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Ⅱ 「就学前の子どもの保護者」調査結果 

問１ 宛名のお子さんからみて、回答する方はどなたですか。（１つに○） 

「母親」の割合が 88.0％、「父親」の割

合が 11.5％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

問２ 宛名のお子さんの子育てや教育を主にしているのは、お子さんからみてどなたですか。 

（１つに○） 

「父母ともに」の割合が 56.7％と最も高

く、次いで「主に母親」の割合が 42.3％と

なっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「父母と

もに」の割合が増加し、「主に母親」の割

合が減少しています。 

 

 

 

 

問３ 宛名のお子さんの ①生年月 ②きょうだい数 ③末子の満年齢をご記入ください。 

（１）子どもの年齢 

「０歳」の割合が 32.7％と最も高く、次

いで「１歳」の割合が 17.8％、「２歳」の

割合が 13.9％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「６か月

未満」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

  

％

６か月未満

６か月～１歳未満

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

21.3

11.4

17.8

13.9

13.2

11.4

10.0

1.1

15.7

10.6

17.4

16.1

13.8

13.2

11.8

1.5

0 10 20 30

％

母親

父親

その他

無回答

88.0

11.5

0.2

0.3

88.4

11.1

0.3

0.3

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）

％

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

56.7

42.3

0.3

0.1

0.1

0.5

51.0

48.2

0.3

0.3

0.0

0.3

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）
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（２）きょうだい数 

「１人」の割合が 61.8％と最も高く、次

いで「２人」の割合が 29.3％となっていま

す。 

平成 28 年度調査と比較すると、「１人」

の割合が大きく増加しています。 

 

 

 

（３）末子の満年齢 

「０歳」の割合が 33.1％と最も高く、次

いで「１歳」の割合が 21.9％、「２歳」の

割合が 14.7％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、「０歳」

「１歳」の割合が増加しています。 

 

 

 

問４ 宛名のお子さんの主な保護者はどなたですか。（１つに○） 

「両親（単身赴任や入院など、一定期間

別居の場合も含む）」の割合が 95.8％と最

も高くなっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

 

％

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

61.8

29.3

6.0

0.4

0.0

2.5

32.5

28.1

7.9

1.6

0.2

29.6

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）

％

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

無回答

33.1

21.9

14.7

10.5

7.8

5.9

6.1

20.4

16.0

13.5

9.3

7.0

7.2

26.6

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）

％

両親（単身赴任や入院など、
一定期間別居の場合も含む）

父親だけ（ひとり親家庭）

母親だけ（ひとり親家庭）

その他

無回答

95.8

0.2

3.8

0.1

0.1

95.9

0.1

3.5

0.2

0.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）
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問５ 保護者の現在の就労状況（自営業やそのお手伝い（家族従事者）含む）をお答えください。 

（１）母親 

平成 28 年度調査と比較して、大きな変

化はみられませんが、「フルタイム（産休・

育休・介護休業中ではない）」の割合が

34.3％と最も高く、次いで「以前は働いて

いたが、現在は働いていない」の割合が

31.6％、「フルタイム（産休・育休・介護

休業中）」の割合が 19.5％となっています。 

 

 

 

 

 

（２）父親 

「フルタイム（育休・介護休業中ではな

い）」の割合が 96.3％と最も高くなってい

ます。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

％

フルタイム（産休・育休・介護
休業中ではない）

フルタイム（産休・育休・介護
休業中）

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 等（産休・育
休・介護休業中ではない）

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 等（産休・育
休・介護休業中）

以前は働いていたが、現在
は働いていない

これまで働いたことはない

無回答

34.3

19.5

10.9

2.0

31.6

1.1

0.7

32.5

14.9

14.2

0.9

35.0

2.1

0.4

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 1,169）

平成28年度調査

（N = 1,088）

％

フルタイム（育休・介護休業
中ではない）

フルタイム（育休・介護休業
中）

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 等（育休・介護
休業中ではない）

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 等（育休・介護
休業中）

以前は働いていたが、現在
は働いていない

これまで働いたことはない

無回答

96.3

0.4

0.7

0.0

0.3

0.0

2.3

96.3

0.2

1.1

0.0

0.6

0.2

1.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

（N = 1,126）

平成28年度調査

（N = 1,051）
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家庭類型 

問４、問５から家庭類型を集計すると、

「共働き世帯」の割合が 62.5％と最も高く、

次いで「非共働き世帯」の割合が 33.3％と

なっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

年齢別でみると、他に比べ、５歳で「非

共働き世帯」の割合が高く、約４割となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年齢無回答者数：13 人 

 

 

 

0.52.24.97.24.11.66.2 62.363.465.849.256.660.846.9 52.6 37.734.334.244.935.533.851.639.2 0.50.71.42.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%

父子家庭 母子家庭 共働き世帯 非共働き世帯 無回答

【年齢別】

N =

全  体 1,171

６か月未満 249

６か月～１歳未満 133

１歳 208

２歳 163

３歳 155

４歳 133

５歳 117

0.2

1.5

3.8

1.6

0.8

3.8

3.7

4.5

4.5

11.1

62.5

68.7

68.4

61.5

61.3

63.9

57.9

47.9

33.3

29.3

30.8

34.1

35.0

31.6

36.1

41.0

0.2

0.4

0.5

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

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）

％

父子家庭

母子家庭

共働き世帯

非共働き世帯

無回答

0.2

3.8

62.5

33.3

0.2

0.1

3.5

57.9

38.0

0.5

0 20 40 60 80
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問５で「３．パート・アルバイト等（産休・育休・介護休業中ではない）」「４．パート・アルバ

イト等（産休・育休・介護休業中）」に○をつけた方にうかがいます。 

問６ 就労日数や就労時間等（残業時間を含む）をお答えください。 

（１）母親 

①就労日数（１週あたり） 

「５日」の割合が 38.0％と最も高く、次

いで「４日」の割合が 27.3％、「３日」の

割合が 17.3％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

 

②平均就労時間（１日あたり） 

「６時間」の割合が 26.7％と最も高く、

次いで「７時間」の割合が 22.7％、「５時

間」の割合が 15.3％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「５時間」

の割合が減少し、「７時間」の割合が増加

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）父親 

①就労日数（１週あたり）（Ｎ＝８） 

「５日」が 5件、「６日」が 2件、「３日」が 1件となっています。 

 

②平均就労時間（１日あたり）（Ｎ＝８） 

「８時間」が 3件、「４時間」、「５時間」、「７時間」が 1件となっています。 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

2.0

7.3

17.3

27.3

38.0

6.0

0.7

1.3

3.0

10.4

15.2

29.9

36.6

2.4

0.0

2.4

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 150）

平成28年度調査

（N = 164）

％

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間以上

無回答

1.3

2.0

8.7

12.7

15.3

26.7

22.7

8.0

0.0

0.0

0.7

2.0

0.0

1.8

9.1

11.0

21.3

23.8

17.1

12.8

0.6

0.0

0.0

2.4

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 150）

平成28年度調査

（N = 164）
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問 5で「３．以前は働いていたが、現在は働いていない」「４．これまで働いたことはない」に 

○をつけた方（現在は働いていない方）にうかがいます。 

問７ フルタイム（週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はありますか。 

（１）母親 

「パート・アルバイト等を継続希望する」

の割合が 47.3％と最も高く、次いで「フル

タイム希望だが実現の見込みはない」の割

合が 31.3％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、「パー

ト・アルバイト等を継続希望する」の割合

が減少しています。 

 

 

（２）父親 （Ｎ＝８） 

「フルタイム希望で実現できる見込み」が 3 件、「フルタイム希望だが実現の見込みはない」

が 2件となっています。 

 

問 5で「３．以前は働いていたが、現在は働いていない」「４．これまで働いたことはない」に 

○をつけた方（現在は働いていない方）にうかがいます。 

問８ 就労したいという希望はありますか。 

（１）母親 

①就労希望 

「１年より先、一番下の子が(  ) 歳に

なったころに就労したい」の割合が 47.9％

と最も高く、次いで「子育てや家事などに

専念したい（就労の予定はない）」の割合

が 24.6％、「すぐにでも、もしくは１年以

内に就労したい」の割合が 18.8％となって

います。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

  

％

フルタイム希望で実現できる
見込み

フルタイム希望だが実現の見
込みはない

パート・アルバイト等を継続希
望する

仕事をやめて子育てや家事
に専念したい

無回答

8.7

31.3

47.3

1.3

11.3

11.6

28.0

54.3

2.4

3.7

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 150）

平成28年度調査

（N = 164）

％

子育てや家事などに専念した
い（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子が
( 　) 歳になったころに就労し
たい

すぐにでも、もしくは１年以内
に就労したい

無回答

24.6

47.9

18.8

8.6

24.8

50.7

18.8

5.7

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 382）

平成28年度調査

（N = 404）
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②就労したい時期（「１年より先、一番下の子が(   )歳になったころに就労したい」と回答した人） 

「６歳以上」の割合が 42.1％と最も高く、

次いで「３～６歳未満」の割合が 41.0％と

なっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「６歳以

上」の割合が減少しています。 

 

 

③就労希望形態（「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」と回答した人） 

「フルタイム（週５日程度・１日８時間

程度の就労）」の割合が 29.2％、「パート・

アルバイト等」の割合が 68.1％となってい

ます。 

平成 28年度調査と比較すると、「フルタ

イム（週５日程度・１日８時間程度の就労）」

の割合が増加しています。 

 

④希望就労日数（「パート・アルバイト等」と回答した人） 

「３日」の割合が 59.2％と最も高く、次

いで「４日」の割合が 16.3％、「５日」の

割合が 12.2％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、「３日」

の割合が増加し、「４日」の割合が減少し

ています。 

 

 

 

 

 

⑤就労希望時間（「パート・アルバイト等」と回答した人） 

「４～５時間未満」の割合が 32.7％と最

も高く、次いで「６～７時間未満」の割合

が 26.5％、「５～６時間未満」の割合が

18.4％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「５～６

時間未満」の割合が減少し、「６～７時間

未満」の割合が増加しています。 

 

  

％

１～３歳未満

３～６歳未満

６歳以上

無回答

9.8

41.0

42.1

7.1

9.3

36.1

47.3

7.3

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 183）

平成28年度調査

（N = 205）

％

フルタイム（週５日程度・１日
８時間程度の就労）

パート・アルバイト等

無回答

29.2

68.1

2.8

22.4

72.4

5.3

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 72）

平成28年度調査

（N = 76）

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

4.1

6.1

59.2

16.3

12.2

0.0

0.0

2.0

0.0

1.8

47.3

36.4

14.5

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 49）

平成28年度調査

（N = 55）

％

３時間未満

３～４時間未満

４～５時間未満

５～６時間未満

６～７時間未満

７～８時間未満

８～９時間未満

９時間以上

無回答

2.0

10.2

32.7

18.4

26.5

2.0

4.1

0.0

4.1

0.0

9.1

32.7

45.5

7.3

1.8

1.8

0.0

1.8

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 49）

平成28年度調査

（N = 55）



10 

（２）父親  

①就労希望（Ｎ＝３） 

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 2件、「子育てや家事などに専念したい（就

労の予定はない）」が 1件となっています。 

 

②就労したい時期（「１年より先、一番下の子が(   )歳になったころに就労したい」と回答し

た人） 

有効回答はありません。 

 

③就労希望形態（「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」と回答した人）（Ｎ＝２） 

「パート・アルバイト等」が 1件となっています。 

 

④希望就労日数（「パート・アルバイト等」と回答した人）（Ｎ＝１） 

「３日」が 1件となっています。 

 

⑤就労希望時間（「パート・アルバイト等」と回答した人）（Ｎ＝１） 

「３～４時間未満」が 1件となっています。 
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問９ お住まいの住所をご記入ください。 

「両国、千歳、緑、立川、菊川、江東橋」

の割合が 18.7％と最も高く、次いで「吾妻

橋、東駒形、本所、石原、亀沢、横網」の

割合が 16.9％、「業平、横川、太平、錦糸」

の割合が 13.0％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年齢無回答者数：13 人 

 

 

墨田、堤通２丁目、東向島４～５丁目 八広、東向島６丁目

東墨田、立花 東向島１～３丁目、堤通１丁目、向島

京島、文花、押上 吾妻橋、東駒形、本所、石原、亀沢、横網

業平、横川、太平、錦糸 両国、千歳、緑、立川、菊川、江東橋

無回答

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）

％

墨田、堤通２丁目、
東向島４～５丁目

八広、東向島６丁目

東墨田、立花

東向島１～３丁目、
堤通１丁目、向島

京島、文花、押上

吾妻橋、東駒形、本所、
石原、亀沢、横網

業平、横川、太平、錦糸

両国、千歳、緑、立川、
菊川、江東橋

無回答

8.7

10.2

9.3

9.4

12.7

16.9

13.0

18.7

1.1

10.4

8.8

10.1

11.3

12.7

15.3

13.2

17.0

1.2

0 5 10 15 20 25 30

【平成30年度調査】

N =

全  体 1,171

６か月未満 249

６か月～１歳未満 133

１歳 208

２歳 163

３歳 155

４歳 133

５歳 117

8.7

6.4

5.3

12.5

9.2

12.3

8.3

6.0

10.2

10.0

10.5

13.9

9.2

7.7

6.8

12.8

9.3

8.8

4.5

6.7

13.5

10.3

10.5

12.0

9.4

12.4

9.8

12.5

6.1

6.5

6.8

9.4

12.7

11.6

11.3

11.1

11.7

14.2

14.3

17.1

16.9

12.9

20.3

18.3

20.9

14.8

15.0

18.8

13.0

15.7

12.8

7.7

12.3

13.5

19.5

8.5

18.7

21.7

24.8

16.3

17.2

19.4

15.8

13.7

1.1

0.4

0.8

1.0

1.3

3.0

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
【年齢別】
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問 10 現在、宛名のお子さんは幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育事業等」を利用して

いますか。（１つに○） 

「利用している」の割合が 60.5％、「利

用していない」の割合が 38.8％となってい

ます。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

年齢別でみると、年齢が高くなるにつれ

「利用している」の割合が高くなっており、

４歳、５歳でほぼ全員が利用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年齢無回答者数：13 人 

 

 

 

  

【年齢別】

N =

全  体 1,171

６か月未満 249

６か月～１歳未満 133

１歳 208

２歳 163

３歳 155

４歳 133

５歳 117

60.5

7.2

50.4

55.3

66.9

92.9

97.0

99.1

38.8

91.6

48.9

43.8

33.1

6.5

2.3

0.9

0.7

1.2

0.8

1.0

0.6

0.8

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

％

利用している

利用していない

無回答

60.5

38.8

0.7

62.4

37.5

0.1

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）

5.7 21.6 53.955.7 80.3 98.6100.0100.094.3 78.4 46.144.3 19.1 1.40.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用している 利用していない 無回答
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問 10で「1 利用している」に○をつけた方にうかがいます。 

問 11 宛名のお子さんは、平日にどのような教育・保育事業等を利用していますか。年間を通じ

て定期的に利用している事業をお答えください。（あてはまるものすべてに○）また、下の

欄に利用している事業の番号と、利用日数・利用時間・開始時刻と終了時刻（24時間制）に

ついて、(1)現在と(2)希望をご記入ください。特に希望がない場合は、現在の利用状況だけ

で構いません 

（１）利用している事業 

「認可保育所」の割合が 60.5％と最も高

く、次いで「幼稚園」の割合が 21.7％とな

っています。 

平成 28年度調査と比較すると、「幼稚園」

の割合が減少しています。 

家庭類型別でみると、母子家庭で「認可

保育所」の割合が高く、８割台半ばとなっ

ています。また、非共働き世帯で「幼稚園」

の割合が高く、約８割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成30年度調査

（N = 709）

平成28年度調査

（N = 683）

％

幼稚園

幼稚園（預かり保育を併用）

認可保育所

認定こども園

小規模認可保育所

家庭的保育事業（保育ママ）

事業所内保育所

認証保育所

認可外保育所

定期利用保育

ベビーシッター
（居宅訪問型保育）

すみだ子育て支援ネット「は
ぐ（Hug）」（墨田区訪問型保
育支援事業）

すみだファミリー・サポート・セ
ンター

その他

無回答

21.7

2.5

60.5

2.8

2.4

1.7

0.7

3.5

2.8

1.4

0.3

0.4

0.6

1.6

0.3

38.1

2.3

58.1

2.5

1.8

0.9

0.7

6.0

1.5

1.0

0.0

0.3

0.3

1.6

0.6

0 20 40 60 80
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【家庭類型別】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園 

（
預
か
り
保
育
を
併
用
） 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
認
可
保
育
所 

家
庭
的
保
育
事
業 

（
保
育
マ
マ
） 

事
業
所
内
保
育
所 

全  体 709  21.7  2.5  60.5  2.8  2.4  1.7  0.7  

父子家庭 2  50.0  － 50.0  － － － － 

母子家庭 35  8.6  － 85.7  － － － － 

共働き世帯 523  5.5  1.0  74.0  3.4  3.1  2.3  1.0  

非共働き世帯 149  81.2  8.7  7.4  1.3  0.7  － － 

 

区分 

認
証
保
育
所 

認
可
外
保
育
所 

定
期
利
用
保
育 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

（
居
宅
訪
問
型
保
育
） 

す
み
だ
子
育
て
支
援
ネ
ッ
ト 

「
は
ぐ
（H

u
g

）
」
（
墨
田
区 

訪
問
型
保
育
支
援
事
業
） 

す
み
だ
フ
ァ
ミ
リ
ー
・ 

サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 3.5  2.8  1.4  0.3  0.4  0.6  1.6  0.3  

父子家庭 － － － － － － － － 

母子家庭 2.9  － － 2.9  － － 2.9  － 

共働き世帯 4.4  3.8  1.9  0.2  0.6  0.6  1.0  0.2  

非共働き世帯 0.7  － － － － 0.7  3.4  0.7  
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【２事業以上利用している場合の利用先】 

 
単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
（
預
か
り
保

育
を
併
用
） 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
認
可
保
育
所 

家
庭
的
保
育
事
業

（
保
育
マ
マ
） 

事
業
所
内
保
育
所 

全  体 709  21.7  2.5  60.5  2.8  2.4  1.7  0.7  

幼稚園 154    3.9  0.6  － － － － 

幼稚園（預かり保育を併用） 18  33.3    － － － － － 

認可保育所 429  0.2  －   － － － － 

認定こども園 20  － － －   － － － 

小規模認可保育所 17  － － － －   － － 

家庭的保育事業（保育ママ） 12  － － － － －   － 

事業所内保育所 5  － － － － － －   

認証保育所 25  － － － － － － － 

認可外保育所 20  － － 5.0  － － － － 

定期利用保育 10  － － － － 10.0  － － 

ベビーシッター（居宅訪問型保育） 2  － － 100.0  － － － － 

すみだ子育て支援ネット 
「はぐ（Hug）」（墨田区訪問型 
保育支援事業） 

3  － － 100.0  － － － － 

すみだファミリー・サポート・センター 4  25.0  － 75.0  － － － － 

その他 11  18.2  － 27.3  － － － － 
 

区分 

認
証
保
育
所 

認
可
外
保
育
所 

定
期
利
用
保
育 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

（
居
宅
訪
問
型
保
育
） 

す
み
だ
子
育
て
支
援
ネ
ッ
ト 

「
は
ぐ
（H

u
g

）
」 

（
墨
田
区
訪
問
型
保
育
支
援
事
業
） 

す
み
だ
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 3.5  2.8  1.4  0.3  0.4  0.6  1.6  0.3  

幼稚園 － － － － － 0.6  1.3  － 

幼稚園（預かり保育を併用） － － － － － － － － 

認可保育所 － 0.2  － 0.5  0.7  0.7  0.7  － 

認定こども園 － － － － － － － － 

小規模認可保育所 － － 5.9  － － － － － 

家庭的保育事業（保育ママ） － － － － － － － － 

事業所内保育所 － － － － － － － － 

認証保育所   － － － － － － － 

認可外保育所 －   － － － － － － 

定期利用保育 － －   － － － － － 

ベビーシッター（居宅訪問型保育） － － －   － － － － 

すみだ子育て支援ネット 
「はぐ（Hug）」（墨田区訪問型 
保育支援事業） 

－ － － －   － － － 

すみだファミリー・サポート・センター － － － － －   － － 

その他 － － － － － －   －   



16 

 

（２）現在の利用状況 

①週あたりの利用日数 

幼稚園、認可保育所、小規模認可保育所、家庭的保育事業（保育ママ）、認証保育所、認可外

保育所で「５日」の割合が高く、９割を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日以上 無回答

N =

幼稚園 154

幼稚園（預かり保育を併用） 18

認可保育所 429

認定こども園 20

小規模認可保育所 17

家庭的保育事業（保育ママ） 12

事業所内保育所 5

認証保育所 25

認可外保育所 20

　ベビーシッター
　(居宅訪問型保育）

10

ベビーシッター 2

すみだ子育て支援ネット
「はぐ（Hug ）」

3

すみだファミリー・サポート・
センター

4

その他 11

5.6

0.2

50.0

33.3

45.5

5.6

4.0

10.0

25.0

9.1

0.6

5.6

5.0

50.0

9.1

1.9

5.0

60.0

10.0

25.0

92.9

66.7

90.9

85.0

94.1

100.0

40.0

96.0

90.0

20.0

18.2

2.6

4.9

10.0

5.9

5.0

3.9

16.7

2.1

10.0

50.0

66.7

50.0

18.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%N =

幼稚園 154

幼稚園（預かり保育を併用） 18

認可保育所 429

認定こども園 20

小規模認可保育所 17

家庭的保育事業（保育ママ） 12

事業所内保育所 5

認証保育所 25

認可外保育所 20

定期利用保育 10

　ベビーシッター
　(居宅訪問型保育）

2

すみだ子育て支援ネット
「はぐ（Hug ）」

3

すみだファミリー・サポート・
センター

4

その他 11

11.1

5.0

10.0

50.0

33.3

50.0

45.5

9.7

11.1

5.0

9.1

74.0

33.3

15.0

10.0

9.1

9.1

5.6

8.3

40.0

4.0

30.0

0.6

22.2

6.1

5.9

16.7

20.0

0.6

11.1

16.3

20.0

17.6

75.0

16.0

20.0

9.1

28.0

20.0

11.8

20.0

40.0

30.0

10.0

33.3

30.0

52.9

20.0

28.0

30.0

10.0

12.6

15.0

11.8

20.0

8.0

10.0

9.1

5.8

5.6

3.7

4.0

10.0

50.0

66.7

50.0

18.2

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

すみだ子育て支援ネット
「はぐ（Hug）」
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②１日あたりの利用時間 

幼稚園で「５～６時間未満」の割合が高く、７割台半ばとなっています。また、小規模認可保

育所で「10～11時間未満」の割合が高く、約５割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４時間未満 ４～５時間未満 ５～６時間未満 ６～７時間未満

７～８時間未満 ８～９時間未満 ９～10時間未満 10～11時間未満

11時間以上 無回答

N =

幼稚園 154

幼稚園（預かり保育を併用） 18

認可保育所 429

認定こども園 20

小規模認可保育所 17

家庭的保育事業（保育ママ） 12

事業所内保育所 5

認証保育所 25

認可外保育所 20

定期利用保育 10

　ベビーシッター
　(居宅訪問型保育）

2

すみだ子育て支援ネット
「はぐ（Hug ）」

3

すみだファミリー・サポート・
センター

4

その他 11

11.1

5.0

10.0

50.0

33.3

50.0

45.5

9.7

11.1

5.0

9.1

74.0

33.3

15.0

10.0

9.1

9.1

5.6

8.3

40.0

4.0

30.0

0.6

22.2

6.1

5.9

16.7

20.0

0.6

11.1

16.3

20.0

17.6

75.0

16.0

20.0

9.1

28.0

20.0

11.8

20.0

40.0

30.0

10.0

33.3

30.0

52.9

20.0

28.0

30.0

10.0

12.6

15.0

11.8

20.0

8.0

10.0

9.1

5.8

5.6

3.7

4.0

10.0

50.0

66.7

50.0

18.2

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

すみだ子育て支援ネット
「はぐ（Hug）」
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③利用開始時間 

幼稚園で「９時台」の割合が高く、７割台半ばとなっています。また、認可保育所、小規模認

可保育所で「８時台」の割合が高く、約５割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６時より前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台

10時台 11時台 12時台 13時台 14時台

15時台 16時台 17時台 18時台 19時台

21時台 22時以降 無回答

N =

幼稚園 154

幼稚園（預かり保育を併用） 18

認可保育所 429

認定こども園 20

小規模認可保育所 17

家庭的保育事業（保育ママ） 12

事業所内保育所 5

認証保育所 25

認可外保育所 20

定期利用保育 10

　ベビーシッター
　(居宅訪問型保育）

2

すみだ子育て支援ネット
「はぐ（Hug ）」

3

すみだファミリー・サポート・
センター

4

その他 11

10.0

35.0

23.5

20.0

16.0

5.0

3.9

50.1

15.0

52.9

33.3

60.0

44.0

35.0

30.0

18.2

76.6

72.2

31.0

40.0

11.8

66.7

20.0

32.0

40.0

50.0

9.1

9.7

0.2

5.0

27.3 9.1

11.1

10.0

9.1

33.3

9.1

25.0

9.1

50.0

25.0

9.7

16.7

8.6

10.0

11.8

8.0

15.0

10.0

50.0

66.7

50.0

9.1

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

すみだ子育て支援ネット
「はぐ（Hug）」
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④利用終了時間 

幼稚園で「14時台」の割合が高く、約８割となっています。また、家庭的保育事業（保育ママ）

で「17時台」の割合が高く、約６割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６時より前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台

10時台 11時台 12時台 13時台 14時台

15時台 16時台 17時台 18時台 19時台

21時台 22時以降 無回答

N =

幼稚園 154

幼稚園（預かり保育を併用） 18

認可保育所 429

認定こども園 20

小規模認可保育所 17

家庭的保育事業（保育ママ） 12

事業所内保育所 5

認証保育所 25

認可外保育所 20

定期利用保育 10

　ベビーシッター
　(居宅訪問型保育）

2

すみだ子育て支援ネット
「はぐ（Hug）」

3

すみだファミリー・サポート・
センター

4

その他 11

0.2

5.9

4.0

18.2

5.0

1.9

5.0

9.1

79.2

38.9

15.0

20.0

20.0

6.5

8.3

20.0

4.0

20.0

9.1

1.3

33.3

5.8

5.0

11.8

33.3

4.0

20.0

33.3

27.3

0.6

11.1

33.1

35.0

23.5

58.3

20.0

40.0

30.0

20.0

42.4

30.0

47.1

20.0

36.0

40.0

25.0

9.1

9.6

5.0

20.0

4.0

5.0

10.0

25.0

18.2

0.2

50.0

10.4

16.7

8.6

10.0

11.8

8.0

15.0

10.0

50.0

66.7

50.0

9.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（３）希望 

①週あたりの利用日数 

認可外保育所で「５日」の割合が高く、７割半ばとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日以上 無回答

N =

幼稚園 154

幼稚園（預かり保育を併用） 18

認可保育所 429

認定こども園 20

小規模認可保育所 17

家庭的保育事業（保育ママ） 12

事業所内保育所 5

認証保育所 25

認可外保育所 20

定期利用保育 10

　ベビーシッター
　(居宅訪問型保育）

2

すみだ子育て支援ネット
「はぐ（Hug ）」

3

すみだファミリー・サポート・
センター

4

その他 11

33.3

25.0

9.1 9.1

20.0

9.1

0.2

40.0

44.8

16.7

36.6

35.0

58.8

58.3

40.0

28.0

75.0

50.0

25.0

9.1

1.9

3.3

5.0

16.7

4.0

5.0

53.2

83.3

59.9

60.0

41.2

25.0

20.0

68.0

20.0

30.0

100.0

66.7

50.0

63.6

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

すみだ子育て支援ネット
「はぐ（Hug）」
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②１日あたりの利用時間 

家庭的保育事業（保育ママ）で「10～11時間未満」の割合が高く、約４割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N =

幼稚園 154

幼稚園（預かり保育を併用） 18

認可保育所 429

認定こども園 20

小規模認可保育所 17

家庭的保育事業（保育ママ） 12

事業所内保育所 5

認証保育所 25

認可外保育所 20

定期利用保育 10

　ベビーシッター
　(居宅訪問型保育）

2

すみだ子育て支援ネット
「はぐ（Hug）」

3

すみだファミリー・サポート・
センター

4

その他 11

50.0

33.3

50.0

18.2 18.2

6.5 13.6

0.2

5.0

40.0

10.0

10.0

11.0

5.6

1.2

9.1

11.1

5.8

5.0

11.8

8.3

5.0

20.0

2.6

9.8

25.0

20.0

8.0

20.0

10.0

1.9

5.6

11.9

25.0

17.6

41.7

16.0

10.0

30.0

9.1

1.9

10.5

5.0

29.4

20.0

8.0

35.0

53.2

77.8

60.6

60.0

41.2

25.0

20.0

68.0

20.0

30.0

50.0

66.7

50.0

54.5

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

４時間未満 ４～５時間未満 ５～６時間未満 ６～７時間未満

７～８時間未満 ８～９時間未満 ９～10時間未満 10～11時間未満

11時間以上 無回答
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③希望利用開始時間 

家庭的保育事業（保育ママ）で「８時台」の割合が高く、５割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６時より前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台

10時台 11時台 12時台 13時台 14時台

15時台 16時台 17時台 18時台 19時台

21時台 22時以降 無回答

N =

幼稚園 154

幼稚園（預かり保育を併用） 18

認可保育所 429

認定こども園 20

小規模認可保育所 17

家庭的保育事業（保育ママ） 12

事業所内保育所 5

認証保育所 25

認可外保育所 20

定期利用保育 10

　ベビーシッター
　(居宅訪問型保育）

2

すみだ子育て支援ネット
「はぐ（Hug ）」

3

すみだファミリー・サポート・
センター

4

その他 11

0.2

5.0

0.6

5.1

10.0

29.4

20.0

8.0

10.0

6.5

19.3

15.0

17.6

50.0

40.0

16.0

30.0

40.0

9.1

35.1

22.2

12.1

10.0

5.9

25.0

20.0

4.0

30.0

30.0

1.9

9.1

33.3

25.0

0.2

25.0

55.8

77.8

62.9

60.0

47.1

25.0

20.0

72.0

30.0

30.0

100.0

66.7

50.0

81.8

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

すみだ子育て支援ネット
「はぐ（Hug）」
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④希望利用終了時間 

家庭的保育事業（保育ママ）で「18時台」の割合が高く、５割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N =

幼稚園 154

幼稚園（預かり保育を併用） 18

認可保育所 429

認定こども園 20

小規模認可保育所 17

家庭的保育事業（保育ママ） 12

事業所内保育所 5

認証保育所 25

認可外保育所 20

定期利用保育 10

　ベビーシッター
　(居宅訪問型保育）

2

すみだ子育て支援ネット
「はぐ（Hug）」

3

すみだファミリー・サポート・
センター

4

その他 11

5.9

9.1

5.8

20.0

10.0

14.3

5.0

20.0

5.0

11.0

5.6

2.1

33.3

7.8

16.7

9.3

15.0

11.8

16.7

12.0

5.0

20.0

4.5

13.1

15.0

17.6

50.0

20.0

4.0

35.0

30.0

25.0

9.1

0.6

11.2

10.0

17.6

8.3

20.0

12.0

25.0

10.0

0.9

25.0

0.5

55.8

77.8

62.9

55.0

47.1

25.0

20.0

72.0

30.0

30.0

100.0

66.7

50.0

81.8

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

６時より前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台

10時台 11時台 12時台 13時台 14時台

15時台 16時台 17時台 18時台 19時台

21時台 22時以降 無回答
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問 12 幼稚園や保育所などの定期的な教育・保育事業等に求めることはどのようなことですか。

（○は３つまで） 

「ルールや社会性を身につけさせてく

れること」の割合が 76.4％と最も高く、次

いで「相手を思いやるなどの道徳心を育て

ること」の割合が 72.4％、「子どもの様子

をしっかりと伝えてくれること」の割合が

46.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 13 この１年間、宛名のお子さんが病気やケガで、教育・保育事業等を利用できなかったこと

がありましたか。そのときの対処法などをお答えください。 

（半日程度も１日とします。） 

「母親が仕事を休んだ」の割合が 65.3％

と最も高く、次いで「父親が仕事を休んだ」

の割合が 35.7％、「親族・知人に預けた（同

居者を含む）」の割合が 26.9％となってい

ます。 

平成 28年度調査と比較すると、「父親が

仕事を休んだ」「母親が仕事を休んだ」の

割合が増加しています。 

全体的に「母親が仕事を休んだ」の割合

が高く、年齢別でみると、６か月～１歳未

満で約９割となっています。 

 

 

 

 

 

 

※主なその他意見 

・親族に来てもらった（２件） 

・年の離れた兄がみた（１件） 

  

N = 709 ％

ルールや社会性を身につけさ
せてくれること

相手を思いやるなどの道徳心
を育てること

趣味や関心事など才能を伸
ばすこと

運動能力や体力を高めること

文字や数を教えること

先生が教育・保育に対する信
念やビジョンを持っていること

育児へのアドバイスをしてく
れること

子どもの様子をしっかりと伝
えてくれること

教育・保育の経験豊富な先
生が多くいること

無回答

76.4

72.4

19.0

17.2

5.2

13.3

7.2

46.8

22.4

4.8

0 20 40 60 80 100

％

病気やけがで利用できなかっ
たことはなかった

父親が仕事を休んだ

母親が仕事を休んだ

親族・知人に預けた（同居者
を含む）

働いていない保護者が看た

病児・病後児の保育サービス
を利用した

すみだ子育て支援ネット「は
ぐ（Hug ）」（墨田区訪問型保
育支援事業）を利用した

ベビーシッターを利用した

その他

無回答

11.8

35.7

65.3

26.9

14.2

2.5

2.8

1.0

1.1

6.5

15.9

27.6

58.6

25.6

14.0

1.8

1.5

0.5

1.1

6.6

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 709）

平成28年度調査

（N = 609）

すみだ子育て支援ネット「は
ぐ（Hug）」（墨田区訪問型保
育支援事業）を利用した
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【年齢別】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

病
気
や
け
が
で
利
用
で
き
な
か
っ
た 

こ
と
は
な
か
っ
た 

父
親
が
仕
事
を
休
ん
だ 

母
親
が
仕
事
を
休
ん
だ 

親
族
・
知
人
に
預
け
た 

（
同
居
者
を
含
む
） 

働
い
て
い
な
い
保
護
者
が
看
た 

病
児
・
病
後
児
の
保
育
サ
ー
ビ
ス
を 

利
用
し
た 

す
み
だ
子
育
て
支
援
ネ
ッ
ト 

「
は
ぐ
（H

u
g

）
」
（
墨
田
区
訪
問
型 

保
育
支
援
事
業
）
を
利
用
し
た 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を
利
用
し
た 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 709  11.8  35.7  65.3  26.9  14.2  2.5  2.8  1.0  1.1  6.5  

６か月未満 18  11.1  33.3  66.7  27.8  － 11.1  11.1  － － 22.2  

６か月～１歳未満 67  3.0  44.8  94.0  37.3  3.0  4.5  7.5  3.0  － － 

１歳 115  5.2  53.9  89.6  32.2  2.6  2.6  1.7  － 2.6  3.5  

２歳 109  7.3  47.7  80.7  39.4  8.3  3.7  2.8  － 1.8  0.9  

３歳 144  13.9  31.3  56.9  20.8  20.1  2.1  2.1  1.4  － 6.9  

４歳 129  23.3  20.9  45.0  18.6  20.9  1.6  2.3  1.6  1.6  9.3  

５歳 116  12.9  22.4  43.1  20.7  25.9  0.9  1.7  0.9  0.9  12.1  

※年齢無回答者数：11 人 

 

 

①父親が休んだ日数 

「３～５日」の割合が 41.1％と最も高く、

次いで「１～２日」の割合が 36.0％、「６

～10 日」の割合が 17.4％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「３～５

日」の割合が減少しています。 

 

 

②母親が仕事を休んだ日数 

「３～５日」の割合が 32.8％と最も高く、

次いで「６～10 日」の割合が 31.3％、「11

日以上」の割合が 25.3％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「６～10

日」の割合が減少し、「11 日以上」の割合

が増加しています。 

 

  

％

１～２日

３～５日

６～10日

11日以上

無回答

36.0

41.1

17.4

4.3

1.2

36.3

47.0

13.7

2.4

0.6

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 253）

平成28年度調査

（N = 168）

％

１～２日

３～５日

６～10日

11日以上

無回答

9.5

32.8

31.3

25.3

1.1

10.9

30.8

37.5

18.5

2.2

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 463）

平成28年度調査

（N = 357）
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③親族・知人に預けた（同居者を含む）日数 

「３～５日」の割合が 35.6％と最も高く、

次いで「１～２日」の割合が 29.3％、「６

～10 日」の割合が 22.0％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「６～10

日」の割合が減少し、「１～２日」の割合

が増加しています。 

 

 

 

④働いていない保護者が看た日数 

「６～10 日」の割合が 31.7％と最も高

く、次いで「３～５日」、「11日以上」の割

合が 26.7％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「３～５

日」の割合が減少しています。 

 

 

 

⑤病児・病後児の保育サービスを利用した日数 

「３～５日」の割合が 55.6％と最も高く、

次いで「１～２日」の割合が 33.3％となっ

ています。 

平成 28年度調査と比較すると、「１～２

日」の割合が減少し、「３～５日」の割合

が増加しています。 

 

⑥すみだ子育て支援ネット「はぐ（Hug）」（墨田区訪問型保育支援事業）を利用した日数 

「１～２日」、「３～５日」の割合が

35.0％と最も高く、次いで、「６～10 日」

の割合が 20.0％となっています。 

平成 28 年度調査との比較は、有効回答

数が少ないため参考とします。 

 

⑦ベビーシッターを利用した日数（Ｎ＝７） 

「１～２日」が 4件、「３～５日」が 2件、「６～10日」が 1件となっています。 

 

⑧その他（Ｎ＝８） 

「６～10日」が 3件、「３～５日」、「11日以上」が各 2件となっています。 

％

１～２日

３～５日

６～10日

11日以上

無回答

29.3

35.6

22.0

12.0

1.0

22.4

33.3

30.8

11.5

1.9

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 191）

平成28年度調査

（N = 156）

％

１～２日

３～５日

６～10日

11日以上

無回答

13.9

26.7

31.7

26.7

1.0

10.6

31.8

28.2

23.5

5.9

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 101）

平成28年度調査

（N = 85）

％

１～２日

３～５日

６～10日

11日以上

無回答

33.3

55.6

5.6

5.6

0.0

45.5

36.4

9.1

9.1

0.0

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 18）

平成28年度調査

（N = 11）

％

１～２日

３～５日

６～10日

11日以上

無回答

35.0

35.0

20.0

10.0

0.0

77.8

11.1

11.1

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

（N = 20）

平成28年度調査

（N = 9）
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前問で「２．父親が仕事を休んだ」「３．母親が仕事を休んだ」のいずれかに○をつけた方にう

かがいます。 

問 14 仕事を休んだとき、病児・病後児のための保育施設等を利用したいと思いましたか。 

（(1)１つに○。利用したいと思った方は、(2)に利用希望日数・(3)保育施設等にあては

まるものすべてに○。） 

（１）利用希望 

「できれば病児・病後児保育施設等を利

用したいと思った」の割合が 48.7％、「利

用したいとは思わなかった」の割合が

50.2％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「できれ

ば病児・病後児保育施設等を利用したいと

思った」の割合が増加しています。 

 

（２）利用希望日数 

「３～５日」の割合が 42.0％と最も高く、

次いで「６～10 日」の割合が 33.3％、「11

日以上」の割合が 16.9％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

（３）希望する病児・病後児のための保育施設等 

（あてはまるものすべてに○） 

「保育所等に併設した施設で子どもを

保育する事業」の割合が 67.1％と最も高く、

次いで「小児科に併設した施設で子どもを

保育する事業」の割合が 66.7％、「すみだ

子育て支援ネット「はぐ（Hug）」（墨田区

訪問型保育支援事業）」の割合が 23.4％と

なっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「保育所

等に併設した施設で子どもを保育する事

業」の割合が減少し、「すみだ子育て支援

ネット「はぐ（Hug）」（墨田区訪問型保育

支援事業）」の割合が増加しています。 

 

※主なその他意見 

・民間（１件） ・急きょ気軽に、預けられるところ（１件） 

・通っている園での病児保育（１件）  

％

できれば病児・病後児保育施
設等を利用したいと思った

利用したいとは思わなかった

無回答

48.7

50.2

1.1

43.5

52.8

3.7

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 474）

平成28年度調査

（N = 375）

％

１～２日

３～５日

６～10日

11日以上

無回答

5.2

42.0

33.3

16.9

2.6

6.7

42.3

35.0

12.3

3.7

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 231）

平成28年度調査

（N = 163）

％

保育所等に併設した施設で
子どもを保育する事業

小児科に併設した施設で子
どもを保育する事業

すみだ子育て支援ネット「は
ぐ（Hug ）」（墨田区訪問型保
育支援事業）

その他

無回答

67.1

66.7

23.4

1.3

4.8

76.1

65.0

18.4

0.6

3.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

（N = 231）

平成28年度調査

（N = 163）

すみだ子育て支援ネット「は
ぐ（Hug）」（墨田区訪問型保
育支援事業）
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【年齢別】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

保
育
所
等
に
併
設
し
た
施
設
で 

子
ど
も
を
保
育
す
る
事
業 

小
児
科
に
併
設
し
た
施
設
で 

子
ど
も
を
保
育
す
る
事
業 

す
み
だ
子
育
て
支
援
ネ
ッ
ト 

「
は
ぐ
（H

u
g

）
」 

（
墨
田
区
訪
問
型
保
育
支
援
事
業
） 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 231  67.1  66.7  23.4  1.3  4.8  

６か月未満 6  33.3  83.3  33.3  － － 

６か月～１歳未満 42  69.0  71.4  26.2  2.4  2.4  

１歳 48  72.9  64.6  22.9  － 2.1  

２歳 41  68.3  68.3  14.6  － 9.8  

３歳 43  62.8  65.1  27.9  － 4.7  

４歳 31  64.5  61.3  22.6  3.2  9.7  

５歳 18  72.2  61.1  27.8  5.6  － 

※年齢無回答者数：2 人 
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問 15 政府は、消費税率引上げの時期に合わせて、認可・認可外を問わず、３歳から５歳までの

すべての子どもと、０歳から２歳までの住民非課税世帯の子どもについて、来年 10月から

幼児教育・保育に無償化を実施することとしています。 

そのような中で、現在利用している・利用していないにかかわらず、宛名のお子さんの平日

の教育・保育事業等として、利用したいと思う事業を希望順にご記入ください。 

（１）第１希望 

「認可保育所」の割合が 54.9％と最も高く、次いで「幼稚園」の割合が 19.6％、「幼稚園（預

かり保育を併用）」の割合が 13.8％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「幼稚園」の割合が減少し、「幼稚園（預かり保育を併用）」の

割合が増加しています。 

年齢別でみると、６か月未満、６か月～１歳未満で「認可保育所」の割合が高く、６割を超え

ています。また、３歳以上で「幼稚園」の割合が高くなっています。 

母親の就労状況別でみると、就労していない人に比べ、就労している人で「認可保育所」の割

合が高く、特にフルタイムで就労している人で約８割となっています。また、就労していない人

で「幼稚園」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※主なその他意見 

・一時保育（４件） 

 

 

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）

％

幼稚園

幼稚園（預かり保育を併用）

認可保育所

認定こども園

小規模認可保育所

家庭的保育事業（保育ママ）

事業所内保育所

認証保育所

認可外保育所

定期利用保育

ベビーシッター（居宅訪問型保育）

すみだ子育て支援ネット「はぐ（Hug ）」
（墨田区訪問型保育支援事業）

すみだファミリー・サポート・センター

その他

無回答

19.6

13.8

54.9

5.5

0.3

0.2

0.3

1.2

0.4

0.2

0.3

0.2

0.4

0.3

2.6

27.0

3.6

55.0

5.8

0.3

0.1

0.4

1.8

0.3

0.9

0.2

0.3

0.5

0.5

3.5

0 20 40 60 80

すみだ子育て支援ネット「はぐ（Hug）」
（墨田区訪問型保育支援事業）
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【年齢別】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
（
預
か
り
保
育
を
併
用
） 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
認
可
保
育
所 

家
庭
的
保
育
事
業
（
保
育
マ
マ
） 

事
業
所
内
保
育
所 

全  体 1171  19.6  13.8  54.9  5.5  0.3  0.2  0.3  

６か月未満 249  14.9  8.0  66.7  3.6  0.8  0.4  0.4  

６か月～１歳未満 133  15.0  10.5  63.2  7.5  － 0.8  － 

１歳 208  17.3  14.4  53.4  8.2  － － 1.0  

２歳 163  19.6  17.8  52.8  3.1  0.6  － － 

３歳 155  23.9  15.5  47.7  6.5  － － － 

４歳 133  28.6  16.5  46.6  2.3  － － － 

５歳 117  22.2  18.8  45.3  7.7  － － － 

 

区分 

認
証
保
育
所 

認
可
外
保
育
所 

定
期
利
用
保
育 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

（
居
宅
訪
問
型
保
育
） 

す
み
だ
子
育
て
支
援
ネ
ッ
ト
「
は
ぐ

（H
u
g

）
」
（
墨
田
区
訪
問
型
保
育

支
援
事
業
） 

す
み
だ
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1.2  0.4  0.2  0.3  0.2  0.4  0.3  2.6  

６か月未満 0.8  0.8  － 0.4  0.4  － 0.8  2.0  

６か月～１歳未満 0.8  － － 0.8  － － － 1.5  

１歳 2.4  － 0.5  － 0.5  0.5  0.5  1.4  

２歳 1.2  0.6  0.6  0.6  － － － 3.1  

３歳 1.3  0.6  － － － 0.6  － 3.9  

４歳 1.5  － － 0.8  － 0.8  － 3.0  

５歳 － 0.9  － － － 1.7  － 3.4  

 

 

  

※年齢無回答者数：13 人 
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【母親の就労状況別】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
（
預
か
り
保
育
を
併
用
） 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
認
可
保
育
所 

家
庭
的
保
育
事
業
（
保
育
マ
マ
） 

事
業
所
内
保
育
所 

全  体 1169  19.5  13.9  54.9  5.5  0.3  0.2  0.3  

フルタイム 
（産休・育休・介護休業中ではない） 

401  2.2  7.5  78.8  6.0  － 0.2  － 

フルタイム（産休・育休・介護休業中） 228  4.4  6.6  79.4  4.4  － － 0.4  

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 等 
（産休・育休・介護休業中ではない） 

127  11.8  20.5  51.2  6.3  0.8  － 0.8  

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 等 
（産休・育休・介護休業中） 

23  4.3  17.4  60.9  8.7  － － － 

以前は働いていたが、現在は働いて
いない 

369  50.1  22.8  16.0  5.4  0.5  0.3  0.3  

これまで働いたことはない 13  46.2  15.4  23.1  － － － － 

 

区分 

認
証
保
育
所 

認
可
外
保
育
所 

定
期
利
用
保
育 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

（
居
宅
訪
問
型
保
育
） 

す
み
だ
子
育
て
支
援
ネ
ッ
ト
「
は
ぐ

（H
u
g

）
」
（
墨
田
区
訪
問
型
保
育

支
援
事
業
） 

す
み
だ
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1.2  0.4  0.2  0.3  0.2  0.4  0.3  2.6  

フルタイム 
（産休・育休・介護休業中ではない） 

1.5  0.7  0.2  0.5  － － － 2.2  

フルタイム（産休・育休・介護休業中） 1.8  － － － 0.4  0.4  － 2.2  

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 等 
（産休・育休・介護休業中ではない） 

2.4  － 0.8  － － 2.4  0.8  2.4  

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 等 
（産休・育休・介護休業中） 

4.3  － － － － － － 4.3  

以前は働いていたが、現在は働いて
いない 

－ 0.5  － 0.5  0.3  0.3  0.5  2.4  

これまで働いたことはない － － － － － － － 15.4  

 

  

※母親の就労状況無回答者数：8 人 
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（２）第２希望 

「幼稚園（預かり保育を併用）」の割合が 24.9％と最も高く、次いで「認定こども園」の割合

が 16.8％、「認可保育所」の割合が 12.7％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「幼稚園（預かり保育を併用）」「認可保育所」「認定こども園」

「認証保育所」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）

％

幼稚園

幼稚園（預かり保育を併用）

認可保育所

認定こども園

小規模認可保育所

家庭的保育事業（保育ママ）

事業所内保育所

認証保育所

認可外保育所

定期利用保育

ベビーシッター（居宅訪問型保育）

すみだ子育て支援ネット「はぐ（Hug ）」
（墨田区訪問型保育支援事業）

すみだファミリー・サポート・センター

その他

無回答

7.1

24.9

12.7

16.8

3.0

0.6

1.0

10.9

3.2

1.0

2.8

2.2

1.5

0.3

11.9

7.3

12.9

9.4

12.4

4.2

0.7

0.9

9.7

0.3

0.8

0.3

1.4

1.5

0.3

38.0

0 10 20 30 40 50

すみだ子育て支援ネット「はぐ（Hug）」
（墨田区訪問型保育支援事業）
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N = 1,171 ％

育児休業制度が整っていれ
ば、１年以上は在宅で子育て
をしたい

一時預かりなど、不定期な教
育・保育事業等を利用できれ

ば、１年以上は在宅で子育てを

したい

すぐにでも、もしくは１年以内
に就労したいので、教育・保
育事業等を利用したい

無回答

54.1

21.6

19.9

4.4

0 20 40 60 80

N =

１歳未満 243

１歳～２歳未満 328

２歳～３歳未満 33

３歳以上 9

46.9

70.4

78.8

66.7

16.0

11.9

15.2

11.1

35.0

15.9

3.0

11.1

2.1

1.8

3.0

11.1

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

問 16 現在のあなたの考えに最も近いものをお答えください。（○は１つ） 

【対象のお子さんが 1歳児以上のときは、0歳児だったときのことを振り返り、お答えく

ださい。】 

「育児休業制度が整っていれば、１年以

上は在宅で子育てをしたい」の割合が

54.1％と最も高く、次いで「一時預かりな

ど、不定期な教育・保育事業等を利用でき

れば、１年以上は在宅で子育てをしたい」

の割合が 21.6％、「すぐにでも、もしくは

１年以内に就労したいので、教育・保育事

業等を利用したい」の割合が 19.9％となっ

ています。 

母親の育休取得時の子どもの年齢別でみると、どの年齢層においても「育児休業制度が整っ

ていれば、１年以上は在宅で子育てをしたい」の割合が高くなっています。 

また、母親の育休取得から復帰のきっかけ別においても、Ｎ数の最も多い“年度初めに保育

所などの教育・保育事業を利用する”で「育児休業制度が整っていれば、１年以上は在宅で子

育てをしたい」の割合が、６割を超えています。 

 

【母親の育休取得時の子どもの年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母親の育休取得から復帰のきっかけ別】 

 

 

 

 

  

育児休業制度が整っていれば、１年以上は在宅で子育てをしたい

一時預かりなど、不定期な教育・保育事業等を利用できれば、１年以上は在宅で子

育てをしたい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したいので、教育・保育事業を利用したい

無回答

N =

年度初めに保育所などの教育・
保育事業を利用する

536

祖父母等に預ける 11

それ以外 59

61.4

36.4

62.7

14.0

18.2

11.9

22.8

36.4

20.3

1.9

9.1

5.1

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

536

11

59
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問 17 日ごろ、宛名のお子さんを預かってもらえる親族・知人はいますか。また、相談できる親

族や知人、専門機関等はありますか。（それぞれにあてはまるもの１つに○） 

①預かってもらえる人や場所については、「緊急時ならいる・ある」の割合が 37.1％と最も高

く、次いで「普段からいる・ある」の割合が 24.9％、「まったくいない・ない」の割合が 19.5％

となっています。 

②相談できる人や場所については、「普段からいる・ある」の割合が 62.3％と最も高く、次い

で「どちらかといえばいる・ある」の割合が 22.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 18 宛名のお子さんの子育てや教育について、誰に（どのようなところに）相談しますか。（あ

てはまるものすべてに○） 

「配偶者（パートナー）」の割合が 89.5％

と最も高く、次いで「祖父母等の親族」の

割合が 75.0％、「友人や知人」の割合が

70.8％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※主なその他意見 

・保育所の先生（25件） 

・職場の同僚、上司（８件） 

・姉（５件）  

％

配偶者（パートナー）

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援総合センター等
の相談機関

児童館等

保健所・保健センター

幼稚園の子育て相談

保育所の子育て相談

民生委員・児童委員

区役所

かかりつけ医師

インターネット

その他

特に相談することはない

相談できる人はいない

無回答

89.5

75.0

70.8

5.9

9.4

5.0

10.2

2.2

15.3

0.3

1.6

16.1

13.4

5.1

0.3

0.4

0.6

84.6

75.1

70.2

9.1

7.2

5.3

8.2

3.1

16.0

0.2

0.8

14.2

10.6

3.8

0.5

1.6

1.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）

普段からいる・ある 緊急時ならいる・ある

どちらかといえばいる・ある まったくいない・ない

無回答

緊急時ならいる・ある

どちらかといえばいる・ある

【平成30年度調査】

N = 1,171

①預かってもらえる人や場所

②相談できる人や場所

24.9

62.3

17.5

22.4

37.1

8.0

19.5

5.9

1.0

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 19 宛名のお子さんについて、日中の定期的な教育・保育や病気のため以外に、私用、親の通

院、不定期の就労等の目的で、不定期に利用している事業はありますか。 

（(1)あてはまるものにすべてに○。利用している事業については(2)におおよその日数を記

入。） 

（１）利用している事業 

「利用していない」の割合が 82.5％と最

も高くなっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※主なその他意見 

・乳児園（１件）  ・認可外保育所（１件） ・産後ヘルパー（１件） 

・祖母（１件）  ・児童館の乳幼児一時預かり（１件） 

・トリフォニーホールの託児（１件）   ・友人（１件） 

 

（２）おおよその年間利用日数 

①一時保育、一時預かり 

「１～５日」の割合が 60.8％と最も高く、

次いで「６～10 日」の割合が 17.6％とな

っています。 

平成 28年度調査と比較すると、「１～５

日」の割合が増加し、「16～20 日」の割合

が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１～５日

６～10日

11～15日

16～20日

21～25日

26～30日

31～40日

41～50日

51日以上

無回答

60.8

17.6

5.4

1.4

1.4

2.7

4.1

2.7

1.4

2.7

54.1

16.2

4.1

6.8

1.4

4.1

2.7

5.4

1.4

4.1

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 74）

平成28年度調査

（N = 74）

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）

％

一時保育、一時預かり

幼稚園の預かり保育

すみだファミリー・サポート・セ
ンター

すみだ子育て支援ネット「は
ぐ（Hug ）」（墨田区訪問型保
育支援事業）

ベビーシッター
（居宅訪問型保育）

その他

利用していない

無回答

6.3

3.9

1.9

2.2

1.4

0.6

82.5

3.8

6.8

3.9

1.2

3.4

0.5

0.3

81.1

4.8

0 20 40 60 80 100

すみだ子育て支援ネット「は
ぐ（Hug）」（墨田区訪問型保
育支援事業）
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②幼稚園の預かり保育 

「１～５日」の割合が 54.3％と最も高く、

次いで「６～10 日」の割合が 19.6％、「51

日以上」の割合が 10.9％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「１～５

日」「11～15 日」「51 日以上」の割合が増

加し、「６～10 日」「31～40 日」の割合が

減少しています。 

 

 

 

 

 

③すみだファミリー・サポート・センター 

「１～５日」の割合が 40.9％と最も高く、

次いで「６～10 日」の割合が 18.2％、「11

～15 日」の割合が 13.6％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「６～10

日」「11～15 日」「26～30 日」「41～50 日」

の割合が増加し、「１～５日」「16～20 日」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

④すみだ子育て支援ネット「はぐ（Hug）」（墨田区訪問型保育支援事業） 

「１～５日」の割合が 73.1％と最も高く、

次いで「６～10 日」の割合が 23.1％とな

っています。 

平成 28年度調査と比較すると、「１～５

日」「６～10日」の割合が増加し、「11～15

日」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

  

％

１～５日

６～10日

11～15日

16～20日

21～25日

26～30日

31～40日

41～50日

51日以上

無回答

54.3

19.6

8.7

2.2

0.0

2.2

0.0

2.2

10.9

0.0

39.5

32.6

2.3

2.3

0.0

2.3

7.0

4.7

4.7

4.7

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 46）

平成28年度調査

（N = 43）

％

１～５日

６～10日

11～15日

16～20日

21～25日

26～30日

31～40日

41～50日

51日以上

無回答

40.9

18.2

13.6

4.5

0.0

9.1

0.0

9.1

4.5

0.0

69.2

0.0

7.7

15.4

0.0

0.0

0.0

0.0

7.7

0.0

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 22）

平成28年度調査

（N = 13）

％

１～５日

６～10日

11～15日

16～20日

21～25日

26～30日

31～40日

41～50日

51日以上

無回答

73.1

23.1

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

59.5

10.8

8.1

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

16.2

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 26）

平成28年度調査

（N = 37）
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⑤ベビーシッター（居宅訪問型保育） 

「１～５日」の割合が 43.8％と最も高く、

次いで「16～20 日」、「26～30 日」、「31～

40 日」の割合が 12.5％となっています。 

平成 28 年度調査との比較は、有効回答

数が少ないため、参考とします。 

 

 

 

 

 

 

⑥その他（Ｎ＝７） 

「１～５日」が 3 件、「51 日以上」が 2 件、「６～10 日」、「31～40 日」が各 1 件となっていま

す。 

 

問 20 宛名のお子さんについて、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で一時預かりを利用す

る必要があると思いますか。 

（(1)あてはまるものすべてに○。利用したい方は(2)に必要な日数、(3)に望ましい事業形

態を記入。） 

（１）利用したい理由 

（あてはまるものすべてに○） 

「私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）

や親の習い事等）、リフレッシュ目的」の

割合が 49.6％と最も高く、次いで「冠婚葬

祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）

や親の通院等」の割合が 47.1％、「利用す

る必要はない」の割合が 32.4％となってい

ます。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

※主なその他意見 

・親の通院、病気（10件） 

・幼稚園の休日（２件） 

 

  

％

１～５日

６～10日

11～15日

16～20日

21～25日

26～30日

31～40日

41～50日

51日以上

無回答

43.8

6.3

0.0

12.5

6.3

12.5

12.5

0.0

6.3

0.0

50.0

16.7

16.7

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 16）

平成28年度調査

（N = 6）

％

私用（買物、子ども（兄弟姉
妹を含む）や親の習い事
等）、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、子ども
（兄弟姉妹を含む）や親の通
院等

不定期の就労

その他の理由

利用する必要はない

無回答

49.6

47.1

15.4

3.2

32.4

2.6

46.3

47.0

14.2

2.6

37.2

3.7

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）
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（２）必要な年間日数 

①私用（買物、子どもや親の習い事等）、リフレッシュ目的 

「６～10 日」の割合が 26.2％と最も高

く、次いで「11～15日」の割合が 23.1％、

「１～５日」の割合が 22.7％となっていま

す。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

②冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等 

「１～５日」の割合が 42.2％と最も高く、

次いで「６～10 日」の割合が 29.0％、「11

～15 日」の割合が 11.2％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

③不定期の就労 

「６～10 日」の割合が 21.7％と最も高

く、次いで「１～５日」の割合が 18.9％、

「51 日以上」の割合が 14.4％となってい

ます。 

平成 28年度調査と比較すると、「１～５

日」の割合が減少し、「41～50 日」の割合

が増加しています。 

 

 

  

％

１～５日

６～10日

11～15日

16～20日

21～25日

26～30日

31～40日

41～50日

51日以上

無回答

22.7

26.2

23.1

3.4

6.9

4.1

1.7

7.2

2.2

2.4

26.4

26.2

22.9

5.5

5.7

2.8

1.2

3.6

2.0

3.7

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 581）

平成28年度調査

（N = 507）

％

１～５日

６～10日

11～15日

16～20日

21～25日

26～30日

31～40日

41～50日

51日以上

無回答

42.2

29.0

11.2

5.3

2.7

3.4

0.5

0.7

1.1

3.8

46.0

28.3

9.7

3.3

1.9

2.9

0.8

0.4

0.8

5.8

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 552）

平成28年度調査

（N = 515）

％

１～５日

６～10日

11～15日

16～20日

21～25日

26～30日

31～40日

41～50日

51日以上

無回答

18.9

21.7

8.3

5.6

1.7

6.7

3.3

9.4

14.4

10.0

31.4

21.2

5.1

3.8

3.8

5.8

1.3

3.8

14.1

9.6

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 180）

平成28年度調査

（N = 156）
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④その他の理由 

「１～５日」、「６～10 日」の割合が

29.7％と最も高く、次いで、「51 日以上」

の割合が 13.5％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「６～10

日」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）利用する際の望ましい形態 

（あてはまるものすべてに○） 

「大規模施設で子どもを保育する事業」

の割合が 63.1％と最も高く、次いで「小規

模施設で子どもを保育する事業」の割合が

47.2％、「すみだ子育て支援ネット「はぐ

（Hug）」（墨田区訪問型保育支援事業）」の

割合が 20.2％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「大規模

施設で子どもを保育する事業」の割合が減

少しています。 

 

 

※主なその他意見 

・ベビーシッター（７件） 

・親族（４件） 

・一時保育（２件） 

  

％

１～５日

６～10日

11～15日

16～20日

21～25日

26～30日

31～40日

41～50日

51日以上

無回答

29.7

29.7

5.4

5.4

0.0

2.7

2.7

0.0

13.5

10.8

28.6

17.9

7.1

3.6

3.6

7.1

3.6

0.0

10.7

17.9

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 37）

平成28年度調査

（N = 28）

％

大規模施設で子どもを保育す
る事業

小規模施設で子どもを保育す
る事業

すみだ子育て支援ネット「は
ぐ（Hug ）」（墨田区訪問型保
育支援事業）

地域住民等が子育て家庭等
の近くの場所で保育する事業

その他

無回答

63.1

47.2

20.2

20.0

2.8

17.5

68.5

50.2

19.6

21.6

1.7

12.8

0 20 40 60 80

すみだ子育て支援ネット「は
ぐ（Hug）」（墨田区訪問型保
育支援事業）
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問 21 この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、宛名のお子

さんを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならないことがありましたか。（預け先が

見つからなかった場合も含みます。） 

そのときの(1)対処法と(2)それぞれの泊数をお答えください。「1 親族･知人にみてもらっ

た」に○をつけた方は、(3)にもお答えください。（１つに○） 

（１）対処法（あてはまるものすべてに○） 

「そのようなことはなかった」の割合が

77.4％と最も高く、次いで「親族・知人に

みてもらった（同居者を含む）」の割合が

17.4％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

 

※主なその他意見 

・預け先がみつからずあきらめた（３件） ・医療機関（１件） 

・乳児園（１件）    ・母の父親の葬儀（１件） 

 

（２）泊数 

①親族・知人にみてもらった（同居者を含む） 

「１～５泊」の割合が 52.9％と最も高く、

次いで「６～10 泊」の割合が 19.6％とな

っています。 

平成 28年度調査と比較すると、「１～５

泊」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

②ショートステイ（短期入所生活援助事業）を利用した 

有効回答はありません。 

 

③上記ショートステイ以外の保育事業（認可外保育施設、ベビーシッター等を利用した） 

（Ｎ＝１） 

「１～５泊」が 1件となっています。 

％

親族・知人にみてもらった（同
居者を含む）

ショートステイ（短期入所生活
援助事業）を利用した

上記ショートステイ以外の保
育事業（認可外保育施設、ベ
ビーシッター等を利用した）

（預ける先がなかったので）
仕方なく子どもを同行させた

その他

そのようなことはなかった

無回答

17.4

0.1

0.1

4.3

0.8

77.4

2.4

15.6

0.1

0.0

3.6

0.6

80.0

1.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）

％

１～５泊

６～10泊

11～15泊

16～20泊

21～25泊

26～30泊

31～40泊

41～50泊

51泊以上

無回答

52.9

19.6

2.9

3.4

1.0

2.9

2.0

1.0

0.5

13.7

61.4

18.7

4.7

1.8

0.0

1.2

0.0

1.2

1.8

9.4

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 204）

平成28年度調査

（N = 171）
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④（預ける先がなかったので）仕方なく子どもを同行させた 

「１～５泊」の割合が 76.0％と最も高く、

次いで「６～10 泊」の割合が 12.0％とな

っています。 

平成 28年度調査と比較すると、「１～５

泊」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤その他（Ｎ＝９） 

「１～５泊」が 3件となっています。 

 

（３）親族・知人にみてもらった時の困難度 

「どちらかというと困難」の割合が

32.4％と最も高く、次いで「特に困難でも

ない」の割合が 31.9％、「非常に困難」の

割合が 24.5％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「非常に

困難」の割合が増加し、「どちらかという

と困難」の割合が減少しています。 

 

幼稚園を利用されている方にうかがいます。 

問 22 宛名のお子さんが、長期休暇中（夏休みなど）のときに、教育・保育事業等の利用を希望

しますか。希望がある場合は、利用したい時間帯をお答えください。 

（１）利用希望 

「休みの期間中週に数日利用したい」の

割合が 48.7％と最も高く、次いで「利用す

る必要はない」の割合が 31.2％、「休みの

期間中ほぼ毎日利用したい」の割合が

11.0％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「利用す

る必要はない」の割合が減少しています。 

 

  

％

１～５泊

６～10泊

11～15泊

16～20泊

21～25泊

26～30泊

31～40泊

41～50泊

51泊以上

無回答

76.0

12.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

59.0

12.8

2.6

2.6

0.0

0.0

0.0

2.6

0.0

20.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

（N = 50）

平成28年度調査

（N = 39）

％

非常に困難

どちらかというと困難

特に困難でもない

無回答

24.5

32.4

31.9

11.3

18.7

43.9

29.2

8.2

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 204）

平成28年度調査

（N = 171）

％

利用する必要はない

休みの期間中ほぼ毎日利用
したい
休みの期間中週に数日利用
したい

無回答

31.2

11.0

48.7

9.1

41.2

11.5

45.0

2.3

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 154）

平成28年度調査

（N = 260）
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（２）週に数日利用したい（毎日ではなく、たまに利用したい）理由 

「買い物等の用事をまとめて済ませる

ため」の割合が 60.0％と最も高く、次いで

「息抜きのため」の割合が 45.3％、「週に

数回仕事が入るため」の割合が 14.7％とな

っています。 

平成 28年度調査と比較すると、「週に数

回仕事が入るため」「親等親族の介護や手

伝いが必要なため」の割合が減少し、「買

い物等の用事をまとめて済ませるため」

「息抜きのため」の割合が増加しています。 

 

※主なその他意見 

・通院（２件） ・就労したいため（２件） 

 

（３）希望利用開始時間 

「９時台」の割合が 69.6％と最も高く、

次いで「10 時台」の割合が 18.5％となっ

ています。 

平成 28年度調査と比較すると、「８時台」

の割合が減少し、「９時台」の割合が増加

しています。 

 

 

（４）希望利用終了時間 

「14時台」の割合が 27.2％と最も高く、

次いで「15時台」、「17時台」の割合が 22.8％

となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「14時台」

の割合が増加し、「18 時台」の割合が減少

しています。 

 

 

 

 

 

％

13時より前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

5.4

1.1

27.2

22.8

12.0

22.8

2.2

0.0

6.5

4.8

3.4

16.3

21.1

10.2

20.4

10.2

2.7

10.9

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 92）

平成28年度調査

（N = 147）

％

８時より前

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

0.0

4.3

69.6

18.5

0.0

1.1

6.5

1.4

10.2

62.6

13.6

0.0

1.4

10.9

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 92）

平成28年度調査

（N = 147）

％

週に数回仕事が入るため

買い物等の用事をまとめて済
ませるため
親等親族の介護や手伝いが
必要なため

息抜きのため

その他

無回答

14.7

60.0

1.3

45.3

9.3

2.7

30.8

49.6

6.8

37.6

10.3

0.9

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 75）

平成28年度調査

（N = 117）
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問 23 “土曜”と“日曜･祝日”の定期的な教育・保育事業等の利用希望について、利用したい

回数と時間帯、特に利用したい事業をお答えください。（一時的な利用は除きます。また、

現在の利用や実際に利用可能な時間帯などに関係なく、お答えください。） 

（１）利用希望 

①土曜日 

「利用する必要はない」の割合が 56.7％

と最も高く、次いで「月１～２回利用した

い」の割合が 31.3％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

定期的な教育・保育事業の利用別でみる

と、利用しているで利用していないに比べ

「月１～２回利用したい」の割合が高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

②日曜・祝日 

「利用する必要はない」の割合が 72.2％

と最も高く、次いで「月１～２回利用した

い」の割合が 18.6％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

定期的な教育・保育事業の利用別でみる

と、大きな差異はみられません。 

 

 

 

 

 

 

  

N =

利用している 709

利用していない 454

【定期的な教育・保育事業の利用別】

72.1

72.7

1.4

2.6

18.2

19.2

8.3

5.5

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

N =

利用している 709

利用していない 454

【定期的な教育・保育事業の利用別】

55.0

59.7

9.3

8.8

33.1

28.4

2.5

3.1

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

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

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい

月１～２回利用したい 無回答

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

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい

月１～２回利用したい 無回答

※利用状況無回答者数：8 人 

※利用状況無回答者数：8 人 

％

利用する必要はない

ほぼ毎週利用したい

月１～２回利用したい

無回答

56.7

9.2

31.3

2.7

59.5

7.7

29.3

3.6

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）

％

利用する必要はない

ほぼ毎週利用したい

月１～２回利用したい

無回答

72.2

2.0

18.6

7.3

75.0

1.3

16.6

7.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）
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（２）希望利用時間 

①土曜日開始時間 

「９時台」の割合が 57.7％と最も高く、

次いで「８時台」の割合が 21.7％となって

います。 

平成 28年度調査と比較すると、「９時台」

の割合が増加しています。 

 

 

 

 

②土曜日終了時間 

「17時台」の割合が 38.9％と最も高く、

次いで「18 時台」の割合が 24.4％となっ

ています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

③日曜・祝日開始時間 

「９時台」の割合が 58.5％と最も高く、

次いで「８時台」の割合が 17.4％、「10時

台」の割合が 11.6％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「８時台」

の割合が減少し、「９時台」の割合が増加

しています。 

 

 

 

 

  

％

８時より前

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

7.2

21.7

57.7

9.5

0.8

2.7

0.4

8.1

24.9

52.3

9.9

1.0

2.2

1.5

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 475）

平成28年度調査

（N = 405）

％

13時より前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

4.6

2.1

5.7

9.1

7.4

38.9

24.4

7.4

0.4

4.9

2.0

4.9

7.7

11.9

38.0

21.2

7.9

1.5

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 475）

平成28年度調査

（N = 405）

％

８時より前

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

6.6

17.4

58.5

11.6

2.5

2.5

0.8

8.2

24.5

50.0

9.7

0.5

4.1

3.1

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 241）

平成28年度調査

（N = 196）
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④日曜・祝日終了時間 

「17時台」の割合が 41.5％と最も高く、

次いで「18時台」の割合が 23.7％、「19時

以降」の割合が 10.0％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「17時台」

の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）特に利用したい事業 

「認可保育所」の割合が 57.3％と最も高

く、次いで「幼稚園」の割合が 12.2％とな

っています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

13時より前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時以降

無回答

3.7

1.2

3.3

7.1

8.7

41.5

23.7

10.0

0.8

1.5

1.5

4.6

9.2

10.7

35.7

22.4

11.2

3.1

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 241）

平成28年度調査

（N = 196）

平成30年度調査

（N = 490）

平成28年度調査

（N = 416）

％

幼稚園

認可保育所

認定こども園

小規模認可保育所

家庭的保育事業（保育ママ）

認証保育所

ベビーシッター
（居宅訪問型保育）

すみだ子育て支援ネット「は
ぐ（Hug ）」（墨田区訪問型保
育支援事業）

すみだファミリー・サポート・セ
ンター

その他

無回答

12.2

57.3

4.9

1.4

1.0

1.0

0.6

0.4

1.4

0.6

19.0

12.7

58.4

2.4

0.7

0.2

0.7

0.5

1.0

0.7

0.7

21.9

0 20 40 60 80

すみだ子育て支援ネット「は
ぐ（Hug）」（墨田区訪問型保
育支援事業）
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問 24 子育てをどのように感じていますか。（１つに○） 

「楽しいと感じることの方が多い」の割

合が 47.6％と最も高く、次いで「楽しいと

感じることと心配することが同じくらい」

の割合が 45.3％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

問 25 子育てに自信が持てないと感じたり、不安や孤独を感じたりすることはありますか。 

（①と②のそれぞれについて、１～４の１つに○） 

①子育てに自信が持てないと感じることがある 

「いつも感じる」と「ときどき感じる」

をあわせた“感じることがある”の割合が

58.7％、「あまり感じない」と「まったく

感じない」をあわせた“感じることはない”

の割合が 40.6％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

定期的な教育・保育事業の利用別でみる

と、大きな差異はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N =

利用している 709

利用していない 454

【定期的な教育・保育事業の利用別】

9.4

7.3

50.2

49.8

30.5

31.5

9.3

10.8

0.6

0.7

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

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

いつも感じる ときどき感じる あまり感じない

まったく感じない 無回答

※利用状況無回答者数：8 人 

％

いつも感じる

ときどき感じる

あまり感じない

まったく感じない

無回答

8.5

50.2

30.7

9.9

0.6

8.5

45.3

33.5

11.7

1.0

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）

％

楽しいと感じることの方が多
い
楽しいと感じることと心配する
ことが同じくらい

心配することの方が多い

わからない

無回答

47.6

45.3

4.9

1.7

0.5

49.5

44.0

4.8

0.9

0.7

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）
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②子育てに不安や孤独を感じることがある 

 “感じることがある”の割合が 46.1％、

“感じることはない”の割合が 53.0％とな

っています。 

平成 28年度調査と比較すると、“感じる

ことがある”の割合が増加しています。 

定期的な教育・保育事業の利用別でみる

と、利用しているに比べ、利用していない

で“感じることがある”の割合が高く、約

５割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 26 日ごろ感じる不安なことについて、教えてください。（あてはまるものすべてに○） 

「子どもへの接し方、しつけ等に関する

こと」の割合が 62.7％と最も高く、次いで

「食事に関すること」の割合が 43.4％、「子

どもの発育・発達に関すること」の割合が

41.0％となっています。 

 

 

 

 

 

※主なその他意見 

・子どもの病気、ケガ（10件） 

・経済的な不安（５件） 

・子どもの教育面（４件） 

 

  

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

いつも感じる ときどき感じる あまり感じない

まったく感じない 無回答

N =

利用している 709

利用していない 454

【定期的な教育・保育事業の利用別】

6.2

8.4

36.2

43.2

37.8

33.0

18.8

14.5

1.0

0.9

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

※利用状況無回答者数：8 人 

％

いつも感じる

ときどき感じる

あまり感じない

まったく感じない

無回答

7.1

39.0

35.8

17.2

0.9

5.6

35.4

37.6

20.2

1.2

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）

N= 1,171 ％

子どもの発育・発達に関する
こと
子どもの生活リズムに関する
こと

食事に関すること

子どもへの接し方、しつけ等
に関すること
子育ての仲間づくりに関する
こと

その他

特に不安なことはない

無回答

41.0

30.3

43.4

62.7

21.3

7.3

9.8

0.6

0 20 40 60 80
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問 27 不安感や孤立感を和らげるためにどんなことが必要ですか。（あてはまるもの３つに○） 

「時には自分のための時間を持てるよ

うに、子どもを預けられる場」の割合が

51.4％と最も高く、次いで「親同士の仲間

づくりや交流の場」の割合が 42.4％、「家

事・育児のサポート」の割合が 41.7％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※主なその他意見 

・父親の育児参加（10件） 

・経済的なゆとり（３件） 

・自分一人の時間（２件） 

 

問 28 子育てに関してどのような情報を知りたいですか。（あてはまるものすべてに○） 

「親子で交流できる場や催し」の割合が

59.0％と最も高く、次いで「保育所・幼稚

園について」の割合が 47.0％、「一時預か

り・送り迎え等の保育サービスについて」

の割合が 43.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

※主なその他意見 

・習い事（７件） 

・学童保育（４件） 

・子ども連れで入れる飲食店（４件） 

 

  

N= 1,171 ％

家事・育児のサポート

相談できる専門家・経験者

親同士の仲間づくりや交流の
場

子どもと地域の人とのつなが
りができる場

時には自分のための時間を
持てるように、子どもを預けら
れる場

その他

特に必要ない

無回答

41.7

40.1

42.4

25.5

51.4

2.6

7.3

4.9

0 20 40 60 80

N= 1,171 ％

親子で交流できる場や催し

親同士が交流できる場や催
し

子育て相談や講座

保育所・幼稚園について

一時預かり・送り迎え等の保
育サービスについて
子育てサークルや団体の活
動内容について

その他

無回答

59.0

25.3

38.9

47.0

43.5

20.5

4.3

3.1

0 20 40 60 80
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問 29 宛名のお子さんは、地域子育て支援拠点を利用していますか。 

（(1)にあてはまるものすべてに○） 

利用している方は、(2)におおよその利用回数、(4)に満足度、(5)に今後の利用希望、利用

回数を増やしたい方は(6)に回数をお答えください。利用していない方は、(3)に今後の利用

希望（１つに○）、(6)に利用希望回数をお答えください。 

（１）利用状況 

「利用していない」の割合が 63.1％と最

も高く、次いで「墨田区の地域子育て支援

拠点事業」の割合が 34.1％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「利用し

ていない」の割合が減少し、「墨田区の地

域子育て支援拠点事業」の割合が増加して

います。 

 

【相談相手の有無別】 

相談相手の有無別でみると、相談相手がいないで「利用していない」の割合が高く、約７割と

なっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

墨
田
区
の
地
域
子
育
て
支
援 

拠
点
事
業 

そ
の
他
墨
田
区
で
実
施
し
て 

い
る
類
似
事
業 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

相談相手がいる 1085  34.7  3.5  62.8  1.6  

相談相手がいない 69  24.6  11.6  71.0  1.4  

 

※“相談相手がいる”人は、問 17②で「普段からいる・ある」「どちらかといえばいる・ある」「緊急時なら

いる・ある」と回答した人 

“相談相手がいない”人は、問 17②で「まったくいない・ない」と回答した人 

 

  

※相談相手の有無無回答者数：17 人 

％

墨田区の地域子育て支援拠
点事業

その他墨田区で実施している
類似事業

利用していない

無回答

34.1

3.9

63.1

1.7

26.5

2.3

68.2

4.3

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）
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（２）１ヶ月あたりの利用回数 

①墨田区の地域子育て支援拠点事業 

「１回～４回」の割合が 58.9％と最も高

くなっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「１～４

回」「５～８回」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

②その他墨田区で実施している類似事業 

「１～４回」の割合が 60.9％と最も高く

なっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「１～４

回」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

（３）利用していない方の今後の希望 

「今後は利用したい」の割合が 33.4％と

最も高く、次いで「この事業を知らなかっ

た」の割合が 29.6％、「利用したいとは思

わない」の割合が 23.8％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「今後は

利用したい」「利用したいとは思わない」

の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１～４回

５～８回

９～12回

13～16回

17回以上

無回答

60.9

0.0

0.0

0.0

0.0

39.1

92.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

（N = 46）

平成28年度調査

（N = 25）

※平成 28 年度調査には、「この事業を知らなかった」の選択肢
はありません。 

平成30年度調査

（N = 399）

平成28年度調査

（N = 290）

％

１～４回

５～８回

９～12回

13～16回

17回以上

無回答

58.9

2.3

1.0

0.0

0.3

37.6

66.2

16.2

3.4

3.8

4.5

5.9

0 20 40 60 80

％

今後は利用したい

利用したいとは思わない

この事業を知らなかった

無回答

33.4

23.8

29.6

13.1

14.1

13.9

－

72.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

（N = 739）

平成28年度調査

（N = 747）

系列1
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（４）利用している方の満足度 

「満足」と「やや満足」をあわせた“満

足”の割合が 90.6％、「どちらとも言えな

い」の割合が 3.4％、「やや不満足」と「不

満足」をあわせた“不満足”の割合が 4.2％

となっています。 

 

 

 

 

（５）今後の利用希望 

「新たに利用、利用回数を増やしたいと

は思わない」の割合が 57.0％、「今後は利

用回数を増やしたい」の割合が 24.8％とな

っています。 

平成 28年度調査と比較すると、「新たに

利用、利用回数を増やしたいとは思わない」

「今後は利用回数を増やしたい」の割合が

増加しています。 

 

 

 

（６）１ヶ月あたりの利用希望回数 

「１～４回」の割合が 56.2％と最も高く

なっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「５～８

回」「９～12回」の割合が減少しています。 

 

 

 

N= 412 ％

満足

やや満足

やや不満足

不満足

どちらとも言えない

無回答

43.0

47.6

3.2

1.0

3.4

1.9

0 20 40 60 80

％

１～４回

５～８回

９～12回

13～16回

17回以上

無回答

56.2

1.4

0.6

0.0

0.0

41.8

59.9

12.0

7.7

2.1

2.1

16.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

（N = 349）

平成28年度調査

（N = 142）

平成30年度調査

（N = 412）

平成28年度調査

（N = 302）

系列1

％

新たに利用、利用回数を増や
したいとは思わない

今後は利用回数を増やしたい

無回答

57.0

24.8

18.2

20.2

12.3

67.5

0 20 40 60 80
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問 30 墨田区で行っている次の子育て支援事業等について、(1)認知度、(2)利用状況、利用した

ことがある方は、(3)満足度にお答えください。 

（１）認知度 

⑭児童館・コミュニティ会館で「知っている」の割合が高く、約９割となっています。 

一方、⑤こんにちは赤ちゃん事業で「知らない」の割合が高く、７割台半ばとなっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、⑫すみだ子育てアプリで「知っている」の割合が増加してい

ます。また、⑥育児相談、子育て相談、子育て講座で「知らない」の割合が大幅に増加していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【平成30年度調査】

N = 1,171

①妊婦歯科健康診査

②出産準備クラス・育児学級

③パパのための出産準備クラス

④ゆりかご・すみだ事業

⑤こんにちは赤ちゃん事業

⑥育児相談、子育て相談、子育て講座

⑦赤ちゃん休けいスポット

⑧保育コンシェルジュ

⑨一時保育

⑩すみだ子育て支援ネット「はぐ(Hug）」
（墨田区訪問型保育支援事業）

⑪すみだいきいき子育てガイドブック

⑫すみだ子育てアプリ

⑬すみだ安全・安心メール

⑭児童館・コミュニティ会館

⑮子育て支援総合センター

85.6

79.4

71.3

35.9

23.0

56.3

66.4

40.6

82.2

61.7

73.0

43.1

47.7

93.1

56.5

12.6

18.9

26.7

62.1

75.1

41.5

31.9

57.6

16.0

36.5

25.5

55.4

50.7

5.9

41.9

1.9

1.7

2.0

2.0

2.0

2.2

1.7

1.7

1.8

1.7

1.5

1.5

1.6

1.0

1.5

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

知っている 知らない 無回答
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【平成28年度調査】

N = 1,095

①妊婦歯科健康診査

②出産準備クラス・育児学級

③パパのための出産準備クラス

④ゆりかご・すみだ事業

⑤こんにちは赤ちゃん事業

⑥育児相談、子育て相談、子育て講座

⑦赤ちゃん休けいスポット

⑧保育コンシェルジュ

⑨一時保育

⑩すみだ子育て支援ネット「はぐ(Hug）」
（墨田区訪問型保育支援事業）

⑪すみだいきいき子育てガイドブック

⑫すみだ子育てアプリ

⑬すみだ安全・安心メール

⑭児童館・コミュニティ会館

⑮子育て支援総合センター

91.2

75.3

60.6

55.3

25.2

86.4

83.1

59.4

83.8

55.5

82.4

27.6

73.2

94.4

79.3

6.5

23.5

38.0

43.2

72.9

11.0

15.2

39.1

15.0

43.1

16.3

71.0

25.0

4.5

18.7

2.3

1.3

1.4

1.5

1.9

2.6

1.7

1.6

1.2

1.4

1.4

1.5

1.7

1.1

2.0

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

知っている 知らない 無回答
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（２）利用状況 

⑭児童館・コミュニティ会館で「利用したことがある」の割合が高く、約７割となっています。 

一方、⑨一時保育、⑩すみだ子育て支援ネット「はぐ(Hug）」（墨田区訪問型保育支援事業）で

「利用したことはない」の割合が高く、約７割となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、④ゆりかご・すみだ事業、⑧保育コンシェルジュ、⑫すみだ

子育てアプリで「利用したことがある」の割合が増加しています。また、⑥育児相談、子育て相

談、子育て講座、⑪すみだいきいき子育てガイドブックで「利用したことがある」の割合が減少

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用したことがある 利用したことはない 無回答

【平成30年度調査】

N = 1,171

①妊婦歯科健康診査

②出産準備クラス・育児学級

③パパのための出産準備クラス

④ゆりかご・すみだ事業

⑤こんにちは赤ちゃん事業

⑥育児相談、子育て相談、子育て講座

⑦赤ちゃん休けいスポット

⑧保育コンシェルジュ

⑨一時保育

⑩すみだ子育て支援ネット「はぐ(Hug）」
（墨田区訪問型保育支援事業）

⑪すみだいきいき子育てガイドブック

⑫すみだ子育てアプリ

⑬すみだ安全・安心メール

⑭児童館・コミュニティ会館

⑮子育て支援総合センター

47.6

42.8

25.3

19.0

14.3

19.5

28.4

23.4

18.2

7.9

43.0

25.4

37.7

72.6

27.2

44.7

47.2

60.5

43.1

42.2

52.9

50.9

43.2

71.0

70.5

39.7

42.9

32.5

22.6

51.2

7.8

10.0

14.3

37.8

43.5

27.6

20.7

33.4

10.8

21.7

17.3

31.7

29.8

4.8

21.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【平成28年度調査】

N = 1,095

①妊婦歯科健康診査

②出産準備クラス・育児学級

③パパのための出産準備クラス

④ゆりかご・すみだ事業

⑤こんにちは赤ちゃん事業

⑥育児相談、子育て相談、子育て講座

⑦赤ちゃん休けいスポット

⑧保育コンシェルジュ

⑨一時保育

⑩すみだ子育て支援ネット「はぐ(Hug）」
（墨田区訪問型保育支援事業）

⑪すみだいきいき子育てガイドブック

⑫すみだ子育てアプリ

⑬すみだ安全・安心メール

⑭児童館・コミュニティ会館

⑮子育て支援総合センター

46.8

41.6

20.0

7.4

17.1

30.5

28.7

11.2

17.1

6.3

55.3

15.0

41.9

71.3

27.1

44.7

46.2

58.5

47.7

41.9

54.7

54.0

48.1

72.2

68.7

34.2

45.7

31.1

23.9

52.1

8.4

12.1

21.5

44.9

41.0

14.8

17.4

40.6

10.7

25.0

10.5

39.4

26.9

4.7

20.8

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用したことがある 利用したことはない 無回答
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（３）満足度 

②出産準備クラス・育児学級、③パパのための出産準備クラス、④ゆりかご・すみだ事業で「満

足」と「やや満足」をあわせた“満足”の割合が高く、８割を超えています。 

平成 28年度調査と比較すると、③パパのための出産準備クラス、⑦赤ちゃん休けいスポット、

⑩すみだ子育て支援ネット「はぐ(Hug）」（墨田区訪問型保育支援事業）で満足が高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

満足 やや満足 やや不満 不満 どちらでもない 無回答

N =

①妊婦歯科健康診査 557

②出産準備クラス・育児学級 501

③パパのための出産準備クラス 296

④ゆりかご・すみだ事業 223

⑤こんにちは赤ちゃん事業 168

⑥育児相談、子育て相談、子育て講座 228

⑦赤ちゃん休けいスポット 333

⑧保育コンシェルジュ 274

⑨一時保育 213

⑩すみだ子育て支援ネット「はぐ(Hug）」
（墨田区訪問型保育支援事業）

92

⑪すみだいきいき子育てガイドブック 504

⑫すみだ子育てアプリ 298

⑬すみだ安全・安心メール 442

⑭児童館・コミュニティ会館 850

⑮子育て支援総合センター 319

62.7

58.7

65.9

61.9

66.1

40.4

41.7

40.9

53.5

53.3

35.3

22.5

49.5

42.8

48.9

16.3

24.8

22.6

22.4

20.2

32.0

33.6

24.1

19.7

21.7

34.1

23.2

27.4

32.5

27.6

8.4

6.8

5.4

6.3

3.6

11.0

9.9

12.0

19.2

10.9

6.5

21.8

8.4

12.0

10.3

2.7

0.8

0.3

0.6

5.3

1.2

11.3

4.2

6.5

1.4

10.4

1.1

2.4

3.4

9.3

8.6

5.4

8.1

8.3

10.1

9.6

8.4

2.8

3.3

20.2

21.8

12.0

9.1

9.1

0.5

0.4

0.3

1.3

1.2

1.3

3.9

3.3

0.5

4.3

2.4

0.3

1.6

1.3

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【平成28年度調査】

N =

①妊婦歯科健康診査 513

②出産準備クラス・育児学級 456

③パパのための出産準備クラス 187

④ゆりかご・すみだ事業 334

⑤こんにちは赤ちゃん事業 781

⑥育児相談、子育て相談、子育て講座 297

⑦赤ちゃん休けいスポット 69

⑧保育コンシェルジュ 459

⑨一時保育 606

⑩すみだ子育て支援ネット「はぐ(Hug）」
（墨田区訪問型保育支援事業）

314

⑪すみだいきいき子育てガイドブック 164

⑫すみだ子育てアプリ 123

⑬すみだ安全・安心メール 187

⑭児童館・コミュニティ会館 81

⑮子育て支援総合センター 219

64.1

48.2

64.7

44.6

38.7

44.1

49.3

49.5

39.6

35.7

31.1

33.3

52.4

53.1

58.0

15.8

32.5

22.5

29.6

35.6

31.0

15.9

24.0

30.0

33.4

17.7

23.6

20.9

28.4

24.7

6.0

7.9

4.8

9.0

10.8

9.4

17.4

6.8

7.6

11.8

19.5

19.5

12.3

3.7

7.3

1.6

1.3

1.6

1.8

2.3

1.7

4.3

1.5

0.7

2.5

15.9

14.6

7.5

1.2

2.3

10.9

10.1

5.3

13.5

11.3

11.4

8.7

16.6

20.6

15.3

15.2

8.1

4.3

9.9

6.8

1.6

1.1

1.5

1.4

2.4

4.3

1.7

1.5

1.3

0.6

0.8

2.7

3.7

0.9

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

満足 やや満足 やや不満 不満 どちらでもない 無回答
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問 31 宛名のお子さんが生まれたとき、父母のどちらかまたは双方が育児休業を取得しました

か。 

（１）母親 

「育児休業を取得した（取得中である）」

の割合が 56.5％と最も高く、次いで「宛名

の子が生まれた時は働いていなかった」の

割合が 35.5％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「育児休

業を取得した（取得中である）」の割合が

増加しています。 

 

 

（２）父親 

「育児休業を取得していない」の割合が

78.8％と最も高くなっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

※参考 男性の育児休業取得率 全国：2.65 

（厚生労働省「平成 27 年度雇用均等基本調査」） 

％

育児休業を取得した（取得中
である）

育児休業を取得していない

宛名の子が生まれた時は働
いていなかった

無回答

56.5

6.0

35.5

2.0

49.8

7.5

39.5

3.3

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）

％

育児休業を取得した（取得中
である）

育児休業を取得していない

宛名の子が生まれた時は働
いていなかった

無回答

5.8

78.8

0.5

14.9

4.0

81.2

0.8

14.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）
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問 31で「２．育児休業を取得していない」に○をつけた方にうかがいます。 

問 32 育児休業を取得していない理由について、あてはまる番号すべてをご記入ください。 

（１）母親 

「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）」の割合が

21.4％と最も高く、次いで「子育てや家事

に専念するため退職した」の割合が 18.6％、

「仕事に戻るのが難しそうだった」、「収入

減となり、経済的に苦しくなる」の割合が

17.1％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「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」「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）」の割合が減少し、「産休後に仕事に早

く復帰したかった」「有期雇用のため育児

休業の取得要件を満たさなかった」の割合

が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※主なその他意見 

・自営業のため（11件） 

  

平成30年度調査

（N = 70）

平成28年度調査

（N = 82）

％

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

昇級・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

配偶者や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

産前産後の休暇（産前６週間、産
後８週間）を取得できることを知ら
ず、退職した

その他

無回答

14.3

11.4

15.7

17.1

0.0

17.1

8.6

2.9

2.9

18.6

21.4

11.4

5.7

7.1

25.7

8.6

25.6

20.7

9.8

18.3

1.2

13.4

3.7

0.0

7.3

29.3

26.8

6.1

1.2

4.9

18.3

7.3

0 10 20 30 40 50
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（２）父親 

「仕事が忙しかった」の割合が 42.8％と

最も高く、次いで「配偶者が育児休業制度

を利用した」の割合が 34.6％、「職場に育

児休業を取りにくい雰囲気があった」の割

合が 32.4％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「配偶者

が育児休業制度を利用した」の割合が増加

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※主なその他意見 

・自営業のため（14件） 

・育児休業を取るという発想がなかった（13件） 

・有給休暇で十分だった（９件） 

・妻が育児に専念できるため（５件） 

 

 

  

平成30年度調査

（N = 923）

平成28年度調査

（N = 889）

％

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

昇級・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

配偶者や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

産前産後の休暇（産前６週間、産
後８週間）を取得できることを知ら
ず、退職した

その他

無回答

32.4

42.8

0.7

6.6

9.8

28.8

2.8

34.6

23.8

0.0

10.7

0.2

2.0

0.1

6.3

17.0

37.1

45.6

1.2

7.3

9.7

29.0

5.1

29.1

22.6

0.2

12.4

0.8

1.7

0.0

5.2

16.3

0 20 40 60 80
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問 31で「１．育児休業を取得した（取得中である）」に○をつけた方にうかがいます 

問 33 お子さんが何歳のときまで育児休業を取得（予定も含む）し、復帰するきっかけは何ですか。

また、希望としては、何歳のときまで取得したいですか？ 

（１）母親 

①取得期間 

「１歳～２歳未満」の割合が 49.5％と最

も高く、次いで「１歳未満」の割合が 36.7％

となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「１歳未

満」の割合が減少しています。 

 

 

②復帰のきっかけ 

「年度初めに保育所などの教育・保育事

業を利用する」の割合が 81.0％と最も高く

なっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

③希望取得期間 

「１歳～２歳未満」の割合が 42.9％と最

も高く、次いで「２歳～３歳未満」の割合

が 23.6％、「３歳以上」の割合が 16.5％と

なっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「１歳～

２歳未満」の割合が減少し、「２歳～３歳

未満」「３歳以上」の割合が増加していま

す。 

 

 

（２）父親 

①取得期間 

「１歳未満」の割合が 52.9％と最も高く、

次いで「１歳～２歳未満」の割合が 13.2％

となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「１歳未

満」の割合が増加し、「１歳～２歳未満」「３

歳以上」の割合が減少しています。 

  

※平成 28 年度調査には、「祖父母等に預ける」の選択肢
はありません。 

％

１歳未満

１歳～２歳未満

２歳～３歳未満

３歳以上

無回答

36.7

49.5

5.0

1.4

7.4

49.3

46.8

2.2

0.3

1.4

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 662）

平成28年度調査

（N = 357）

％

１歳未満

１歳～２歳未満

２歳～３歳未満

３歳以上

無回答

6.2

42.9

23.6

16.5

10.9

8.1

59.1

11.5

10.1

11.2

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 662）

平成28年度調査

（N = 357）

％

１歳未満

１歳～２歳未満

２歳～３歳未満

３歳以上

無回答

52.9

13.2

1.5

0.0

32.4

12.2

24.4

4.9

26.8

31.7

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 68）

平成28年度調査

（N = 41）

％

年度初めに保育所などの教
育・保育事業を利用する

祖父母等に預ける

それ以外

無回答

81.0

1.7

8.9

8.5

81.2

－

17.9

0.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

（N = 662）

平成28年度調査

（N = 357）
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②復帰のきっかけ 

「それ以外」の割合が 54.4％と最も高く

なっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「それ以

外」の割合が減少ししています。 

 

 

 

 

 

③希望取得期間 

「１歳未満」の割合が 29.4％と最も高く、

次いで「１歳～２歳未満」の割合が 17.6％

となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「１歳未

満」の割合が減少し、「１歳～２歳未満」「３

歳以上」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

問 33で、希望の育児休業期間よりも早く復帰する(した)方にうかがいます。 

問 34 希望より早く復帰する（した）理由は何ですか。 

（１）母親 

「希望する保育所に入るため」の割合が

64.4％と最も高く、次いで「経済的な理由

で早く復帰する必要があった」の割合が

17.7％、「人事異動や業務の節目の時期に

合わせるため」の割合が 14.5％となってい

ます。 

平成 28年度調査と比較すると、「希望す

る保育園に入るため」の割合が減少してい

ます。 

 

※主なその他意見 

・会社の規定（20件） 

・会社からの要望（８件） 

・保育園に入園できないため（７件） 

 

  

※平成 28 年度調査には、「祖父母等に預ける」の選択肢
はありません。 

％

１歳未満

１歳～２歳未満

２歳～３歳未満

３歳以上

無回答

29.4

17.6

1.5

8.8

42.6

43.9

9.8

0.0

0.0

46.3

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 68）

平成28年度調査

（N = 41）

％

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

人事異動や業務の節目の時
期に合わせるため

その他

無回答

64.4

1.4

17.7

14.5

9.9

18.2

80.0

2.2

20.9

15.1

9.8

3.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

（N = 435）

平成28年度調査

（N = 225）

％

年度初めに保育所などの教
育・保育事業を利用する

祖父母等に預ける

それ以外

無回答

5.9

2.9

54.4

36.8

4.9

－

80.5

14.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

（N = 68）

平成28年度調査

（N = 41）
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（２）父親 

「経済的な理由で早く復帰する必要が

あった」の割合が 37.0％と最も高く、次い

で「人事異動や業務の節目の時期に合わせ

るため」の割合が 18.5％、「希望する保育

所に入るため」の割合が 11.1％となってい

ます。 

平成 28年度調査と比較すると、「経済的

な理由で早く復帰する必要があった」の割

合が減少し、「人事異動や業務の節目の時

期に合わせるため」の割合が増加していま

す。 

 

 

※主なその他意見 

・会社の規定（３件） 

・仕事に影響するため（２件） 

 

  

％

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

人事異動や業務の節目の時
期に合わせるため

その他

無回答

11.1

7.4

37.0

18.5

22.2

18.5

7.1

7.1

42.9

7.1

7.1

28.6

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 27）

平成28年度調査

（N = 14）
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【平成30年度調査】

N = 1,171

① 子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実している

② 子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境が
整備されている

③ 子どもの心とからだの健康づくりが充実している

④ 親と子の健康づくりが充実している

⑤ 子育て支援サービスが充実している

⑥ 認定こども園・保育所・幼稚園等の教育・保育
サービスが充実している

⑦ ひとり親家庭等への支援が整っている

⑧ 障害のある子どもの発達と成長の支援が整っている

⑨ 保護が必要な子どもとその家庭への支援が整って
いる

⑩ 子育て家庭への経済的な支援と生活が困窮している
子どもとその家庭への支援が整っている

⑪ 親同士のつながりと子育て力が育成されてきている

⑫ 子育てを協力・支えあえる地域のつながりがある

⑬ 企業等の子育て力が育成されてきている

⑭ 個々のニーズに即した子育て支援ネットワークが
構築されている

⑮ 子どもの安全・安心を守るための環境が整備されて
いる

⑯ ワーク・ライフ・バランスの実現にむけた環境づくりが
推進されている

⑰ 子育てにやさしいまちづくりが推進されている

⑱ 子育て家庭の視点に立った情報が発信されている

6.4

5.0

5.3

5.6

8.3

7.3

5.1

3.7

2.6

3.1

3.3

5.2

1.9

2.1

4.3

2.4

4.7

4.4

53.5

44.8

46.9

40.7

47.4

33.4

33.8

36.2

35.8

34.3

31.7

33.7

16.1

24.9

39.3

23.4

41.2

36.4

33.2

43.3

41.2

46.0

35.0

40.6

40.7

40.9

42.3

43.8

52.1

47.8

57.6

54.7

44.2

54.9

40.1

45.9

4.7

4.7

4.1

5.0

6.2

16.7

6.2

5.6

5.7

6.7

8.8

9.8

19.1

13.2

9.1

15.0

11.4

10.8

2.1

2.2

2.6

2.6

3.1

2.1

14.1

13.7

13.6

12.0

4.1

3.4

5.3

5.0

3.1

4.3

2.5

2.5

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

問 35 乳幼児期のお子さんを育てていくうえで、墨田区の環境をどのように感じていますか。 

（①～⑱のそれぞれについて、1～4の１つに○） 

①子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実している、③子どもの心とからだの健康づくりが

充実している、⑤子育て支援サービスが充実しているで「とてもそう思う」と「まあそう思う」

をあわせた“そう思う”の割合が高く、５割を超えています。 

一方、⑬企業等の子育て力が育成されてきているで「あまり思わない」と「まったく思わない」

をあわせた“思わない”の割合が高く、約８割となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、①子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実している、③子

どもの心とからだの健康づくりが充実している、⑥認定こども園・保育所・幼稚園等の教育・保

育事業が充実している、⑨保護が必要な子どもとその家庭への支援が整っている、⑩子育て家庭

への経済的な支援と生活が困窮している子どもとその家庭への支援が整っている、⑰子育てにや

さしいまちづくりが推進されているで“そう思う”の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とてもそう思う まあそう思う あまり思わない

まったく思わない 無回答
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【平成28年度調査】

① 子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実している

② 子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境が
整備されている

③ 子どもの心とからだの健康づくりが充実している

④ 親と子の健康づくりが充実している

⑤ 子育て支援サービスが充実している

⑥ 認定こども園・保育所・幼稚園等の教育・保育
サービスが充実している

⑦ ひとり親家庭等への支援が整っている

⑧ 障害のある子どもの発達と成長の支援が整っている

⑨ 保護が必要な子どもとその家庭への支援が整って
いる

⑩ 子育て家庭への経済的な支援と生活が困窮している
子どもとその家庭への支援が整っている

⑪ 親同士のつながりと子育て力が育成されてきている

⑫ 子育てを協力・支えあえる地域のつながりがある

⑬ 企業等の子育て力が育成されてきている

⑭ 個々のニーズに即した子育て支援ネットワークが
構築されている

⑮ 子どもの安全・安心を守るための環境が整備されて
いる

⑯ ワーク・ライフ・バランスの実現にむけた環境づくりが
推進されている

⑰ 子育てにやさしいまちづくりが推進されている

⑱ 子育て家庭の視点に立った情報が発信されている

N = 1,095

6.8

3.9

4.8

4.2

6.4

3.6

2.9

2.7

2.5

2.3

3.9

5.6

1.1

1.6

4.1

1.4

4.4

3.0

47.5

41.2

42.0

37.3

46.2

29.1

31.6

34.3

30.6

27.8

34.9

37.1

14.8

22.4

36.2

21.5

33.1

32.4

37.3

46.2

44.6

49.5

36.2

43.9

43.1

42.9

46.4

47.1

47.2

41.8

55.7

55.2

44.1

53.6

44.7

47.6

6.4

6.4

5.8

6.3

8.4

21.2

8.1

6.5

7.6

11.3

10.3

11.5

23.3

16.3

12.8

19.6

15.2

13.7

2.1

2.3

2.7

2.7

2.8

2.2

14.2

13.5

13.0

11.5

3.7

4.0

5.1

4.6

2.8

3.9

2.6

3.3

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

とてもそう思う まあそう思う あまり思わない

まったく思わない 無回答
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問 36 問 35の①～⑱の中で、墨田区がめざす環境として重要だと思う番号を３つご記入ください。 

「⑥認定こども園・保育所・幼稚園等の教育・保育事業が充実している」の割合が 48.0％と最

も高く、次いで「⑮子どもの安全・安心を守るための環境が整備されている」の割合が 37.0％、

「①子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実している」の割合が 30.0％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）

％

① 子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実している

② 子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境が整備さ
れている

③ 子どもの心とからだの健康づくりが充実している

④ 親と子の健康づくりが充実している

⑤ 子育て支援サービスが充実している

⑥ 認定こども園・保育所・幼稚園等の教育・保育事業が充実
している

⑦ ひとり親家庭等への支援が整っている

⑧ 障害のある子どもの発達と成長の支援が整っている

⑨ 保護が必要な子どもとその家庭への支援が整っている

⑩ 子育て家庭への経済的な支援と生活が困窮している子ど
もとその家庭への支援が整っている

⑪ 親同士のつながりと子育て力が育成されてきている

⑫ 子育てを協力・支えあえる地域のつながりがある

⑬ 企業等の子育て力が育成されてきている

⑭ 個々のニーズに即した子育て支援ネットワークが構築され
ている

⑮ 子どもの安全・安心を守るための環境が整備されている

⑯ ワーク・ライフ・バランスの実現にむけた環境づくりが推進さ
れている

⑰ 子育てにやさしいまちづくりが推進されている

⑱ 子育て家庭の視点に立った情報が発信されている

無回答

30.0

17.6

11.5

6.3

26.5

48.0

4.3

5.2

4.3

10.2

3.9

12.3

4.4

10.9

37.0

13.6

29.3

11.2

4.1

28.9

15.6

11.6

5.3

21.9

49.2

3.4

4.8

3.6

12.2

4.6

14.8

5.4

10.0

35.7

15.7

32.1

11.3

3.3

0 20 40 60 80
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問 37 ご家族の中に、高齢・障害・病気などで、介護が必要な方はいらっしゃいますか。 

（１つに○） 

「いる」の割合が 7.0％、「いない」の割

合が 89.6％となっています。 

 

 

 

問 37で「いる」に○をつけた方にうかがいます。 

問 38 子育てと高齢・障害・病気などに対する介護を、同時に進行していることによる負担は何で

すか。（あてはまるものから、順に３つ） 

（１）第１位 

「精神的な負担」の割合が 32.9％と最も

高く、次いで「経済的な負担」の割合が

29.3％、「時間に余裕がない」の割合が

11.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）第２位 

「体力的な負担」の割合が 26.8％と最も

高く、次いで「時間に余裕がない」の割合

が 23.2％、「経済的な負担」の割合が 14.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

N= 1,171 ％

いる

いない

無回答

7.0

89.6

3.4

0 20 40 60 80 100

N= 82 ％

精神的な負担

体力的な負担

経済的な負担

仕事との両立ができない

時間に余裕がない

相談する場所がわからない
（場所がない）

負担はない

その他

無回答

32.9

8.5

29.3

7.3

11.0

0.0

6.1

0.0

4.9

0 10 20 30 40 50

N= 82 ％

精神的な負担

体力的な負担

経済的な負担

仕事との両立ができない

時間に余裕がない

相談する場所がわからない
（場所がない）

負担はない

その他

無回答

11.0

26.8

14.6

6.1

23.2

4.9

0.0

0.0

13.4

0 10 20 30 40 50
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（３）第３位 

「精神的な負担」の割合が 20.7％と最も

高く、次いで「時間に余裕がない」の割合

が 19.5％、「体力的な負担」の割合が 17.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 39 区に配慮してほしいことは何ですか。（1つに○）  

「保育所入所基準等への配慮」の割合が

48.8％と最も高く、次いで「子育て・介護

をまとめて相談できる区の窓口」の割合が

30.5％となっています。 

 

 

 

 

問 40 宛名のお子さんが小学校低学年（１～３年生）のうちは、放課後（平日の小学校終了後）の 

時間をどのような場所等で過ごさせたいと思いますか。 

(1)にあてはまるものすべてに○。(2)希望する利用日数を、「5 学童クラブ」は終了時刻を

記入。 

（１）居場所 

「学童クラブ」の割合が 65.9％と最も高

く、次いで「習い事（ピアノ教室、サッカ

ークラブ、学習塾など）」の割合が 57.5％、

「自宅」の割合が 40.3％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「学童ク

ラブ」の割合が増加し、「公園」の割合が

減少しています。 

 

  

N= 82 ％

精神的な負担

体力的な負担

経済的な負担

仕事との両立ができない

時間に余裕がない

相談する場所がわからない
（場所がない）

負担はない

その他

無回答

20.7

17.1

12.2

9.8

19.5

4.9

1.2

0.0

14.6

0 10 20 30

N= 82 ％

子育て・介護をまとめて相談
できる区の窓口

保育所入所基準等への配慮

同じような経験をした方々と
の交流の場や催し

その他

無回答

30.5

48.8

4.9

7.3

8.5

0 20 40 60 80

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカー
クラブ、学習塾など）

児童館

学童クラブ

すみだファミリー・サポート・セ
ンター

図書館

公園

地域プラザ

その他

無回答

40.3

18.5

57.5

25.4

65.9

2.5

15.5

27.5

3.8

1.4

1.5

43.1

20.5

54.3

24.0

58.5

3.7

17.3

33.3

4.7

2.7

8.1

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると、働いているで「学童クラブ」の割合が高くなっています。また、

働いていないで「自宅」「祖父母宅や友人・知人宅」「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学

習塾など）」「児童館」「図書館」「公園」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

自
宅 

祖
父
母
宅
や 

友
人
・
知
人
宅 

習
い
事
（
ピ
ア
ノ
教
室
、
サ
ッ
カ
ー

ク
ラ
ブ
、
学
習
塾
な
ど
） 

児
童
館 

学
童
ク
ラ
ブ 

す
み
だ
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー 

図
書
館 

公
園 

地
域
プ
ラ
ザ 

そ
の
他 

無
回
答 

働いている 779  26.2  15.9  47.4  19.8  80.6  2.8  10.8  14.5  2.8  1.0  1.5  

働いていない 382  68.6  24.3  77.5  37.2  36.4  1.8  25.7  53.9  5.8  2.1  1.3  

 

※“働いている”人は、問５で「フルタイム」「ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ等」と回答した人 

“働いていない”人は、問５で「以前は働いていたが、現在は働いていない」「これまで働いたことはない」

と回答した人 

 

  

※母親の就労状況無回答者数：10 人 
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（２）利用する日数 

①自宅 

「週２日」の割合が 25.8％と最も高く、

次いで「週１日」の割合が 21.8％、「週５

日以上」の割合が 20.1％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

②祖父母宅や友人・知人宅 

「週１日」の割合が 53.9％と最も高く、

次いで「週２日」の割合が 21.7％となって

います。 

平成 28年度調査と比較すると、「週１日」

の割合が増加し、「週２日」の割合が減少

しています。 

 

 

 

③習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 

「週２日」の割合が 46.2％と最も高く、

次いで「週１日」の割合が 33.0％、「週３

日」の割合が 14.6％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

④児童館 

「週１日」の割合が 32.6％と最も高く、

次いで「週２日」の割合が 21.5％、「週５

日以上」の割合が 18.5％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「週５日

以上」の割合が増加しています。 

 

 

  

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日以上

無回答

21.8

25.8

19.3

3.6

20.1

9.3

24.6

24.2

16.7

6.8

18.6

9.1

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 472）

平成28年度調査

（N = 472）

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日以上

無回答

53.9

21.7

6.9

0.9

7.8

8.8

43.3

27.7

10.7

0.0

7.1

11.2

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 217）

平成28年度調査

（N = 224）

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日以上

無回答

33.0

46.2

14.6

1.2

1.8

3.3

36.8

44.9

13.3

1.2

1.0

2.9

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 673）

平成28年度調査

（N = 595）

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日以上

無回答

32.6

21.5

15.4

1.7

18.5

10.4

34.2

24.7

14.1

3.0

12.2

11.8

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 298）

平成28年度調査

（N = 263）
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⑤学童クラブ 

「週５日以上」の割合が 56.6％と最も高

く、次いで「週３日」の割合が 15.8％とな

っています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

学童クラブの希望利用終了時間 

「18時台」の割合が 49.0％と最も高く、

次いで「17時台」の割合が 21.0％、「19時

台」の割合が 20.5％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「18時台」

の割合が増加しています。 

 

 

 

⑥すみだファミリー・サポート・センター 

「週１日」の割合が 48.3％と最も高く、

次いで「週２日」の割合が 17.2％、「週５

日以上」の割合が 13.8％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「週１日」

「週２日」「週３日」「週５日以上」の割合

が増加しています。 

 

 

 

 

⑦図書館 

「週１日」の割合が 59.9％と最も高く、

次いで「週２日」の割合が 15.4％となって

います。 

平成 28年度調査と比較すると、「週１日」

の割合が減少しています。 

 

 

  

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日以上

無回答

6.9

9.8

15.8

8.2

56.6

2.7

8.1

8.9

16.4

9.2

52.7

4.7

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 772）

平成28年度調査

（N = 641）

％

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.0

2.2

21.0

49.0

20.5

2.3

5.1

0.2

2.3

25.0

43.2

20.3

2.3

6.7

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 772）

平成28年度調査

（N = 641）

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日以上

無回答

48.3

17.2

10.3

0.0

13.8

10.3

25.0

5.0

2.5

0.0

2.5

65.0

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 29）

平成28年度調査

（N = 40）

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日以上

無回答

59.9

15.4

6.6

1.1

4.4

12.6

65.1

14.8

2.6

1.1

3.7

12.7

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 182）

平成28年度調査

（N = 189）
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⑧公園 

「週２日」の割合が 29.8％と最も高く、

次いで「週１日」の割合が 28.0％、「週３

日」の割合が 21.7％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

⑨地域プラザ 

「週１日」の割合が 40.0％と最も高く、

次いで「週２日」の割合が 17.8％、「週３

日」、「週５日以上」の割合が 13.3％となっ

ています。 

平成 28年度調査と比較すると、「週２日」

「週３日」「週５日以上」の割合が増加し

ています。 

 

 

 

⑩その他 

「週５日以上」の割合が 31.3％と最も高

く、次いで「週１日」、「週２日」の割合が

12.5％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「週１日」

「週５日以上」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日以上

無回答

28.0

29.8

21.7

4.0

10.6

5.9

24.4

29.6

21.4

6.8

9.9

7.9

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 322）

平成28年度調査

（N = 365）

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日以上

無回答

40.0

17.8

13.3

0.0

13.3

15.6

42.3

11.5

3.8

0.0

1.9

40.4

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 45）

平成28年度調査

（N = 52）

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日以上

無回答

12.5

12.5

6.3

0.0

31.3

37.5

6.7

10.0

6.7

0.0

23.3

53.3

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 16）

平成28年度調査

（N = 30）
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問 41 宛名のお子さんが小学校高学年（4～6年生）になったら、放課後（平日の小学校終了後）

の時間をどのような場所等で過ごさせたいと思いますか。 

(1)にあてはまるものすべてに○。(2)希望する利用日数を、「5 学童クラブ」は終了時刻を記

入。 

（１）居場所 

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、

学習塾など）」の割合が 79.4％と最も高く、

次いで「自宅」の割合が 50.6％、「学童ク

ラブ」の割合が 47.7％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「習い事

（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾な

ど）」「学童クラブ」の割合が増加し、「公

園」の割合が減少しています。 

 

 

※主なその他意見 

・父の職場（２件） 

・友人宅（２件） 

 

（２）利用する日数 

①自宅 

「週２日」の割合が 28.5％と最も高く、

次いで「週１日」の割合が 23.8％、「週５

日以上」の割合が 19.2％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

②祖父母宅や友人・知人宅 

「週１日」の割合が 53.2％と最も高く、

次いで「週２日」の割合が 23.2％となって

います。 

平成 28年度調査と比較すると、「週１日」

の割合が増加し、「週３日」の割合が減少

しています。 

 

 

  

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカー
クラブ、学習塾など）

児童館

学童クラブ

すみだファミリー・サポート・セ
ンター

図書館

公園

地域プラザ

その他

無回答

50.6

21.3

79.4

25.6

47.7

2.0

21.3

31.8

3.3

1.5

1.5

48.4

20.9

71.5

23.7

40.6

3.3

23.0

38.2

4.5

2.5

8.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

（N = 1,171）

平成28年度調査

（N = 1,095）

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日以上

無回答

23.8

28.5

16.4

3.0

19.2

9.1

24.5

31.1

15.8

3.6

16.6

8.3

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 593）

平成28年度調査

（N = 530）

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日以上

無回答

53.2

23.2

6.0

0.4

7.6

9.6

42.4

24.9

14.4

0.9

6.6

10.9

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 250）

平成28年度調査

（N = 229）
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③習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 

「週２日」の割合が 43.8％と最も高く、

次いで「週３日」の割合が 25.6％、「週１

日」の割合が 18.5％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

④児童館 

「週１日」の割合が 31.7％と最も高く、

次いで「週２日」の割合が 27.3％、「週３

日」の割合が 16.3％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

⑤学童クラブ 

「週５日以上」の割合が 33.5％と最も高

く、次いで「週３日」の割合が 26.7％、「週

２日」の割合が 17.9％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「週３日」

の割合が増加しています。 

 

 

 

 

学童クラブの希望終了時刻 

「18時台」の割合が 45.3％と最も高く、

次いで「19時台」の割合が 23.8％、「17時

台」の割合が 16.6％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「17時台」

の割合が減少し、「18 時台」の割合が増加

しています。 

 

 

 

  

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日以上

無回答

18.5

43.8

25.6

4.0

4.8

3.3

19.3

40.7

25.9

6.0

3.1

5.0

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 930）

平成28年度調査

（N = 783）

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日以上

無回答

31.7

27.3

16.3

2.3

13.0

9.3

32.8

23.9

14.3

3.5

10.0

15.4

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 300）

平成28年度調査

（N = 259）

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日以上

無回答

11.1

17.9

26.7

6.1

33.5

4.8

11.9

19.6

20.7

4.5

35.1

8.3

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 559）

平成28年度調査

（N = 445）

％

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.0

0.9

16.6

45.3

23.8

2.9

10.6

0.0

1.3

21.6

37.5

22.7

3.4

13.5

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 559）

平成28年度調査

（N = 445）
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⑥すみだファミリー・サポート・センター 

「週１日」の割合が 52.2％と最も高くな

っています。 

平成 28年度調査と比較すると、「週１日」

「週３日」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

⑦図書館 

「週１日」の割合が 58.4％と最も高く、

次いで「週２日」の割合が 16.0％、「週３

日」の割合が 11.6％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「週２日」

の割合が減少し、「週３日」の割合が増加

しています。 

 

 

 

 

⑧公園 

「週２日」の割合が 31.7％と最も高く、

次いで「週１日」の割合が 29.6％、「週３

日」の割合が 18.5％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「週３日」

の割合が減少しています。 

 

 

 

⑨地域プラザ 

「週１日」の割合が 30.8％と最も高く、

次いで「週２日」の割合が 20.5％、「週３

日」の割合が 17.9％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「週３日」

「週５日以上」の割合が増加しています。 

 

 

  

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日以上

無回答

52.2

8.7

8.7

4.3

4.3

21.7

25.0

11.1

0.0

0.0

5.6

58.3

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 23）

平成28年度調査

（N = 36）

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日以上

無回答

58.4

16.0

11.6

1.2

5.2

7.6

55.2

21.4

5.2

1.6

2.4

14.3

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 250）

平成28年度調査

（N = 252）

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日以上

無回答

29.6

31.7

18.5

2.7

9.7

7.8

24.9

27.0

23.9

5.0

8.6

10.5

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 372）

平成28年度調査

（N = 418）

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日以上

無回答

30.8

20.5

17.9

2.6

10.3

17.9

34.7

18.4

2.0

0.0

0.0

44.9

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 39）

平成28年度調査

（N = 49）
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⑩その他 

「週５日以上」の割合が 29.4％と最も高

く、次いで「週２日」の割合が 17.6％、「週

１日」の割合が 11.8％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「週４日」

「週５日以上」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

問 40または問 41で学童クラブに○をつけた方にうかがいます。 

問 42 通常の学童クラブの利用について、①～④それぞれに、利用希望をお答えください。 

（１つに○）利用希望がある場合は(2)に時間帯をご記入ください。 

①平日 

（１）利用希望 

「高学年（４～６年生）になっても利用

したい」の割合が 56.6％と最も高く、次い

で「低学年（１～３年生）の間は利用した

い」の割合が 31.3％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

（２）希望利用終了時間 

「18時台」の割合が 48.9％と最も高く、

次いで「19時台」の割合が 22.0％、「17時

台」の割合が 21.4％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「17時台」

の割合が減少し、「18 時台」の割合が増加

しています。 

 

 

 

 

 

  

％

週１日

週２日

週３日

週４日

週５日以上

無回答

11.8

17.6

5.9

5.9

29.4

29.4

7.4

18.5

3.7

0.0

22.2

48.1

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 17）

平成28年度調査

（N = 27）

％

低学年（１～３年生）の
間は利用したい

高学年（４～６年生）に
なっても利用したい

利用希望はない

無回答

31.3

56.6

0.6

11.5

35.8

52.3

1.2

10.7

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 801）

平成28年度調査

（N = 662）

％

13時より前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

2.3

21.4

48.9

22.0

3.0

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2

26.4

43.1

23.2

3.3

1.9

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 704）

平成28年度調査

（N = 583）
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②土曜日 

（１）利用希望 

「利用希望はない」の割合が 61.9％と最

も高く、次いで「高学年（４～６年生）に

なっても利用したい」の割合が 12.5％、「低

学年（１～３年生）の間は利用したい」の

割合が 10.1％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

（２）希望利用開始時間 

「９時台」の割合が 47.5％と最も高く、

次いで「８時台」の割合が 32.6％となって

います。 

平成 28年度調査と比較すると、「８時台」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

（３）希望利用終了時間 

「18時台」の割合が 38.1％と最も高く、

次いで「17時台」の割合が 29.8％、「19時

台」の割合が 12.7％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

低学年（１～３年生）の間は
利用したい

高学年（４～６年生）になって
も利用したい

利用希望はない

無回答

10.1

12.5

61.9

15.5

10.4

11.9

62.5

15.1

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 801）

平成28年度調査

（N = 662）

％

８時より前

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

4.4

32.6

47.5

5.5

0.6

3.3

6.1

6.8

37.8

45.3

4.7

0.0

2.0

3.4

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 181）

平成28年度調査

（N = 148）

％

13時より前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

1.7

0.6

3.9

5.0

2.8

29.8

38.1

12.7

2.8

2.8

2.0

2.0

1.4

6.8

6.1

27.0

37.2

13.5

2.0

2.0

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 181）

平成28年度調査

（N = 148）
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③日曜・祝日 

（１）利用希望 

「利用希望はない」の割合が 76.2％と最

も高くなっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

（２）希望利用開始時間 

「９時台」の割合が 48.5％と最も高く、

次いで「８時台」の割合が 29.4％、「10時

台」の割合が 11.8％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「８時よ

り前」「８時台」の割合が減少し、「10時台」

の割合が増加しています。 

 

 

 

（３）希望利用終了時間 

「18時台」の割合が 42.6％と最も高く、

次いで「17時台」の割合が 29.4％、「19時

台」の割合が 11.8％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

  

％

低学年（１～３年生）の間は
利用したい

高学年（４～６年生）になって
も利用したい

利用希望はない

無回答

3.1

5.4

76.2

15.4

2.4

4.1

77.9

15.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

（N = 801）

平成28年度調査

（N = 662）

％

８時より前

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

2.9

29.4

48.5

11.8

0.0

2.9

4.4

9.3

37.2

46.5

0.0

0.0

2.3

4.7

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 68）

平成28年度調査

（N = 43）

％

13時より前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

2.9

0.0

1.5

4.4

1.5

29.4

42.6

11.8

4.4

1.5

2.3

4.7

0.0

7.0

0.0

25.6

39.5

16.3

2.3

2.3

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 68）

平成28年度調査

（N = 43）
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④夏休みなど長期休暇 

（１）利用希望 

「高学年（４～６年生）になっても利用

したい」の割合が 55.3％と最も高く、次い

で「低学年（１～３年生）の間は利用した

い」の割合が 22.2％となっています。 

平成 28年度調査と比較すると、「高学年

（４～６年生）になっても利用したい」の

割合が増加しています。 

 

 

（２）希望利用開始時間 

「８時台」の割合が 46.2％と最も高く、

次いで「９時台」の割合が 37.5％となって

います。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

（３）希望利用終了時間 

「18時台」の割合が 44.1％と最も高く、

次いで「17時台」の割合が 21.7％、「19時

台」の割合が 20.9％となっています。 

平成 28 年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

  

％

低学年（１～３年生）の間は
利用したい

高学年（４～６年生）になって
も利用したい

利用希望はない

無回答

22.2

55.3

7.5

15.0

26.7

49.7

6.9

16.6

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 801）

平成28年度調査

（N = 662）

％

８時より前

８時台

９時台

10時台

11時台

12時以降

無回答

6.4

46.2

37.5

4.5

0.0

1.1

4.2

6.9

42.9

40.3

5.1

0.0

0.8

4.0

0 20 40 60 80

平成30年度調査

（N = 621）

平成28年度調査

（N = 506）

％

13時より前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

0.8

0.2

0.3

3.1

2.6

21.7

44.1

20.9

2.7

3.5

0.8

0.4

0.6

2.0

4.5

25.3

40.5

20.6

2.6

2.8

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査

（N = 621）

平成28年度調査

（N = 506）
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問 43 現実的に子どもを持てる（持とうとしている）人数と、「欲しい」子どもの人数に差はあり

ますか。（1つに○） その理由について、差支えない範囲でご記入ください。 

「ある」の割合が 44.7％と最も高く、次

いで「ない」の割合が 34.3％、「どちらと

も言えない」の割合が 18.1％となっていま

す。 

 

 

 

 

※「ある」の主な意見（523件） 

・経済的負担が大きい（263件） 

・年齢的な問題（高齢のため）（86件） 

・協力してくれる人がいない（１人目の育児で手いっぱい、一人親）（30件） 

・住宅事情により（23件） 

・なかなか授からない（23件） 

 

 

 

 

 

 

  

N = 1,171 ％

ある

ない

どちらとも言えない

無回答

44.7

34.3

18.1

2.9

0 20 40 60 80


