、「１～３か月」が 15.0％となっている。 

図表 5-13-2 ３歳まで取得可能の場合に希望する期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）お母さん （２）お父さん 

0.0  

1.4  

0.0  

15.9  

0.0  

2.9  

18.8  

52.2  

8.7  

0% 20% 40% 60%

１～３か月 

４～６か月 

７～９か月 

10～12か月 

13～15か月 

16～18か月 

19～30か月 

31か月以上 

無回答 n=69

（１）お母さん （２）お父さん 

15.0  

5.0  

0.0  

40.0  

0.0  

0.0  

0.0  

20.0  

20.0  

0% 20% 40% 60%

n=20
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【問 13で「取得しない」に○をつけた方にうかがいます。】 

問 13-３ 育児休業を取得しない理由をお答えください。 

（（１）・（２）それぞれあてはまる番号すべてに○） 

・父親の育児休業を取得しない理由は、「収入減となり、経済的に苦しくなる」が 46.7％と

もっとも高く、次いで「仕事が忙しい」「配偶者が育児休業制度を利用する」がともに

37.8％となっている。 

※母親の取得しない理由はコメントを省略。 

図表 5-13-3 育児休業を取得しない理由（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.3  

8.3  

0.0  

16.7  

0.0  

16.7  

0.0  

0.0  

0.0  

33.3  

33.3  

33.3  

25.0  

8.3  

8.3  

0.0  

0% 20% 40% 60%

職場に育児休業を取りにくい雰囲気がある 

仕事が忙しい 

（産休後に）仕事に早く復帰したい 

仕事に戻るのが難しそう 

昇給・昇格などが遅れそう 

収入減となり、経済的に苦しくなる 

保育施設に預けることができる 

配偶者が育児休業制度を利用する 

配偶者が無職、祖父母などの親族にみてもら

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する 

職場に育児休業の制度がない 

有期雇用のため育児休業の取得要件を 

満たさない 

育児休業制度があるかどうかわからない 

産前産後の休暇制度があるかどうか 

わからない 

その他 

無回答 n=12

35.6 

37.8 

5.6 

8.9 

13.3 

46.7 

3.3 

37.8 

18.9 

1.1 

5.6 

2.2 

5.6 

** 

0.0 

18.9 

0% 20% 40% 60%

n=90

（１）お母さん （２）お父さん 
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７．子育て環境や支援について 

問 14 船橋市は子育てしやすいまちだと思いますか。（１つに○） 

子育てしにくい  子育てしやすい 

１ ２ ３ ４ ５ 

 

・船橋市は子育てしやすいまちだと思うかについて、「やや子育てしやすい」「子育てしやす

い」を合わせた『子育てしやすい』の割合は 26.9％となっている。無回答を除いた割合

は、『子育てしやすい』が 29.0％となっており、前回調査の 22.9％より 6.1ポイント増

加している。 

図表 5-14.1 子育てしやすいまちだと思うか＜経年比較＞ 

 

 

 

 

 

 

図表 5-14.2 子育てしやすいまちだと思うか＜経年比較・無回答除く＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

0.8 

3.5 

7.6 

14.2 

57.1 

54.6 

22.7 

19.6 

4.2 

1.9 

7.6 

6.2 

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

今回調査   n=119 

前回調査   n=260 

子育て 

しにくい 

やや子育て 

しにくい 

どちらとも 

いえない 

やや子育て 

しやすい 

子育て 

しやすい 

無回答 

 

 

0.9 

3.7 

8.2 

15.2 

61.8 

58.2 

24.5 

20.9 

4.5 

2.0 

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

今回調査   n=110 

前回調査   n=244 

子育て 

しにくい 

やや子育て 

しにくい 

どちらとも 

いえない 

やや子育て 

しやすい 

子育て 

しやすい 
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問 15 以下の(１)～(12)について、あなたはどのように感じていますか。あなたの考え

にもっとも近いと思う番号を選んでください。 

（（１）～（12）それぞれ１つに○） 

・市の子ども・子育て支援施策については、「できている」「まあまあできている」を合わせ

た『できている』の割合は「（４）母子保健の充実」が 52.1％ともっとも高く、次に「（７）

情報提供・相談体制の整備」が 37.0％となっている。 

・一方、「あまりできていない」「できていない」を合わせた『できていない』の割合は「（１）

幼児期の学校教育・保育の充実」「（９）経済的支援の実施」がともに 13.4％ともっとも

高くなっている。 

図表 5-15 市の子ども・子育て支援施策に感じること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 

5.0 

3.4 

22.7 

9.2 

6.7 

10.9 

5.0 

6.7 

4.2 

4.2 

2.5 

15.1 

21.8 

6.7 

29.4 

16.8 

7.6 

26.1 

5.9 

21.8 

8.4 

6.7 

5.9 

29.4 

21.0 

26.1 

19.3 

23.5 

24.4 

22.7 

21.8 

19.3 

23.5 

21.8 

22.7 

8.4 

4.2 

3.4 

2.5 

3.4 

5.0 

5.9 

0.8 

10.9 

3.4 

3.4 

9.2 

5.0 

4.2 

0.8 

0.8 

0.0 

1.7 

1.7 

0.0 

2.5 

1.7 

0.0 

3.4 

33.6 

40.3 

56.3 

21.8 

43.7 

51.3 

29.4 

63.0 

35.3 

55.5 

60.5 

52.9 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

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

(1)幼児期の学校教育・保育の 

  充実 

(2)子どもの居場所づくり   

(3)障害児支援の充実     

(4)母子保健の充実      

(5)親子のふれあいの場づくり 

(6)多様な子育て支援サービス 

  の充実 

(7)情報提供・相談体制の整備 

(8)ひとり親家庭などの自立支 

  援の推進 

(9)経済的支援の実施     

(10)子育てを支援する地域社会 

  づくり 

(11)児童虐待防止対策の充実  

(12)仕事と家庭の両立支援の 

    推進                     

できて 

いる 

まあまあ 

できている 

どちらとも 

いえない 

あまり 

できて 

いない 

できて 

いない 

わから 

ない 

無回答 

n=119 


