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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

「渋谷区子ども・子育て支援事業計画」の進行管理と、2020年度を始期とする５年間の「第２

期渋谷区子ども・子育て支援事業計画」の策定の基礎資料として、調査を実施するものです。 

 

２ 調査対象 

渋谷区在住の就学前の子どもを無作為抽出 

 

３ 調査期間 

平成 31年１月 31日から平成 31年２月 18日 

 

４ 調査方法 

郵送による配布・回収及びインターネットによる調査 

 

５ 回収状況 

配 布 数 有効回答数 有効回答率 

4,000 通 1,945 通 48.6％ 

※有効回答数 1,945通のうちインターネット調査は 510 通となっています。 

 

６ 調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小数点

以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方

になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と単純集計

（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、複数項目の組

み合わせで分類した集計のことで、複数の質問項目を交差して並べ、表やグラフを作成する

ことにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 

・調査結果を図表にて表示していますが、グラフ以外の表は、最も高い割合のものを  で網

かけをしています。（無回答を除く） 

・回答者数が１桁の場合、回答件数による表記としています。 
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Ⅱ 調査結果 

１ 家族の状況について 

問１ あて名のお子さんの生年月をご記入ください。（□内に数字でご記入ください。数

字は一枠に一字。） 

「２歳（平成 27 年４月～平成 28 年３月）」の

割合が 18.4％と最も高く、次いで「０歳（平成 29

年４月～平成 30年３月）」の割合が 17.8％、「１

歳（平成 28 年４月～平成 29 年３月）」の割合が

17.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ あて名のお子さんを含め、お子さんは何人いらっしゃいますか。お２人以上のお

子さんがいらっしゃる場合は、末子の方の生年月をご記入ください。 

（ア）きょうだい数 

 

「２人」の割合が 37.5％と最も高く、次いで

「１人」の割合が 35.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,945 ％

平成30年４月以降生まれ

０歳（平成29年４月～平成30年
３月）

１歳（平成28年４月～平成29年
３月）

２歳（平成27年４月～平成28年
３月）

３歳（平成26年４月～平成27年

３月）

４歳（平成25年４月～平成26年
３月）

５歳（平成24年４月～平成25年
３月）

無回答

0.3

17.8

17.5

18.4

16.9

14.6

12.5

2.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,945 ％

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

35.5

37.5

8.1

1.6

0.5

16.8

0 20 40 60 80 100
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると、他に比べ、０歳（平成 29年４月～平成 30年３月）で「１人」の割

合が、３歳（平成 26 年４月～平成 27 年３月）、４歳（平成 25 年４月～平成 26 年３月）で「２

人」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

１
人 

２
人 

３
人 

４
人 

５
人
以
上 

無
回
答 

平成 30 年４月以降生まれ 6  33.3  33.3  － 16.7  16.7  － 

０歳（平成29 年４月～平成30 年３月） 346  46.8  26.3  3.8  2.0  － 21.1  

１歳（平成28 年４月～平成29 年３月） 341  39.0  36.7  8.5  0.9  － 15.0  

２歳（平成27 年４月～平成28 年３月） 358  36.9  36.3  8.4  1.1  0.6  16.8  

３歳（平成26 年４月～平成27 年３月） 328  32.0  41.2  9.5  0.3  0.6  16.5  

４歳（平成25 年４月～平成26 年３月） 284  25.4  44.7  13.0  3.2  0.4  13.4  

５歳（平成24 年４月～平成25 年３月） 244  32.0  39.8  6.6  2.9  1.2  17.6  

 

 

 

 

 

（イ）末子の年齢 

 

「４歳（平成 25 年４月～平成 26 年３月）」の

割合が 16.3％と最も高く、次いで「平成 30年４

月以降生まれ」の割合が 13.9％、「１歳（平成 28

年４月～平成 29 年３月）」、「２歳（平成 27 年４

月～平成 28 年３月）」の割合が 13.5％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 928 ％

平成30年４月以降生まれ

０歳（平成29年４月～平成30年
３月）

１歳（平成28年４月～平成29年
３月）

２歳（平成27年４月～平成28年
３月）

３歳（平成26年４月～平成27年

３月）

４歳（平成25年４月～平成26年
３月）

５歳（平成24年４月～平成25年
３月）

無回答

13.9

11.5

13.5

13.5

13.5

16.3

10.9

7.0

0 20 40 60 80 100
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると、他に比べ、０歳（平成 29年４月～平成 30年３月）で「０歳（平成

29年４月～平成 30年３月）」の割合が、４歳（平成 25年４月～平成 26年３月）で「４歳（平成

25年４月～平成 26年３月）」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

平
成
30
年
４
月
以
降 

生
ま
れ 

０
歳
（
平
成
29
年
４
月
～

平
成
30
年
３
月
） 

１
歳
（
平
成
28
年
４
月
～

平
成
29
年
３
月
） 

２
歳
（
平
成
27
年
４
月
～

平
成
28
年
３
月
） 

３
歳
（
平
成
26
年
４
月
～

平
成
27
年
３
月
） 

４
歳
（
平
成
25
年
４
月
～

平
成
26
年
３
月
） 

５
歳
（
平
成
24
年
４
月
～

平
成
25
年
３
月
） 

無
回
答 

平成30年４月以降生まれ 4  100.0  － － － － － － － 

０歳（平成 29 年４月～
平成 30 年３月） 

111  3.6  89.2  － 2.7  0.9  0.9  － 2.7  

１歳（平成 28 年４月～
平成 29 年３月） 

157  19.1  0.6  76.4  － － 0.6  － 3.2  

２歳（平成 27 年４月～
平成 28 年３月） 

166  19.9  1.2  － 70.5  0.6  － 1.2  6.6  

３歳（平成 26 年４月～
平成 27 年３月） 

169  23.1  － 0.6  0.6  70.4  0.6  － 4.7  

４歳（平成 25 年４月～
平成 26 年３月） 

174  4.6  1.1  1.7  0.6  － 83.9  0.6  7.5  

５歳（平成 24 年４月～
平成 25 年３月） 

123  8.1  0.8  0.8  1.6  1.6  － 78.9  8.1  

 

問３ あなたは現在どちらにお住まいですか。当てはまる番号１つに○をつけてくださ

い。 

「地区Ⅱ」の割合が 24.4％と最も高く、次いで、

「地区Ⅲ」の割合が 24.3％、「地区Ⅴ」の割合が

19.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

地区 居住地域 

地区Ⅰ 代々木、千駄ヶ谷 

地区Ⅱ 幡ヶ谷、本町、笹塚 

地区Ⅲ 西原、初台、大山町、元代々木町、上原、富ヶ谷 

地区Ⅳ 宇田川町、円山町、猿楽町、鶯谷町、桜丘町、渋谷、松濤、神宮前、神山町、 

神泉町、神南、代々木神園町、道玄坂、南平台町、鉢山町 

地区Ⅴ 東、代官山町、恵比寿、恵比寿西、恵比寿南、広尾 

  

回答者数 = 1,945 ％

地区Ⅰ

地区Ⅱ

地区Ⅲ

地区Ⅳ

地区Ⅴ

無回答

17.3

24.4

24.3

14.1

19.5

0.5

0 20 40 60 80 100
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問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。あて名のお子さんからみた関係

でお答えください。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「母 親」の割合が 88.9％、「父 親」の割合

が 10.8％となっています。 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると、他に比べ、０歳（平成 29 年４月～平成 30 年３月）、２歳（平成 27

年４月～平成 28年３月）で「母親」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

母 

親 

父 

親 

そ
の
他 

無
回
答 

平成 30 年４月以降生まれ 6  83.3  16.7  － － 

０歳（平成 29 年４月～平成 30 年３月） 346  90.8  9.0  － 0.3  

１歳（平成 28 年４月～平成 29 年３月） 341  89.1  10.9  － － 

２歳（平成 27 年４月～平成 28 年３月） 358  91.1  8.1  0.6  0.3  

３歳（平成 26 年４月～平成 27 年３月） 328  87.2  12.8  － － 

４歳（平成 25 年４月～平成 26 年３月） 284  85.6  13.7  － 0.7  

５歳（平成 24 年４月～平成 25 年３月） 244  88.1  11.9  － － 

 

 

 

問５ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。当て

はまる番号１つに○をつけてください。 

「配偶者がいる」の割合が 95.3％、「配偶者は

いない」の割合が 4.7％となっています。 

 

 

 

  

回答者数 = 1,945 ％

母　親

父　親

その他

無回答

88.9

10.8

0.1

0.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,945 ％

配偶者がいる

配偶者はいない

無回答

95.3

4.7

0.1

0 20 40 60 80 100
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問６ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。

お子さんからみた関係で当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「父母ともに」の割合が 56.8％と最も高く、次

いで「主に母親」の割合が 42.1％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

  

％

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

56.8

42.1

0.6

0.2

0.2

0.3

0.0

54.1

44.8

0.3

0.3

0.4

0.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)
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２ 子育て環境について 

問７ 日頃、あて名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。当てはまる番号

すべてに○をつけてください。 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親

族にみてもらえる」の割合が 55.9％と最も高く、

次いで「いずれもいない」の割合が 24.5％、「緊

急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえ

る友人・知人がいる」の割合が 15.5％となってい

ます。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると、他に比べ、０歳（平成 29 年４月～平成 30 年３月）、１歳（平成 28

年４月～平成 29 年３月）で「いずれもいない」の割合が、５歳（平成 24 年４月～平成 25 年３

月）で「緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる」の割合が高くな

っています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

日
常
的
に
祖
父
母
等
の
親
族
に 

み
て
も
ら
え
る 

緊
急
時
も
し
く
は
用
事
の
際
に 

は
祖
父
母
等
の
親
族
に
み
て 

も
ら
え
る 

日
常
的
に
子
ど
も
を
み
て 

も
ら
え
る
友
人
・
知
人
が
い
る 

緊
急
時
も
し
く
は
用
事
の
際
に 

は
子
ど
も
を
み
て
も
ら
え
る 

友
人
・
知
人
が
い
る 

い
ず
れ
も
い
な
い 

無
回
答 

平成 30 年４月以降生まれ 6  － 33.3  － 16.7  50.0  16.7  

０歳（平成 29 年４月～ 
平成 30 年３月） 

346  11.0  56.1  2.3  9.8  27.5  3.5  

１歳（平成 28 年４月～ 
平成 29 年３月） 

341  10.0  57.2  0.9  8.8  27.9  3.2  

２歳（平成 27 年４月～ 
平成 28 年３月） 

358  8.7  58.7  3.4  14.0  24.0  2.5  

３歳（平成 26 年４月～ 
平成 27 年３月） 

328  10.4  56.7  0.9  17.1  23.5  4.3  

４歳（平成 25 年４月～ 
平成 26 年３月） 

284  15.8  51.4  2.8  20.8  22.9  2.8  

５歳（平成 24 年４月～ 
平成 25 年３月） 

244  14.3  56.1  4.1  26.2  18.0  2.5  

 

  

％

日常的に祖父母等の親族にみ

てもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖
父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる
友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子
どもをみてもらえる友人・知人
がいる

いずれもいない

無回答

11.5

55.9

2.3

15.5

24.5

3.2

13.8

57.9

1.7

12.9

24.5

1.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)



 

8 

問７－１ 問７で「１. 」または「２. 」に○をつけた方にうかがいます。祖父母等の

親族にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください。当てはま

る番号すべてに○をつけてください。 

「祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配

である」の割合が 37.7％と最も高く、次いで「祖

父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大

きく心配である」の割合が 35.6％、「祖父母等の

親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配

することなく、安心して子どもをみてもらえる」

の割合が 34.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７－２ 問７で「３. 」または「４. 」に○をつけた方にうかがいます。友人・知人

にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください。当てはまる番

号すべてに○をつけてください。 

「友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的

制約を心配することなく、安心して子どもをみて

もらえる」の割合が 36.9％と最も高く、次いで

「自分たち親の立場として、負担をかけているこ

とが心苦しい」の割合が 35.7％、「友人・知人の

時間的制約や精神的な負担が大きく心配である」

の割合が 33.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,265 ％

祖父母等の親族の身体的・精
神的な負担や時間的制約を心
配することなく、安心して子ども
をみてもらえる

祖父母等の親族の身体的負担
が大きく心配である

祖父母等の親族の時間的制約
や精神的な負担が大きく心配で
ある

自分たち親の立場として、負担
をかけていることが心苦しい

子どもの教育や発達にとってふ
さわしい環境であるか、不安が
ある

その他

無回答

34.2

37.7

35.6

27.8

6.4

7.0

0.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 328 ％

友人・知人の身体的・精神的な
負担や時間的制約を心配する
ことなく、安心して子どもをみて
もらえる

友人・知人の身体的負担が大き
く心配である

友人・知人の時間的制約や精
神的な負担が大きく心配である

自分たち親の立場として、負担
をかけていることが心苦しい

子どもの教育や発育にとってふ
さわしい環境であるか、不安が
ある

その他

無回答

36.9

12.5

33.2

35.7

4.0

7.9

2.1

0 20 40 60 80 100
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問８ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人はい

ますか。また、相談できる場所はありますか。当てはまる番号１つに○をつけて

ください。 

「いる／ある」の割合が 91.1％、「いない／な

い」の割合が 7.8％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８－１ 問８で「１.いる／ある」に○をつけた方にうかがいます。 

お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、誰（ど

こ）ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「友人や知人」の割合が 78.7％と最も高く、次

いで「祖父母等の親族」の割合が 75.2％、「保育

所・認定こども園等の保育士」の割合が 39.6％と

なっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「保育所・認定

こども園等の保育士」の割合が増加しています。

一方、「子育て支援施設（子育て支援センター・子

育てひろば等）」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設（子育て支援セ
ンター・子育てひろば等）

保健所・保健相談所

子ども家庭支援センター

保育所・認定こども園等の保育
士

幼稚園教諭

かかりつけの医師

民生委員・児童委員、主任児童
委員

子ども発達相談センター

渋谷区の子育て関連担当窓口

その他

無回答

75.2

78.7

10.2

15.6

2.3

1.5

39.6

12.1

21.5

0.1

2.7

0.7

7.2

0.2

0.0

80.1

77.3

9.2

24.1

6.5

1.8

26.4

9.1

25.6

0.0

-

1.7

5.6

0.1

0 20 40 60 80 100

％

いる／ある

いない／ない

無回答

91.1

7.8

1.2

0.0

92.1

6.6

1.3

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)

平成30年度調査

(回答者数 = 1,771)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,021)
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると、他に比べ、０歳（平成 29年４月～平成 30年３月）で「祖父母等の

親族」の割合が、０歳（平成 29年４月～平成 30年３月）で「子育て支援施設（子育て支援セン

ター・子育てひろば等）」の割合が高くなっています。また、１歳（平成 28年４月～平成 29年３

月）で「保育所・認定こども園等の保育士」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

祖
父
母
等
の
親
族 

友
人
や
知
人 

近
所
の
人 

子
育
て
支
援
施
設
（
子
育
て
支
援 

セ
ン
タ
ー
・
子
育
て
ひ
ろ
ば
等
） 

保
健
所
・
保
健
相
談
所 

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー 

保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
等
の 

保
育
士 

幼
稚
園
教
諭 

か
か
り
つ
け
の
医
師 

民
生
委
員
・
児
童
委
員
、 

主
任
児
童
委
員 

子
ど
も
発
達
相
談
セ
ン
タ
ー 

渋
谷
区
の
子
育
て
関
連
担
当
窓
口 

そ
の
他 

無
回
答 

平成 30 年４月
以降生まれ 

5  60.0  80.0  20.0  20.0  － － 60.0  40.0  60.0  － － － － － 

０歳（平成 29 年
４月～平成30年
３月） 

316  82.9  77.8  8.2  30.7  1.6  1.9  38.6  1.3  29.4  － 0.9  0.6  6.3  0.3  

１歳（平成 28 年
４月～平成29年
３月） 

316  73.7  75.3  8.5  21.2  4.4  2.2  47.2  3.2  23.4  － 3.2  0.6  7.3  0.3  

２歳（平成 27 年
４月～平成28年
３月） 

330  77.3  73.6  10.6  14.2  2.7  1.5  41.8  7.9  18.2  － 3.3  0.6  6.7  － 

３歳（平成 26 年
４月～平成27年
３月） 

294  74.1  82.3  9.5  10.5  1.7  1.4  42.2  18.0  19.7  － 2.7  1.7  7.8  － 

４歳（平成 25 年
４月～平成26年
３月） 

258  73.3  80.6  14.0  7.4  1.2  0.4  32.9  25.6  17.8  － 3.1  0.4  7.4  － 

５歳（平成 24 年
４月～平成25年
３月） 

219  67.6  84.9  11.4  4.6  1.4  1.4  32.9  21.9  19.2  0.5  2.3  0.5  7.3  0.5  

 

 

問９ 問８で「１. いる／ある」に○をつけた方にうかがいます。相談の頻度はどのく

らいですか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「月１回程度」の割合が 46.2％と最も高く、次

いで「年２回程度」の割合が 22.0％、「年１回程

度」の割合が 15.9％となっています。 

 

 

 

  

回答者数 = 1,771 ％

年１回程度

年２回程度

月１回程度

毎週

無回答

15.9

22.0

46.2

15.1

0.7

0 20 40 60 80 100
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問 10 問８で「１. いる／ある」に○をつけた方にうかがいます。相談の内容はどのよ

うなものですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「子どものこと」の割合が 97.6％と最も高く、

次いで「自分のこと」の割合が 28.1％、「家庭の

こと」の割合が 24.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11 問８で「１. いる／ある」に○をつけた方にうかがいます。相談の結果、悩みは

解決しましたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「した」の割合が 88.5％、「しなかった」の割

合が 9.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,771 ％

子どものこと

自分のこと

保育園のこと（入園相談含む）

家庭のこと

その他

無回答

97.6

28.1

20.3

24.4

2.0

0.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,771 ％

した

しなかった

無回答

88.5

9.5

2.0

0 20 40 60 80 100
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３ 保護者の就労状況について 

問 13 あて名のお子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうか

がいます。 

（１）母親 

 

「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」の割合が 47.5％と最も高く、

次いで「以前は就労していたが、現在は就労して

いない」の割合が 27.5％、「パート・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」の割合が 12.2％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「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」

の割合が増加しています。一方、「フルタイムで

就労しているが、産休・育休・介護休業中である」

「以前は就労していたが、現在は就労していない」

の割合が減少しています。 

 

 

 

（１）－１ （１）で「１.～４.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

１週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（休憩時間、残業時間

を含む）」をお答えください。就労日数や就労時間が一定でない場合は、も

っとも多いパターンについてお答えください。産休・育休・介護休業中の

方は、休業に入る前の状況についてお答えください。（□内に数字でご記入

ください。数字は一枠に一字。１時間未満は四捨五入。） 

（ア）１週当たり就労日数 

 

「５日」の割合が 78.7％と最も高くなっていま

す。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

2.3

2.2

4.1

4.1

78.7

7.4

0.8

0.4

0.0

1.9

1.7

4.0

5.6

76.9

8.2

0.5

1.1

0 20 40 60 80 100

％

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

フルタイムで就労しているが、
産休・育休・介護休業中である

パート・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

パート・アルバイト等で就労して
いるが、産休・育休・介護休業
中である

以前は就労していたが、現在は
就労していない

これまで就労したことがない

無回答

47.5

9.4

12.2

0.8

27.5

1.5

1.1

28.0

20.1

10.8

1.8

35.7

2.6

1.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,941)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)

平成30年度調査

(回答者数 = 1,355)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,334)
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（イ）１日当たり就労時間（休憩時間、残業時間を含む） 

 

「８時間」の割合が 40.4％と最も高く、次いで

「９時間」の割合が 16.1％、「７時間」の割合が

13.4％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

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

12時間

13時間

14時間

15時間

16時間以上

無回答

0.4

1.0

1.8

3.0

3.4

8.9

13.4

40.4

16.1

7.8

1.1

1.0

0.2

0.1

0.4

0.0

1.3

0.0

0.2

1.0

1.3

3.2

3.7

8.5

12.4

38.1

13.2

10.6

1.8

2.6

0.4

0.5

0.1

0.0

2.3

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,355)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,334)
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（１）－２ （１）で「１.～４.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。時間が一定でない場合は、も

っとも多いパターンについてお答えください。産休・育休・介護休業中の

方は、休業に入る前の状況についてお答えください。時間は、必ず（例）

０８時～１８時のように、２４時間制でおおよその時刻をお答えくださ

い。（□内に数字でご記入ください。数字は一枠に一字。） 

（ア）家を出る時刻 

 

「８時台」の割合が 47.9％と最も高く、次いで

「９時台」の割合が 26.4％、「７時台」の割合が

13.9％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

５時より前

５時台

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

20時台

21時以降

無回答

0.0

0.4

1.5

13.9

47.9

26.4

4.6

0.7

0.4

0.0

0.2

0.1

0.3

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

3.1

0.0

0.0

0.2

1.3

13.3

44.1

23.5

6.1

1.6

0.8

0.4

0.3

0.3

0.1

0.0

0.1

0.1

0.1

0.0

7.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,355)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,334)
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（イ）帰宅時刻 

 

「18 時台」の割合が 37.0％と最も高く、次い

で「19時台」の割合が 26.9％、「17時台」の割合

が 13.6％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「18時台」の割

合が増加しています。一方、「20時台」の割合が

減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

５時台

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

20時台

21時台

22時台

23時台

24時台

午前１時台

午前２時台

午前３時台

午前４時台

無回答

0.0

0.1

0.1

0.1

0.2

0.1

0.3

0.7

0.9

1.8

1.6

3.5

13.6

37.0

26.9

5.5

2.7

0.8

0.3

0.3

0.1

0.1

0.0

0.1

3.2

0.0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.5

0.6

1.6

1.0

2.8

9.4

30.7

25.1

11.2

4.9

1.9

0.7

0.8

0.4

0.1

0.0

0.0

7.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,355)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,334)
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（２）父親 

 

「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」の割合が 93.7％と最も高く、

次いで「フルタイムで就労しているが、産休・育

休・介護休業中である」の割合が 0.7％、「パート・

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」「以前は就労していたが、現在

は就労していない」の割合が 0.6％となっていま

す。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

（２）－１ （２）で「１.～４.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

１週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（休憩時間、残業時間

を含む）」をお答えください。就労日数や就労時間が一定でない場合は、も

っとも多いパターンについてお答えください。育休・介護休業中の方は、

休業に入る前の状況についてお答えください。（□内に数字でご記入くださ

い。数字は一枠に一字。１時間未満は四捨五入。） 

（ア）１週当たり就労日数 

 

「５日」の割合が 71.6％と最も高く、次いで

「６日」の割合が 21.2％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「５日」の割合

が増加しています。一方、「６日」の割合が減少し

ています。 

 

 

 

 

 

  

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.2

0.1

0.4

0.6

71.6

21.2

4.9

1.0

0.0

0.2

0.2

0.8

0.7

65.6

26.6

4.6

1.5

0 20 40 60 80 100

％

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

フルタイムで就労しているが、
産休・育休・介護休業中である

パート・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

パート・アルバイト等で就労して
いるが、産休・育休・介護休業
中である

以前は就労していたが、現在は
就労していない

これまで就労したことがない

無回答

93.7

0.7

0.6

0.0

0.6

0.1

4.3

88.7

0.4

1.9

0.0

1.2

0.1

7.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,858)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)

平成30年度調査

(回答者数 = 1,765)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,998)
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（イ）１日当たり就労時間（休憩時間、残業時間を含む） 

 

「10時間～11時間未満」の割合が 27.3％と最

も高く、次いで「８時間～９時間未満」の割合が

17.3％、「12時間～13時間未満」の割合が 16.3％

となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「９時間～10時

間未満」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間～11時間未満

11時間～12時間未満

12時間～13時間未満

13時間～14時間未満

14時間～15時間未満

15時間～16時間未満

16時間～17時間未満

17時間～18時間未満

18時間～19時間未満

19時間～20時間未満

20時間以上

無回答

0.5

0.0

0.2

0.3

1.3

17.3

15.4

27.3

7.8

16.3

4.3

3.2

2.0

1.0

0.2

0.2

0.1

0.3

2.3

0.0

0.0

0.0

0.4

0.6

1.0

13.6

10.2

25.3

8.3

18.4

7.2

5.9

3.9

1.6

0.6

0.3

0.0

0.4

2.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,765)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,998)
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（２）－２ （２）で「１.～４.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。時間が一定でない場合は、も

っとも多いパターンについてお答えください。育休・介護休業中の方は、

休業に入る前の状況についてお答えください。時間は、必ず（例）０８時

～１８時のように、２４時間制でおおよその時刻をお答えください（□内

に数字でご記入ください。数字は一枠に一字）。 

（ア）家を出る時刻 

 

「８時台」の割合が 35.5％と最も高く、次いで

「９時台」の割合が 25.3％、「７時台」の割合が

18.5％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１時台

２時台

３時台

４時台

５時台

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

20時台

21時台

22時以降

無回答

0.0

0.0

0.0

0.1

1.0

5.2

18.5

35.5

25.3

7.1

2.0

0.6

0.5

0.5

0.2

0.1

0.2

0.1

0.2

0.0

0.1

0.3

2.6

0.0

0.1

0.2

0.1

0.3

0.7

4.1

18.0

34.6

21.2

7.5

1.7

1.0

0.8

0.6

0.6

0.1

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

0.4

7.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,765)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,998)



 

19 

（イ）帰宅時刻 

 

「20 時台」の割合が 19.9％と最も高く、次い

で「21時台」の割合が 16.4％、「19時台」の割合

が 15.7％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

５時台

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

20時台

21時台

22時台

23時台

24時台

午前１時台

午前２時台

午前３時台

午前４時台

無回答

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.5

0.1

0.0

0.1

0.2

1.5

7.1

15.7

19.9

16.4

15.2

8.7

6.8

1.3

0.7

0.2

0.7

3.6

0.0

0.5

0.1

0.2

0.3

0.1

0.2

0.3

0.1

0.1

0.3

0.0

0.2

0.9

4.4

11.8

15.6

18.1

14.6

9.2

9.2

3.3

2.0

0.4

0.3

8.3

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,765)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,998)
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問 14 問 13の（１）または（２）で「３.４.」（パート・アルバイト等で就労してい

る）に○をつけた方にうかがいます。該当しない方は、問 15へお進みください。 

フルタイムへの転換希望はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてくださ

い。 

（１）母親 

 

「パート・アルバイト等の就労を続けることを

希望」の割合が 50.2％と最も高く、次いで「フル

タイムへの転換希望はあるが、実現できる見込み

はない」の割合が 25.9％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「パート・アル

バイト等の就労を続けることを希望」の割合が増

加しています。 

 

（２）父親 

 

「パート・アルバイト等の就労を続けることを

希望」の割合が 36.4％と最も高く、次いで「フル

タイムへの転換希望があり、実現できる見込みが

ある」の割合が 27.3％、「フルタイムへの転換希

望はあるが、実現できる見込みはない」の割合が

18.2％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「フルタイムへ

の転換希望があり、実現できる見込みがある」「パ

ート・アルバイト等の就労を続けることを希望」

の割合が増加しています。 

 

問 15 問 13の（１）または（２）で「５.以前は就労していたが、現在は就労していな

い」または「６.これまで就労したことがない」に○をつけた方にうかがいます。

該当しない方は、問 16へお進みください。 

就労したいという希望はありますか。当てはまる番号・記号それぞれ１つに○を

つけ、該当する□内には数字をご記入ください（数字は一枠に一字）。 

（１）母親 

 

「１年より先、一番下の子どもが     歳

になったころに就労したい」の割合が 41.7％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 28.5％、「すぐに

でも、もしくは１年以内に就労したい」の割合が

22.2％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、「すぐにでも、

もしくは１年以内に就労したい」の割合が増加し

ています。 

※「 歳」の内訳はＰ21（ア）就労希望時の末子の年齢に該当します。  

％

フルタイムへの転換希望があ

り、実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はある

が、実現できる見込みはない

パート・アルバイト等の就労を

続けることを希望

パート・アルバイト等をやめて子

育てや家事に専念したい

無回答

9.2

25.9

50.2

4.0

10.8

0.0

9.0

21.9

40.6

2.5

25.9

0 20 40 60 80 100

％

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、一番下の子どもが
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

28.5

41.7

22.2

7.6

0

30.6

44.8

15.1

9.4

0 20 40 60 80 100

％

フルタイムへの転換希望があ
り、実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はある
が、実現できる見込みはない

パート・アルバイト等の就労を
続けることを希望

パート・アルバイト等をやめて子
育てや家事に専念したい

無回答

27.3

18.2

36.4

0.0

18.2

0.0

12.2

14.6

17.1

0.0

56.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 251)

平成25年度調査

(回答者数 = 278)

平成30年度調査

(回答者数 = 11)

平成25年度調査

(回答者数 = 41)

平成30年度調査

(回答者数 = 564)

平成25年度調査

(回答者数 = 839)
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（ア）就労時希望時の末子の年齢 

 

「７歳」の割合が 26.4％と最も高く、次いで

「６歳」の割合が 16.2％、「３歳」の割合が 14.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）希望する就労形態 

 

「フルタイム」の割合が 21.6％、「パートタイ

ム、アルバイト等」の割合が 76.0％となっていま

す。 

 

パートタイム、アルバイト等 

（ア）１週当たり希望就労日数 

 

「３日」の割合が 49.5％と最も高く、次いで

「４日」の割合が 20.0％、「２日」の割合が 17.9％

となっています。 

 

 

 

  

回答者数 = 235 ％

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳

11歳

12歳

13歳

14歳

15歳以上

無回答

1.3

0.9

14.0

12.3

4.3

16.2

26.4

6.8

0.9

9.4

0.4

3.4

2.6

0.0

0.4

0.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 125 ％

フルタイム

パートタイム、アルバイト等

無回答

21.6

76.0

2.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 95 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

1.1

17.9

49.5

20.0

10.5

0.0

0.0

1.1

0 20 40 60 80 100
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（イ）１日当たり希望就労時間 

 

「５時間」の割合が 34.7％と最も高く、次いで

「４時間」の割合が 26.3％、「６時間」の割合が

14.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）父親 

 

「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 38.5％と最も高くなっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「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

が増加しています。一方、「すぐにでも、もしくは

１年以内に就労したい」の割合が減少しています。 

 

（ア）就労時希望時の未子の年齢 

 

「10歳」が 1件となっています。 

 

（イ）希望する就労形態 

 

「フルタイム」が 1件、「パートタイム、アルバイト等」が 0件となっています。 

 

パートタイム、アルバイト等 

（ア）１週当たり希望就労日数 

 

有効回答がありませんでした。 

 

（イ）１日当たり希望就労時間 

 

有効回答がありませんでした。  

％

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、一番下の子どもが
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

38.5

7.7

7.7

46.2

0.0

20.7

3.4

58.6

17.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 95 ％

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時間以上

無回答

0.0

0.0

9.5

26.3

34.7

14.7

2.1

8.4

0.0

0.0

4.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 13)

平成25年度調査

(回答者数 = 29)
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４ 平日の定期的な教育･保育事業の利用状況について 

問 16 あて名のお子さんは現在、幼稚園や保育所・認定こども園などの「定期的な教

育・保育の事業」を利用されていますか。当てはまる番号１つに○をつけてくだ

さい。 

「利用している」の割合が 80.6％、「利用して

いない」の割合が 19.3％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「利用している」

の割合が増加しています。一方、「利用していな

い」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

利用している

利用していない

無回答

80.6

19.3

0.1

0.0

46.0

53.5

0.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)
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問 16－１ 問 16-1～問 16-4は、問 16で「１.利用している」に○をつけた方にうかが

います。 

あて名のお子さんは、平日どのような教育・保育の事業を利用しています

か。年間を通じて「定期的に」利用している事業をお答えください。当ては

まる番号すべてに○をつけてください。 

「認可保育所〔区立・私立保育園〕（国が定める

最低基準に適合した施設で東京都の認可を受け

た施設）」の割合が 43.0％と最も高く、次いで「幼

稚園（通常の就園時間の利用）」の割合が 21.8％、

「認定こども園〔長時間利用〕（幼稚園と保育施

設の機能を併せ持つ施設において、保育所の時間

帯で保育・幼児教育を受ける枠）」の割合が 14.6％

となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「区立・私立保

育室、認証保育所（区が助成、運営する認可外保

育施設）」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

幼稚園（通常の就園時間の利

用）

幼稚園の預かり保育（通常の就

園時間を延長して預かる事業の

うち定期的な利用のみ）

認可保育所〔区立・私立保育

園〕（国が定める最低基準に適

合した施設で東京都の認可を

受けた施設）

認定こども園〔長時間利用〕（幼

稚園と保育施設の機能を併せ

持つ施設において、保育所の時

間帯で保育・幼児教育を受ける

枠）

認定こども園〔中・短時間利用〕

（幼稚園と保育施設の機能を併

せ持つ施設において、幼稚園の

時間帯で幼児教育を受ける枠）

区立・私立保育室、認証保育所

（区が助成、運営する認可外保

育施設）

小規模保育事業（国が定める最

低基準に適合した施設で区市

町村の認可を受けた定員が概

ね６～19人のもの）

事業所内保育施設（企業が主

に従業員用に運営する施設）

居宅訪問型保育（ベビーシッ

ターのような保育者が子どもの

家庭で保育する事業）

家庭的保育（保育者の家庭等

で子どもを保育する事業）

ファミリー・サポート・センター

（地域住民が子どもを預かる事

業）

その他の認可外の保育施設

その他

無回答

21.8

6.0

43.0

14.6

1.7

8.9

1.0

1.5

2.6

0.3

1.0

4.7

3.6

0.3

20.9

5.6

40.2

10.5

1.3

3.4

-

1.4

4.2

0.6

2.1

4.5

5.4

0.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,568)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,009)
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると、他に比べ、１歳（平成 28 年４月～平成 29 年３月）、２歳（平成 27

年４月～平成 28年３月）で「認可保育所〔区立・私立保育園〕（国が定める最低基準に適合した

施設で東京都の認可を受けた施設）」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園
（
通
常
の
就
園
時
間
の
利
用
） 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
（
通
常
の
就
園
時
間
を
延
長
し
て
預
か
る 

事
業
の
う
ち
定
期
的
な
利
用
の
み
） 

認
可
保
育
所
〔
区
立
・
私
立
保
育
園
〕（
国
が
定
め
る
最
低
基
準
に 

適
合
し
た
施
設
で
東
京
都
の
認
可
を
受
け
た
施
設
） 

認
定
こ
ど
も
園
〔
長
時
間
利
用
〕（
幼
稚
園
と
保
育
施
設
の
機
能
を
併
せ 

持
つ
施
設
に
お
い
て
、
保
育
所
の
時
間
帯
で
保
育
・
幼
児
教
育
を
受
け
る
枠
） 

認
定
こ
ど
も
園
〔
中
・
短
時
間
利
用
〕（
幼
稚
園
と
保
育
施
設
の
機
能
を 

併
せ
持
つ
施
設
に
お
い
て
、
幼
稚
園
の
時
間
帯
で
幼
児
教
育
を
受
け
る
枠
） 

区
立
・
私
立
保
育
室
、
認
証
保
育
所
（
区
が
助
成
、
運
営
す
る
認
可
外
保
育

施
設
） 

小
規
模
保
育
事
業
（
国
が
定
め
る
最
低
基
準
に
適
合
し
た
施
設
で 

区
市
町
村
の
認
可
を
受
け
た
定
員
が
概
ね
６
～
19
人
の
も
の
） 

事
業
所
内
保
育
施
設
（
企
業
が
主
に
従
業
員
用
に
運
営
す
る
施
設
） 

居
宅
訪
問
型
保
育
（
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
よ
う
な
保
育
者
が
子
ど
も
の 

家
庭
で
保
育
す
る
事
業
） 

家
庭
的
保
育
（
保
育
者
の
家
庭
等
で
子
ど
も
を
保
育
す
る
事
業
） 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー 

（
地
域
住
民
が
子
ど
も
を
預
か
る
事
業
） 

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

平成30 年４月 
以降生まれ 

2  － － 50.0  － － － － 50.0  － － － － － － 

０歳 
（平成29 年４月 
～平成30 年３月） 

175  1.1  － 43.4  12.0  0.6  21.7  2.9  5.7  3.4  － 2.9  8.0  2.3  0.6  

１歳 
（平成28 年４月 
～平成29 年３月） 

245  0.8  － 49.8  17.1  0.4  18.0  1.2  2.0  2.4  － － 6.1  5.7  － 

２歳 
（平成27 年４月 
～平成28 年３月） 

274  5.8  2.2  49.3  17.5  1.1  10.6  1.1  1.5  1.5  0.7  1.5  7.3  6.6  0.4  

３歳 
（平成26 年４月 
～平成27 年３月） 

316  31.3  5.4  41.1  15.2  1.9  4.1  1.3  － 3.2  － 0.3  4.7  2.8  0.6  

４歳 
（平成25 年４月 
～平成26 年３月） 

279  40.5  15.8  39.1  13.3  2.5  1.1  0.4  1.1  3.9  0.4  1.4  2.5  1.8  － 

５歳 
（平成24 年４月 
～平成25 年３月） 

243  41.6  10.3  33.7  13.2  3.3  4.5  － － 0.8  0.4  0.8  1.2  2.5  － 
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問 16－２ 平日に定期的に利用している教育・保育の事業について、どのくらい利用し

ていますか。また、希望としてはどのくらい利用したいですか。１週当たり

何日、１日当たり何時間（何時から何時まで）かを、□内に具体的な数字で

ご記入ください（数字は一枠に一字）。時間は、必ず（例）０９時～１８時の

ように２４時間制でおおよその時刻をご記入ください。 

（１）現在 

（ア）１週当たり日数 

 

「５日」の割合が 87.4％と最も高くなっていま

す。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）１日あたり利用時間 

 

「10 時間以上」の割合が 26.5％と最も高く、

次いで「９時間～10時間未満」の割合が 23.5％、

「５時間～６時間未満」の割合が 16.3％となって

います。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間以上

無回答

2.4

5.0

16.3

3.2

7.3

14.6

23.5

26.5

1.2

0.0

4.0

4.0

15.5

3.7

5.5

14.5

24.3

26.2

2.6

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

1.8

2.0

1.7

2.6

87.4

3.8

0.7

0.0

3.0

2.4

1.4

3.4

83.3

4.7

2.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,568)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,009)

平成30年度調査

(回答者数 = 1,568)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,009)
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（ウ）利用開始時刻 

 

「９時台」の割合が 60.7％と最も高く、次いで

「８時台」の割合が 29.5％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）利用終了時刻 

 

「18 時台」の割合が 35.7％と最も高く、次い

で「15時より前」の割合が 23.3％、「17時台」の

割合が 18.6％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

15時より前

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

23.3

3.0

8.0

18.6

35.7

9.2

0.8

0.0

1.6

0.0

22.1

2.9

7.1

18.2

35.8

8.7

1.8

0.3

3.1

0 20 40 60 80 100

％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時～13時台

14時～15時台

16時以降

無回答

0.2

3.3

29.5

60.7

4.0

0.4

0.3

0.2

1.5

0.0

0.0

3.1

28.1

57.9

5.2

1.2

1.2

0.4

3.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,568)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,009)

平成30年度調査

(回答者数 = 1,568)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,009)



 

28 

（２）希望 

（ア）１週当たり日数 

 

「５日」の割合が 71.0％と最も高くなっていま

す。 

平成 25年度調査と比較すると、「５日」の割合

が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）１日あたり利用時間 

 

「10 時間以上」の割合が 27.4％と最も高く、

次いで「９時間～10時間未満」の割合が 19.8％、

「８時間～９時間未満」の割合が 13.3％となって

います。 

平成 25年度調査と比較すると、「９時間～10時

間未満」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間未満

７時間～８時間未満

８時間～９時間未満

９時間～10時間未満

10時間以上

無回答

1.0

1.5

5.4

7.4

8.5

13.3

19.8

27.4

15.8

0.0

1.9

0.7

4.2

7.9

5.8

10.5

14.2

30.5

24.3

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日以上

無回答

0.4

1.0

1.6

1.7

71.0

8.4

15.9

0.0

0.9

1.7

1.3

2.4

61.2

8.8

23.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,568)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,009)

平成30年度調査

(回答者数 = 1,568)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,009)
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（ウ）利用開始時刻 

 

「９時台」の割合が 46.9％と最も高く、次いで

「８時台」の割合が 28.1％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「９時台」の割

合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）利用終了時刻 

 

「18 時台」の割合が 26.1％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 16.0％、「19時台」の割合

が 12.4％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

15時より前

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

7.7

7.5

9.2

16.0

26.1

12.4

3.9

1.1

16.0

0.0

5.8

7.1

7.4

12.4

21.5

12.8

6.3

1.9

24.7

0 20 40 60 80 100

％

７時より前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時～13時台

14時～15時台

16時以降

無回答

0.2

4.6

28.1

46.9

2.8

0.4

0.3

0.7

16.0

0.0

0.4

4.1

24.9

4.1

3.6

0.6

0.3

0.1

24.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,568)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,009)

平成30年度調査

(回答者数 = 1,568)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,009)
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問 16－３ 現在、利用している教育・保育事業の実施場所についてうかがいます。

「１. 」「２. 」のいずれかに○をつけてください。 

「渋谷区内」の割合が 88.5％、「他の市区町村」

の割合が 10.8％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

問 16－４ 平日に定期的に教育・保育の事業を利用されている理由についてうかがいま

す。主な理由として当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「子育て（教育を含む）をしている方が現在就

労している」の割合が 71.6％と最も高く、次いで

「子どもの教育や発達のため」の割合が 54.3％と

なっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「子どもの教育

や発達のため」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

子どもの教育や発達のため

子育て（教育を含む）をしている
方が現在就労している

子育て（教育を含む）をしている
方が就労予定がある／求職中
である

子育て（教育を含む）をしている
方が家族・親族などを介護して
いる

子育て（教育を含む）をしている
方が病気や障害がある

子育て（教育を含む）をしている
方が学生である

その他

無回答

54.3

71.6

1.7

0.8

0.7

0.3

1.8

1.3

44.4

71.4

2.2

0.7

1.3

0.6

3.0

1.6

0 20 40 60 80 100

％

渋谷区内

他の市区町村

無回答

88.5

10.8

0.8

0.0

87.4

11.6

1.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,568)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,009)

平成30年度調査

(回答者数 = 1,568)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,009)
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると、他に比べ、４歳（平成 25 年４月～平成 26 年３月）、５歳（平成 24

年４月～平成 25年３月）で「子どもの教育や発達のため」の割合が、０歳（平成 29年４月～平

成 30年３月）で「子育て（教育を含む）をしている方が現在就労している」の割合が高くなって

います。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

子
ど
も
の
教
育
や
発
達
の
た
め 

子
育
て
（
教
育
を
含
む
）
を
し
て

い
る
方
が
現
在
就
労
し
て
い
る 

子
育
て
（
教
育
を
含
む
）
を
し
て

い
る
方
が
就
労
予
定
が
あ
る
／

求
職
中
で
あ
る 

子
育
て
（
教
育
を
含
む
）
を
し
て

い
る
方
が
家
族
・
親
族
な
ど
を

介
護
し
て
い
る 

子
育
て
（
教
育
を
含
む
）
を
し
て

い
る
方
が
病
気
や
障
害
が
あ
る 

子
育
て
（
教
育
を
含
む
）
を
し
て

い
る
方
が
学
生
で
あ
る 

そ
の
他 

無
回
答 

平成30 年４月以降生まれ 2  50.0  100.0  － － － － － － 

０歳（平成 29 年４月～
平成 30 年３月） 

175  40.0  90.3  1.7  － － 0.6  2.3  1.1  

１歳（平成 28 年４月～
平成 29 年３月） 

245  41.2  84.9  4.5  0.4  0.4  0.4  3.3  1.2  

２歳（平成 27 年４月～
平成 28 年３月） 

274  47.1  78.8  1.1  0.7  0.4  － 2.9  1.1  

３歳（平成 26 年４月～
平成 27 年３月） 

316  61.7  65.8  0.6  0.9  1.9  － 1.3  1.9  

４歳（平成 25 年４月～
平成 26 年３月） 

279  63.4  60.6  1.1  1.8  0.7  0.7  1.1  2.2  

５歳（平成 24 年４月～
平成 25 年３月） 

243  65.8  57.2  1.6  0.4  0.4  0.4  － － 
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問 16－５ 問 16で「２．利用していない」に○をつけた方にうかがいます。利用して

いない理由は何ですか。理由としてもっとも当てはまる番号すべてに○をつ

けてください。 

「（子どもの教育や発達のため、子どもの母親

か父親が就労していないなどの理由で）利用する

必要がない」の割合が 37.0％と最も高く、次いで

「子どもがまだ小さいため（   歳くらいにな

ったら利用しようと考えている）」の割合が

32.4％、「利用したいが、保育・教育の事業に空き

がない」の割合が 31.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 376 ％

（子どもの教育や発達のため、
子どもの母親か父親が就労し
ていないなどの理由で）利用す
る必要がない

子どもの祖父母や親戚の人が
みている

近所の人や父母の友人・知人
がみている

利用したいが、保育・教育の事
業に空きがない

利用したいが、経済的な理由で
事業を利用できない

使用したいが、延長・夜間等の
時間帯の条件が合わない

利用したいが、教育・保育の内
容や場所など、納得できる事業
がない

子どもがまだ小さいため（
歳くらいになったら利用しようと
考えている）

その他

無回答

37.0

5.9

0.3

31.9

4.0

2.7

6.9

32.4

14.6

1.1

0 20 40 60 80 100
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると、他に比べ、０歳（平成 29年４月～平成 30年３月）で「利用したい

が、保育・教育の事業に空きがない」「子どもがまだ小さいため（   歳くらいになったら利用

しようと考えている）」の割合が、３歳（平成 26年４月～平成 27年３月）で「（子どもの教育や

発達のため、子どもの母親か父親が就労していないなどの理由で）利用する必要がない」の割合

が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

（
子
ど
も
の
教
育
や
発
達
の
た
め
、
子
ど
も
の

母
親
か
父
親
が
就
労
し
て
い
な
い
な
ど
の
理

由
で
）
利
用
す
る
必
要
が
な
い 

子
ど
も
の
祖
父
母
や
親
戚
の
人
が
み
て
い
る 

近
所
の
人
や
父
母
の
友
人
・
知
人
が
み
て
い
る 

利
用
し
た
い
が
、
保
育
・
教
育
の
事
業
に
空
き

が
な
い 

利
用
し
た
い
が
、
経
済
的
な
理
由
で
事
業
を
利

用
で
き
な
い 

使
用
し
た
い
が
、
延
長
・
夜
間
等
の
時
間
帯
の

条
件
が
合
わ
な
い 

利
用
し
た
い
が
、
教
育
・
保
育
の
内
容
や
場
所

な
ど
、
納
得
で
き
る
事
業
が
な
い 

子
ど
も
が
ま
だ
小
さ
い
た
め
（ 

 
 

歳
く
ら

い
に
な
っ
た
ら
利
用
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
） 

そ
の
他 

無
回
答 

平成 30 年４月 
以降生まれ 

4  － － － － － － － 100.0  － － 

０歳（平成29 年４月～
平成30 年３月） 

171  32.7  5.3  0.6  38.0  1.8  2.3  4.7  35.7  14.6  1.2  

１歳（平成28 年４月～
平成29 年３月） 

96  43.8  6.3  － 30.2  9.4  3.1  9.4  27.1  9.4  1.0  

２歳（平成27 年４月～
平成28 年３月） 

83  41.0  6.0  － 19.3  3.6  1.2  8.4  33.7  20.5  1.2  

３歳（平成26 年４月～
平成27 年３月） 

12  50.0  16.7  － 33.3  － － 16.7  16.7  25.0  － 

４歳（平成25 年４月～
平成26 年３月） 

5  － － － 60.0  － － － 20.0  20.0  － 

５歳（平成24 年４月～
平成25 年３月） 

1  － － － － － 100.0  － － － － 

 

利用希望時の子どもの年齢 

 

「３歳」の割合が 50.8％と最も高く、次いで

「４歳」の割合が 14.8％、「１歳」、「２歳」の割

合が 13.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 122 ％

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳以上

無回答

13.9

13.9

50.8

14.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

5.7

0 20 40 60 80 100
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問 17 すべての方にうかがいます。 

現在、利用している、利用していないにかかわらず、あて名のお子さんの平日の

教育・保育の事業として、「定期的に」利用したいと考える事業について、次の

①、②のそれぞれについて、下の点線枠の中から、当てはまる番号すべてを記入

してください。 

①「幼児教育・保育の無償化（※）」が 2019年 10月から予定されていますが、現行どお

りの費用負担がある場合、平日に「定期的に」利用したいと考える施設等をお答え

ください。 

「認可保育所〔区立・私立保育園〕（国が定める

最低基準に適合した施設で東京都の認可を受け

た施設）」の割合が 50.9％と最も高く、次いで「認

定こども園〔長時間利用〕（幼稚園と保育施設の

機能を併せ持つ施設において、保育所の時間帯で

保育・幼児教育を受ける枠）」の割合が 41.7％、

「幼稚園（通常の就園時間の利用）」の割合が

41.4％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「幼稚園（通常

の就園時間の利用）」「認可保育所〔区立・私立保

育園〕（国が定める最低基準に適合した施設で東

京都の認可を受けた施設）」「居宅訪問型保育（ベ

ビーシッターのような保育者が子どもの家庭で

保育する事業）」「ファミリー・サポート・センタ

ー（地域住民が子どもを預かる事業）」の割合が

減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

幼稚園（通常の就園時間の利用）

幼稚園の預かり保育（通常の就園

時間を延長して預かる事業のうち

定期的な利用のみ）

認可保育所〔区立・私立保育園〕

（国が定める最低基準に適合した

施設で東京都の認可を受けた施

設）

認定こども園〔長時間利用〕（幼稚

園と保育施設の機能を併せ持つ施

設において、保育所の時間帯で保

育・幼児教育を受ける枠）

認定こども園〔中・短時間利用〕

（幼稚園と保育施設の機能を併せ

持つ施設において、幼稚園の時間

帯で幼児教育を受ける枠）

区立・私立保育室、認証保育所

（区が助成、運営する認可外保育

施設）

小規模保育事業（国が定める最低

基準に適合した施設で区市町村の

認可を受けた定員が概ね６～19人

のもの）

事業所内保育施設（企業が主に従

業員用に運営する施設）

居宅訪問型保育（ベビーシッター

のような保育者が子どもの家庭で

保育する事業）

家庭的保育（保育者の家庭等で子

どもを保育する事業）

ファミリー・サポート・センター（地

域住民が子どもを預かる事業）

その他の認可外の保育施設

その他

無回答

41.4

33.3

50.9

41.7

12.8

14.3

4.0

4.5

8.5

3.8

8.6

4.2

1.4

4.6

46.9

31.0

56.6

43.7

15.6

17.3

-

9.0

14.5

6.7

17.2

2.6

2.5

1.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると、他に比べ、０歳（平成 29年４月～平成 30年３月）で「認可保育所

〔区立・私立保育園〕（国が定める最低基準に適合した施設で東京都の認可を受けた施設）」「認定

こども園〔長時間利用〕（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設において、保育所の時間帯で保

育・幼児教育を受ける枠）」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園
（
通
常
の
就
園
時
間
の
利
用
） 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
（
通
常
の
就
園
時
間
を
延
長
し
て
預
か
る 

事
業
の
う
ち
定
期
的
な
利
用
の
み
） 

認
可
保
育
所
〔
区
立
・
私
立
保
育
園
〕（
国
が
定
め
る
最
低
基
準
に 

適
合
し
た
施
設
で
東
京
都
の
認
可
を
受
け
た
施
設
） 

認
定
こ
ど
も
園
〔
長
時
間
利
用
〕（
幼
稚
園
と
保
育
施
設
の
機
能
を
併
せ 

持
つ
施
設
に
お
い
て
、
保
育
所
の
時
間
帯
で
保
育
・
幼
児
教
育
を
受
け
る

枠
） 

認
定
こ
ど
も
園
〔
中
・
短
時
間
利
用
〕（
幼
稚
園
と
保
育
施
設
の
機
能
を 

併
せ
持
つ
施
設
に
お
い
て
、
幼
稚
園
の
時
間
帯
で
幼
児
教
育
を
受
け
る
枠
） 

区
立
・
私
立
保
育
室
、
認
証
保
育
所
（
区
が
助
成
、
運
営
す
る
認
可
外
保

育
施
設
） 

小
規
模
保
育
事
業
（
国
が
定
め
る
最
低
基
準
に
適
合
し
た
施
設
で 

区
市
町
村
の
認
可
を
受
け
た
定
員
が
概
ね
６
～
19
人
の
も
の
） 

事
業
所
内
保
育
施
設
（
企
業
が
主
に
従
業
員
用
に
運
営
す
る
施
設
） 

居
宅
訪
問
型
保
育
（
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
よ
う
な
保
育
者
が
子
ど
も
の 

家
庭
で
保
育
す
る
事
業
） 

家
庭
的
保
育
（
保
育
者
の
家
庭
等
で
子
ど
も
を
保
育
す
る
事
業
） 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー 

（
地
域
住
民
が
子
ど
も
を
預
か
る
事
業
） 

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

平成30 年４月 
以降生まれ 

6  50.0  50.0  50.0  50.0  － 33.3  － － 16.7  16.7  16.7  － － － 

０歳 
（平成29 年４月 
～平成30 年３月） 

346  38.2  32.7  65.0  58.4  20.2  27.7  10.4  11.3  11.3  5.2  11.0  5.5  0.6  3.5  

１歳 
（平成28 年４月 
～平成29 年３月） 

341  38.7  34.6  56.6  48.7  12.9  17.0  3.8  4.1  9.7  3.8  9.1  5.3  2.1  3.2  

２歳 
（平成27 年４月 
～平成28 年３月） 

358  43.9  37.2  50.6  42.5  15.9  11.5  3.1  2.2  6.4  3.9  8.7  4.2  1.1  3.4  

３歳 
（平成26 年４月 
～平成27 年３月） 

328  40.9  34.5  45.4  34.8  8.8  10.4  1.5  4.0  9.1  1.5  6.4  4.3  1.2  6.1  

４歳 
（平成25 年４月 
～平成26 年３月） 

284  44.4  31.0  43.3  32.4  9.2  7.0  2.1  2.1  6.7  3.2  6.7  2.8  1.8  2.8  

５歳 
（平成24 年４月 
～平成25 年３月） 

244  44.3  29.5  38.1  29.9  6.6  8.6  2.0  1.2  6.6  3.7  8.6  2.0  2.5  8.2  
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると、他に比べ、現在は就労していないで「幼稚園（通常の就園時間の

利用）」の割合が、フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中であるで「認可保育所

〔区立・私立保育園〕（国が定める最低基準に適合した施設で東京都の認可を受けた施設）」の割

合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園
（
通
常
の
就
園
時
間
の
利
用
） 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
（
通
常
の
就
園
時
間
を
延
長
し
て
預
か
る 

事
業
の
う
ち
定
期
的
な
利
用
の
み
） 

認
可
保
育
所
〔
区
立
・
私
立
保
育
園
〕（
国
が
定
め
る
最
低
基
準
に 

適
合
し
た
施
設
で
東
京
都
の
認
可
を
受
け
た
施
設
） 

認
定
こ
ど
も
園
〔
長
時
間
利
用
〕（
幼
稚
園
と
保
育
施
設
の
機
能
を
併
せ 

持
つ
施
設
に
お
い
て
、
保
育
所
の
時
間
帯
で
保
育
・
幼
児
教
育
を
受
け
る

枠
） 

認
定
こ
ど
も
園
〔
中
・
短
時
間
利
用
〕（
幼
稚
園
と
保
育
施
設
の
機
能
を 

併
せ
持
つ
施
設
に
お
い
て
、
幼
稚
園
の
時
間
帯
で
幼
児
教
育
を
受
け
る
枠
） 

区
立
・
私
立
保
育
室
、
認
証
保
育
所
（
区
が
助
成
、
運
営
す
る
認
可
外
保

育
施
設
） 

小
規
模
保
育
事
業
（
国
が
定
め
る
最
低
基
準
に
適
合
し
た
施
設
で 

区
市
町
村
の
認
可
を
受
け
た
定
員
が
概
ね
６
～
19
人
の
も
の
） 

事
業
所
内
保
育
施
設
（
企
業
が
主
に
従
業
員
用
に
運
営
す
る
施
設
） 

居
宅
訪
問
型
保
育
（
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
よ
う
な
保
育
者
が
子
ど
も
の 

家
庭
で
保
育
す
る
事
業
） 

家
庭
的
保
育
（
保
育
者
の
家
庭
等
で
子
ど
も
を
保
育
す
る
事
業
） 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー 

（
地
域
住
民
が
子
ど
も
を
預
か
る
事
業
） 

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

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 

922  16.5  21.0  70.1  53.1  6.2  14.1  3.0  4.6  8.8  4.2  9.5  3.7  1.3  4.4  

フルタイムで就労して
いるが、産休・育休・
介護休業中である 

182  26.9  28.6  75.3  67.0  15.4  28.6  9.3  8.8  8.8  2.7  8.2  5.5  1.1  1.6  

パート・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 

236  53.0  44.1  39.4  35.6  19.5  18.6  5.5  4.2  7.6  5.1  6.4  6.8  3.0  5.5  

パート・アルバイト等
で就労しているが、 
産休・育休・介護 
休業中である 

15  33.3  26.7  66.7  53.3  26.7  33.3  － 6.7  6.7  － 6.7  － － 6.7  

現在は就労していない 564  81.9 50.7 16.1 17.2 19.9 8.2 3.5 3.0 8.5 3.0 8.3 3.9 1.1 4.8 
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②「幼児教育・保育の無償化」が 2019年 10月から予定されていますが、費用負担が無

償化または軽減された場合、平日に「定期的に」利用したいと考える施設等をお答

えください。 

「認可保育所〔区立・私立保育園〕（国が定める

最低基準に適合した施設で東京都の認可を受け

た施設）」の割合が 48.4％と最も高く、次いで「認

定こども園〔長時間利用〕（幼稚園と保育施設の

機能を併せ持つ施設において、保育所の時間帯で

保育・幼児教育を受ける枠）」の割合が 42.4％、

「幼稚園（通常の就園時間の利用）」の割合が

41.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,945 ％

幼稚園（通常の就園時間の利

用）

幼稚園の預かり保育（通常の就

園時間を延長して預かる事業の

うち定期的な利用のみ）

認可保育所〔区立・私立保育

園〕（国が定める最低基準に適

合した施設で東京都の認可を

受けた施設）

認定こども園〔長時間利用〕（幼

稚園と保育施設の機能を併せ

持つ施設において、保育所の時

間帯で保育・幼児教育を受ける

枠）

認定こども園〔中・短時間利用〕

（幼稚園と保育施設の機能を併

せ持つ施設において、幼稚園の

時間帯で幼児教育を受ける枠）

区立・私立保育室、認証保育所

（区が助成、運営する認可外保

育施設）

小規模保育事業（国が定める最

低基準に適合した施設で区市

町村の認可を受けた定員が概

ね６～19人のもの）

事業所内保育施設（企業が主

に従業員用に運営する施設）

居宅訪問型保育（ベビーシッ

ターのような保育者が子どもの

家庭で保育する事業）

家庭的保育（保育者の家庭等

で子どもを保育する事業）

ファミリー・サポート・センター

（地域住民が子どもを預かる事

業）

その他の認可外の保育施設

その他

無回答

41.8

39.1

48.4

42.4

14.1

14.8

5.1

6.4

19.9

9.0

14.1

7.7

2.0

6.4

0 20 40 60 80 100
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると、他に比べ、０歳（平成 29年４月～平成 30年３月）で「認可保育所

〔区立・私立保育園〕（国が定める最低基準に適合した施設で東京都の認可を受けた施設）」「認定

こども園〔長時間利用〕（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設において、保育所の時間帯で保

育・幼児教育を受ける枠）」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園
（
通
常
の
就
園
時
間
の
利
用
） 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
（
通
常
の
就
園
時
間
を
延
長
し
て
預
か
る 

事
業
の
う
ち
定
期
的
な
利
用
の
み
） 

認
可
保
育
所
〔
区
立
・
私
立
保
育
園
〕（
国
が
定
め
る
最
低
基
準
に
適
合 

し
た
施
設
で
東
京
都
の
認
可
を
受
け
た
施
設
） 

認
定
こ
ど
も
園
〔
長
時
間
利
用
〕（
幼
稚
園
と
保
育
施
設
の
機
能
を
併
せ 

持
つ
施
設
に
お
い
て
、
保
育
所
の
時
間
帯
で
保
育
・
幼
児
教
育
を
受
け
る
枠
） 

認
定
こ
ど
も
園
〔
中
・
短
時
間
利
用
〕（
幼
稚
園
と
保
育
施
設
の
機
能
を
併
せ 

持
つ
施
設
に
お
い
て
、
幼
稚
園
の
時
間
帯
で
幼
児
教
育
を
受
け
る
枠
） 

区
立
・
私
立
保
育
室
、
認
証
保
育
所 

（
区
が
助
成
、
運
営
す
る
認
可
外
保
育
施
設
） 

小
規
模
保
育
事
業
（
国
が
定
め
る
最
低
基
準
に
適
合
し
た
施
設
で 

区
市
町
村
の
認
可
を
受
け
た
定
員
が
概
ね
６
～
19
人
の
も
の
） 

事
業
所
内
保
育
施
設
（
企
業
が
主
に
従
業
員
用
に
運
営
す
る
施
設
） 

居
宅
訪
問
型
保
育
（
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
よ
う
な
保
育
者
が
子
ど
も
の 

家
庭
で
保
育
す
る
事
業
） 

家
庭
的
保
育
（
保
育
者
の
家
庭
等
で
子
ど
も
を
保
育
す
る
事
業
） 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー 

（
地
域
住
民
が
子
ど
も
を
預
か
る
事
業
） 

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

平成30 年４月 
以降生まれ 

6  50.0  50.0  50.0  50.0  － 33.3  － 16.7  33.3  16.7  16.7  － － － 

０歳 
（平成29 年４月 
～平成30 年３月） 

346  41.0  39.9  65.0  60.4  22.5  28.0  10.7  11.8  21.7  10.1  15.3  11.0  1.2  5.2  

１歳 
（平成28 年４月 
～平成29 年３月） 

341  41.1  42.2  53.4  48.1  15.8  17.6  6.2  7.0  23.2  8.5  13.2  9.1  2.9  5.6  

２歳 
（平成27 年４月 
～平成28 年３月） 

358  43.6  45.3  45.5  42.5  14.8  11.2  4.2  5.0  19.3  10.6  16.8  8.7  0.8  3.9  

３歳 
（平成26 年４月 
～平成27 年３月） 

328  41.8  39.3  44.8  36.9  11.0  11.6  2.7  4.9  18.9  6.1  11.6  7.0  1.5  6.7  

４歳 
（平成25 年４月 
～平成26 年３月） 

284  41.5  33.8  41.2  32.7  9.9  8.1  3.9  4.6  19.0  10.6  14.4  4.2  2.5  6.0  

５歳 
（平成24 年４月 
～平成25 年３月） 

244  41.4  32.4  34.8  29.9  7.4  7.4  1.2  2.9  15.2  6.6  11.5  4.1  4.1  11.5  
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると、他に比べ、フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業

中であるで「認可保育所〔区立・私立保育園〕（国が定める最低基準に適合した施設で東京都の認

可を受けた施設）」の割合が、現在は就労していないで「幼稚園（通常の就園時間の利用）」の割

合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園
（
通
常
の
就
園
時
間
の
利
用
） 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
（
通
常
の
就
園
時
間
を
延
長
し
て
預
か
る 

事
業
の
う
ち
定
期
的
な
利
用
の
み
） 

認
可
保
育
所
〔
区
立
・
私
立
保
育
園
〕（
国
が
定
め
る
最
低
基
準
に
適
合 

し
た
施
設
で
東
京
都
の
認
可
を
受
け
た
施
設
） 

認
定
こ
ど
も
園
〔
長
時
間
利
用
〕（
幼
稚
園
と
保
育
施
設
の
機
能
を
併
せ 

持
つ
施
設
に
お
い
て
、
保
育
所
の
時
間
帯
で
保
育
・
幼
児
教
育
を
受
け
る
枠
） 

認
定
こ
ど
も
園
〔
中
・
短
時
間
利
用
〕（
幼
稚
園
と
保
育
施
設
の
機
能
を
併
せ 

持
つ
施
設
に
お
い
て
、
幼
稚
園
の
時
間
帯
で
幼
児
教
育
を
受
け
る
枠
） 

区
立
・
私
立
保
育
室
、
認
証
保
育
所 

（
区
が
助
成
、
運
営
す
る
認
可
外
保
育
施
設
） 

小
規
模
保
育
事
業
（
国
が
定
め
る
最
低
基
準
に
適
合
し
た
施
設
で 

区
市
町
村
の
認
可
を
受
け
た
定
員
が
概
ね
６
～
19
人
の
も
の
） 

事
業
所
内
保
育
施
設
（
企
業
が
主
に
従
業
員
用
に
運
営
す
る
施
設
） 

居
宅
訪
問
型
保
育
（
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
よ
う
な
保
育
者
が
子
ど
も
の 

家
庭
で
保
育
す
る
事
業
） 

家
庭
的
保
育
（
保
育
者
の
家
庭
等
で
子
ど
も
を
保
育
す
る
事
業
） 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー 

（
地
域
住
民
が
子
ど
も
を
預
か
る
事
業
） 

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施
設 

そ
の
他 

無
回
答 

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 

922  19.4  26.9  64.6  52.1  6.9  14.0  3.6  6.1  20.3  9.4  15.3  7.3  1.8  6.0  

フルタイムで就労して
いるが、産休・育休・
介護休業中である 

182  32.4  34.1  72.5  65.9  17.0  29.1  8.8  9.9  19.8  6.0  13.2  12.1  2.2  3.3  

パート・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 

236  52.1  49.6  39.8  37.3  21.2  17.8  8.1  7.2  19.5  10.2  11.4  7.6  3.4  7.6  

パート・アルバイト等
で就労しているが、 
産休・育休・介護 
休業中である 

15  33.3  26.7  66.7  60.0  33.3  33.3  － 6.7  13.3  6.7  13.3  6.7  － － 

現在は就労していない 564  77.3 56.9 17.4 20.9 21.6 9.9 5.5 5.7 19.7 8.9 13.5 7.3 1.6 7.3 

 

問 17－１ 問 17①で「１．幼稚園」または「２．幼稚園の預かり保育」に○をつけ、か

つ問 17②で３～13※のいずれかにも◯をつけた方にうかがいます。特に幼稚

園（幼稚園の預かり保育をあわせて利用する場合を含む）の利用を強く希望

しますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「はい」の割合が 70.8％、「いいえ」の割合が

24.7％となっています。 

※３～13とは、Ｐ37の問 17②の「認可保育所〔区立・私立保

育園〕（国が定める最低基準に適合した施設で東京都の認可

を受けた施設）」から「その他」に該当します。  

回答者数 = 777 ％

はい

いいえ

無回答

70.8

24.7

4.5

0 20 40 60 80 100
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問 17－２ お子さんが利用する施設を選ぶときに、どのようなことを重視しますか。当

てはまる番号３つまで○をつけてください。 

「家から近い」の割合が 63.5％と最も高く、次

いで「教育・保育の方針や内容が充実している」

の割合が 39.6％、「給食がある」の割合が 25.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 17－３ 教育・保育事業を利用したい場所についてうかがいます。「１. 」「２. 」の

いずれかに○をつけてください  。 

「渋谷区内」の割合が 90.1％、「他の市区町村」

の割合が 3.3％となっています。 

 

 

  

回答者数 = 1,945 ％

家から近い

職場に近い

最寄駅に近い

職場への通勤に便利

保育時間

費用が安い

親族の勧め

友人・知人の勧め

送迎バスがある

公立であること

私立であること

地域で評判が良い

給食がある

大規模で施設の設備が充実し

ている

しつけがしっかりしている

教育・保育の方針や内容が充

実している

病気や障害に対する理解があ

る

その他

無回答

63.5

3.3

3.0

9.6

22.1

6.3

0.7

1.9

2.3

2.8

0.8

18.5

25.8

4.2

8.6

39.6

2.4

2.8

22.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,945 ％

渋谷区内

他の市区町村

無回答

90.1

3.3

6.6

0 20 40 60 80 100
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５ 子育て支援事業の利用状況について 

問 18 あて名のお子さんは、現在、「地域子育て支援拠点事業（親子が集まって過ごし

たり、相談をしたり、情報提供を受けたりする場で、「子育て支援センター」「子

育てひろば」等と呼ばれています）」を利用していますか。次の中から、利用され

ているものすべてに○をつけてください。また、おおよその利用回数（頻度）を

□内に数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。 

「利用していない」の割合が 55.2％と最も高く、

次いで「子育て支援センター（親子が集まって過ご

したり、相談をする場）」の割合が 28.2％、「かぞく

のアトリエ」の割合が 11.7％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「その他渋谷区

で実施している類似の事業」の割合が増加してい

ます。一方、「子育て支援センター（親子が集まっ

て過ごしたり、相談をする場）」の割合が減少し

ています。 

 

 

 

 

【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると、他に比べ、０歳（平成 29年４月～平成 30年３月）で「子育て支援

センター（親子が集まって過ごしたり、相談をする場）」の割合が、５歳（平成 24年４月～平成

25年３月）で「利用していない」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー 

（
親
子
が
集
ま
っ
て
過
ご
し
た
り
、

相
談
を
す
る
場
） 

認
定
こ
ど
も
園
や
私
立
保
育
園
で 

実
施
し
て
い
る
子
育
て
ひ
ろ
ば 

ひ
が
し
健
康
プ
ラ
ザ
や 

中
央
図
書
館
で
実
施
し
て
い
る 

子
育
て
ひ
ろ
ば 

か
ぞ
く
の
ア
ト
リ
エ 

そ
の
他
渋
谷
区
で
実
施
し
て
い
る 

類
似
の
事
業 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

平成30 年４月以降生まれ 6  33.3  － － － － 66.7  － 
０歳（平成 29 年４月～ 
平成 30 年３月） 

346  53.5  12.7  9.0  16.5  7.5  35.8  4.3  

１歳（平成 28 年４月～ 
平成 29 年３月） 

341  39.9  7.0  5.6  13.8  9.4  46.3  5.0  

２歳（平成 27 年４月～ 
平成 28 年３月） 

358  30.4  8.7  8.9  13.4  12.8  54.7  4.2  

３歳（平成 26 年４月～ 
平成 27 年３月） 

328  18.3  2.4  6.4  7.6  10.1  64.0  5.2  

４歳（平成 25 年４月～ 
平成 26 年３月） 

284  9.2  2.5  4.9  10.2  13.0  65.1  7.4  

５歳（平成 24 年４月～ 
平成 25 年３月） 

244  10.2  2.0  1.2  7.4  7.0  71.3  7.8  
  

％

子育て支援センター（親子が集
まって過ごしたり、相談をする
場）

認定こども園や私立保育園で
実施している子育てひろば

ひがし健康プラザや中央図書
館で実施している子育てひろば

かぞくのアトリエ

その他渋谷区で実施している類
似の事業

利用していない

無回答

28.2

6.2

6.2

11.7

10.1

55.2

5.6

38.0

6.0

7.5

7.9

3.7

51.1

4.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)
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１．子育て支援センター 

（ア）週あたりでの利用回数 

 

「１回」の割合が 15.7％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）１か月あたりでの利用回数 

 

「１回」の割合が 46.6％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 11.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．認定こども園や私立保育園で実施している子育てひろば 

（ア）週あたりでの利用回数 

 

「１回」の割合が 19.0％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 549 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

15.7

6.7

5.8

2.0

0.7

0.4

0.0

68.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 549 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

46.6

11.8

7.8

1.6

0.4

0.7

2.6

28.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 121 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

19.0

3.3

0.8

0.8

0.8

0.0

0.0

75.2

0 20 40 60 80 100
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（イ）１か月あたりでの利用回数 

 

「１回」の割合が 44.6％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 13.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．ひがし健康プラザや中央図書館で実施している子育てひろば 

（ア）週あたりでの利用回数 

 

「１回」の割合が 17.5％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）１か月あたりでの利用回数 

 

「１回」の割合が 46.7％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 10.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 121 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

44.6

13.2

4.1

1.7

0.8

0.0

0.0

35.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 120 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

17.5

5.8

0.8

1.7

0.8

0.0

0.0

73.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 120 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

46.7

10.8

2.5

0.0

0.0

0.0

0.8

39.2

0 20 40 60 80 100
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４．かぞくのアトリエ 

（ア）週あたりでの利用回数 

 

「１回」の割合が 3.9％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）１か月あたりでの利用回数 

 

「１回」の割合が 72.4％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．その他渋谷区で実施している類似の事業 

（ア）週あたりでの利用回数 

 

「１回」の割合が 16.2％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 228 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

3.9

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

95.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 228 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

72.4

6.1

1.8

0.9

0.0

0.0

0.4

18.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 197 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

16.2

7.1

1.5

0.0

0.5

0.0

0.0

74.6

0 20 40 60 80 100
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（イ）１か月あたりでの利用回数 

 

「１回」の割合が 39.1％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 18.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 19 問 18のような子育て支援センター等について、今は利用していないが、できれ

ば今後利用したい、あるいは、利用日数を増やしたいと思いますか。当てはまる

番号一つに○をつけて、おおよその利用回数（頻度）を□内に数字でご記入くだ

さい（数字は一枠に一字）。 

「新たに利用したり、利用日数を増やしたいと

は思わない」の割合が 48.4％と最も高く、次いで

「利用していないが、今後利用したい」の割合が

28.5％、「すでに利用しているが、今後利用日数

を増やしたい」の割合が 17.8％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「新たに利用し

たり、利用日数を増やしたいとは思わない」の割

合が増加しています。一方、「利用していないが、

今後利用したい」「すでに利用しているが、今後

利用日数を増やしたい」の割合が減少しています。 

 

 

  

％

利用していないが、今後利用し
たい

すでに利用しているが、今後利
用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日数を
増やしたいとは思わない

無回答

28.5

17.8

48.4

5.3

0.0

33.9

24.5

35.5

6.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 197 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

39.1

18.3

3.6

5.6

0.5

1.5

2.0

29.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると、他に比べ、５歳（平成 24年４月～平成 25年３月）で「新たに利用

したり、利用日数を増やしたいとは思わない」の割合が、０歳（平成 29年４月～平成 30年３月）

で「すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

利
用
し
て
い
な
い
が
、
今
後
利
用 

し
た
い 

す
で
に
利
用
し
て
い
る
が
、
今
後 

利
用
日
数
を
増
や
し
た
い 

新
た
に
利
用
し
た
り
、
利
用
日
数
を 

増
や
し
た
い
と
は
思
わ
な
い 

無
回
答 

平成 30 年４月以降生まれ 6  66.7  33.3  － － 

０歳（平成 29 年４月～平成 30 年３月） 346  24.6  31.8  38.7  4.9  

１歳（平成 28 年４月～平成 29 年３月） 341  30.8  24.3  41.3  3.5  

２歳（平成 27 年４月～平成 28 年３月） 358  28.5  16.8  50.8  3.9  

３歳（平成 26 年４月～平成 27 年３月） 328  32.3  10.4  50.3  7.0  

４歳（平成 25 年４月～平成 26 年３月） 284  28.9  11.6  52.8  6.7  

５歳（平成 24 年４月～平成 25 年３月） 244  23.4  8.2  61.9  6.6  

 

 

 

１．利用していないが、今後利用したい 

（ア）週あたりでの利用回数 

 

「１回」の割合が 23.8％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 555 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

23.8

3.2

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

71.5

0 20 40 60 80 100
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（イ）１か月あたりでの利用回数 

 

「１回」の割合が 48.3％と最も高く、次いで

「２回」の割合が 24.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい 

（ア）週あたりでの増やしたい利用回数 

 

「１回」の割合が 28.6％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）１か月あたりでの利用回数 

 

「２回」の割合が 22.5％と最も高く、次いで

「１回」の割合が 17.6％、「３回」の割合が 12.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 555 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

48.3

24.1

6.5

4.7

0.9

0.0

1.4

14.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 346 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

28.6

6.9

4.3

0.6

1.4

0.3

0.0

57.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 346 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

17.6

22.5

12.7

9.0

1.7

0.9

3.8

31.8

0 20 40 60 80 100
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問 20 下記の事業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、今後、利

用したいと思うものをお答えください。①～⑩の事業ごとに、Ａ～Ｃのそれぞれ

について、「はい」「いいえ」のいずれかに○をつけてください。 

Ａ 知っている 

『①パパ・ママ入門学級』で「はい」の割合が、『②産後ケア（宿泊型）』で「いいえ」の割合

が高くなっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,945

①パパ・ママ入門学級

②産後ケア（宿泊型）

③母乳相談

④ひよこママの時間

⑤育児学級

⑥子ども家庭支援センター

⑦子ども発達相談センター

⑧にこにこママ

⑨渋谷スポーツ共育プラザ＆
　 ラボ“すぽっと”

⑩渋谷区LINE公式アカウント

79.3

35.9

72.4

51.0

69.6

46.5

55.4

42.6

39.4

48.3

16.0

58.7

22.6

43.6

25.8

48.4

39.5

52.3

54.9

47.0

4.6

5.3

5.0

5.4

4.6

5.1

5.1

5.1

5.7

4.7

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

はい いいえ 無回答
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Ｂ これまでに利用したことがある 

『⑤育児学級』で「はい」の割合が、『②産後ケア（宿泊型）』で「いいえ」の割合が高くなっ

ています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,945

①パパ・ママ入門学級

②産後ケア（宿泊型）

③母乳相談

④ひよこママの時間

⑤育児学級

⑥子ども家庭支援センター

⑦子ども発達相談センター

⑧にこにこママ

⑨渋谷スポーツ共育プラザ＆
　 ラボ“すぽっと”

⑩渋谷区LINE公式アカウント

46.1

2.2

29.7

18.7

46.2

11.6

11.5

13.0

13.7

36.2

42.0

81.9

56.5

67.1

41.2

74.1

74.1

72.7

71.8

50.3

11.9

16.0

13.8

14.2

12.6

14.3

14.4

14.3

14.6

13.5

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

はい いいえ 無回答
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Ｃ 今後利用したい 

『⑨渋谷スポーツ共育プラザ＆ラボ“すぽっと”』で「はい」の割合が、『②産後ケア（宿泊型）』

『④ひよこママの時間』で「いいえ」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,945

①パパ・ママ入門学級

②産後ケア（宿泊型）

③母乳相談

④ひよこママの時間

⑤育児学級

⑥子ども家庭支援センター

⑦子ども発達相談センター

⑧にこにこママ

⑨渋谷スポーツ共育プラザ＆
　 ラボ“すぽっと”

⑩渋谷区LINE公式アカウント

16.4

22.5

23.9

20.1

26.1

34.9

34.9

27.6

68.4

49.4

65.5

60.8

58.7

62.8

56.6

48.3

48.5

55.4

17.7

34.6

18.1

16.7

17.4

17.2

17.3

16.9

16.6

17.0

13.9

16.0

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

はい いいえ 無回答
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６ 土曜・休日や年末年始の定期的な教育・保育事業の利用希望について 

問 21 あて名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日、年末・年始に、定期的な教

育・保育の事業の利用希望はありますか（一時的な利用は除きます）。希望がある

場合は、利用したい時間帯又は利用したい期間をご記入下さい。時間帯は、(例)

０９時～１８時のように２４時間制でご記入ください（数字は一枠に一字）。な

お、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。 

土曜日では、「利用する必要はない」の割合が

57.3％と最も高く、次いで「月に１～２回は利用

したい」の割合が 32.1％となっています。 

日曜・祝日では、「利用する必要はない」の割合

が 73.3％と最も高く、次いで「月に１～２回は利

用したい」の割合が 22.4％となっています。 

 

 

 

（ア）利用開始時刻 

 

土曜日では、「９時台」の割合が 52.9％と最も

高く、次いで「８時台」の割合が 20.7％、「10時

台」の割合が 15.8％となっています。 

日曜・祝日では、「９時台」の割合が 50.8％と

最も高く、次いで「10 時台」の割合が 21.5％、

「８時台」の割合が 18.0％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時以降

無回答

0.1

0.1

4.2

20.7

52.9

15.8

1.6

0.9

1.4

0.4

0.1

0.2

0.5

0.0

0.0

1.1

0.0

0.0

0.2

4.3

18.0

50.8

21.5

1.2

0.4

1.0

0.4

0.2

0.2

0.4

0.0

0.0

1.4

0 20 40 60 80 100

％

利用する必要はない

ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい

無回答

57.3

9.4

32.1

1.2

0.0

73.3

3.0

22.4

1.3

0 20 40 60 80 100

土曜日

(回答者数 = 1,945)

日曜・祝日

(回答者数 = 1,945)

土曜日

(回答者数 = 806)

日曜・祝日

(回答者数 = 494)
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（イ）利用終了時刻 

 

土曜日では、「18時台」の割合が 31.8％と最も

高く、次いで「17時台」の割合が 24.8％、「16時

台」の割合が 10.2％となっています。 

日曜・祝日では、「18時台」の割合が 32.8％と

最も高く、次いで「17 時台」の割合が 25.3％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）年末・年始 

 

「利用する必要はない」の割合が 85.1％、「利

用したい」の割合が 13.0％となっています。 

 

 

 

 

  

％

11時より前

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

20時台

21時台

22時台

23時台

24時以降

無回答

1.5

0.5

4.7

2.7

4.6

7.9

10.2

24.8

31.8

6.9

2.2

0.2

0.5

0.0

0.2

1.1

0.0

1.8

0.4

5.1

2.4

2.6

7.7

9.7

25.3

32.8

6.9

1.8

1.0

0.4

0.0

0.4

1.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,945 ％

利用する必要はない

利用したい

無回答

85.1

13.0

1.9

0 20 40 60 80 100

土曜日

(回答者数 = 806)

日曜・祝日

(回答者数 = 494)
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（ア）開始日 

 

「2018年12月29日」の割合が82.2％と最も高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）終了日 

 

「2019年1月3日」の割合が37.9％と最も高く、

次いで「2018年12月30日」の割合が24.9％、「2018

年12月31日」の割合が17.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 21－１ 問 21の（１）もしくは（２）※で、「３.月に１～２回は利用したい」に○を

つけた方にうかがいます。 

毎週ではなく、たまに利用したい理由は何ですか。当てはまる番号すべてに

○をつけてください。 

「月に数回仕事が入るため」の割合が 53.7％と

最も高く、次いで「平日に済ませられない用事を

まとめて済ませるため」の割合が 50.6％、「リフ

レッシュのため」の割合が 45.4％となっていま

す。 

 

※（１）もしくは（２）とは、Ｐ51の土曜日もしくは日曜・祝

日に該当します。  

回答者数 = 253 ％

2018年12月29日

2018年12月30日

2018年12月31日

2019年1月1日

2019年1月2日

2019年1月3日

無回答

8.3

24.9

17.8

0.8

1.6

37.9

8.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 253 ％

2018年12月29日

2018年12月30日

2018年12月31日

2019年1月1日

2019年1月2日

2019年1月3日

無回答

82.2

4.0

2.0

1.2

0.4

0.4

9.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 711 ％

月に数回仕事が入るため

平日に済ませられない用事をま
とめて済ませるため

親族の介護や手伝いが必要な
ため

リフレッシュのため

その他

無回答

53.7

50.6

3.8

45.4

11.4

1.7

0 20 40 60 80 100
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問 22 「幼稚園」を利用されている方にうかがいます。 

あて名のお子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教育・保育

の事業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、(例)０

９時～１８時のように２４時間制でご記入ください（数字は一枠に一字）。なお、

これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。 

「休みの期間中、週に数日利用したい」の割合

が 58.9％と最も高く、次いで「利用する必要はな

い」の割合が 25.8％、「休みの期間中、ほぼ毎日

利用したい」の割合が 12.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）利用開始時刻 

 

「９時台」の割合が 72.6％と最も高く、次いで

「10時台」の割合が 13.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 353 ％

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

25.8

12.5

58.9

2.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 252 ％

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時以降

無回答

0.0

0.0

1.2

8.3

72.6

13.9

0.4

0.4

1.2

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.6

0 20 40 60 80 100
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（イ）利用終了時刻 

 

「15 時台」の割合が 26.6％と最も高く、次い

で「14時台」の割合が 19.8％、「16時台」、「17時

台」の割合が 16.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 22－１ 問 22で、「３. 週に数日利用したい」に○をつけた方にうかがいます。毎日

ではなく、たまに利用したい理由はなんですか。当てはまる番号すべてに○

をつけてください。 

「買い物等の用事をまとめて済ませるため」の

割合が 65.4％と最も高く、次いで「リフレッシュ

のため」の割合が 63.0％、「週に数回仕事が入る

ため」の割合が 32.7％となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 252 ％

11時より前

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

20時台

21時台

22時台

23時台

24時以降

無回答

2.8

0.0

0.0

1.6

19.8

26.6

16.3

16.3

11.1

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 208 ％

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

リフレッシュのため

その他

無回答

32.7

65.4

4.8

63.0

19.7

1.0

0 20 40 60 80 100
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７ 病気の際の対応について 

問 23 平日の定期的な教育・保育の事業を利用していると答えた保護者の方（問 16で

１に○をつけた方）にうかがいます。 

直近１年間に、あて名のお子さんが病気やケガで事業が利用できなかったことは

ありますか。いずれかに○をつけてください。 

「あった」の割合が 80.3％、「なかった」の割

合が 16.5％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると、他に比べ、５歳（平成 24年４月～平成 25年３月）で「あった」の

割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

あ
っ
た 

な
か
っ
た 

無
回
答 

平成 30 年４月以降生まれ 2  100.0  － － 

０歳（平成 29 年４月～平成 30 年３月） 175  84.6  10.3  5.1  

１歳（平成 28 年４月～平成 29 年３月） 245  86.1  12.2  1.6  

２歳（平成 27 年４月～平成 28 年３月） 274  80.3  14.2  5.5  

３歳（平成 26 年４月～平成 27 年３月） 316  80.7  18.0  1.3  

４歳（平成 25 年４月～平成 26 年３月） 279  82.1  15.4  2.5  

５歳（平成 24 年４月～平成 25 年３月） 243  69.5  25.9  4.5  

 

 

 

  

％

あった

なかった

無回答

80.3

16.5

3.3

0.0

80.4

17.0

2.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,568)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,009)
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると、他に比べ、フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中

ではないで「あった」の割合が、これまで就労したことがないで「なかった」の割合が高くなっ

ています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

あ
っ
た 

な
か
っ
た 

無
回
答 

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 904  88.9  10.0  1.1  

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である 101  79.2  14.9  5.9  

パート・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 

212  80.2  16.5  3.3  

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護 
休業中である 

8  100.0  － － 

以前は就労していたが、現在は就労していない 303  57.4  34.3  8.3  

これまで就労したことがない 21  42.9  42.9  14.3  

 

 

問 23－１ あて名のお子さんが病気やけがで普段利用している教育・保育の事業が利用

できなかった場合に、直近１年間に行った対処方法として当てはまる記号す

べてに○をつけ、それぞれの日数も□内に数字でご記入ください（半日程度

の対応の場合も１日とカウントしてください。数字は一枠に一字。）。 

「母親が休んだ」の割合が 78.6％と最も高く、

次いで「父親が休んだ」の割合が 42.9％、「（同居

者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった」

の割合が 31.4％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「父親が休んだ」

の割合が増加しています。一方、「（同居者を含む）

親族・知人に子どもをみてもらった」の割合が減

少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

父親が休んだ

母親が休んだ

父親又は母親のうち就労してい

ない方が子どもをみた

（同居者を含む）親族・知人に子

どもをみてもらった

病児・病後児の保育施設を利用

した

ベビーシッターを利用した

子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

42.9

78.6

18.2

31.4

6.5

10.4

1.9

1.9

0.5

0.0

36.9

76.8

18.1

36.9

3.5

10.6

1.0

4.1

0.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,259)

平成25年度調査

(回答者数 = 811)
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると、他に比べ、０歳（平成 29年４月～平成 30年３月）で「父親が休ん

だ」「母親が休んだ」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

父
親
が
休
ん
だ 

母
親
が
休
ん
だ 

父
親
又
は
母
親
の
う
ち
就
労
し
て 

い
な
い
方
が
子
ど
も
を
み
た 

（
同
居
者
を
含
む
）
親
族
・
知
人
に 

子
ど
も
を
み
て
も
ら
っ
た 

病
児
・
病
後
児
の
保
育
施
設
を 

利
用
し
た 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を
利
用
し
た 

子
ど
も
だ
け
で
留
守
番
を
さ
せ
た 

そ
の
他 

無
回
答 

平成 30 年４月 
以降生まれ 

2  100.0  50.0  － － － － － － － 

０歳（平成 29 年４月 
～平成 30 年３月） 

148  58.1  92.6  5.4  38.5  11.5  14.2  0.7  3.4  － 

１歳（平成 28 年４月 
～平成 29 年３月） 

211  51.7  89.1  11.4  37.0  15.6  13.3  1.4  0.9  0.5  

２歳（平成 27 年４月 
～平成 28 年３月） 

220  46.8  87.3  9.1  34.1  5.5  9.5  0.5  0.9  0.9  

３歳（平成 26 年４月 
～平成 27 年３月） 

255  36.5  69.4  27.1  22.4  2.4  11.4  2.0  2.7  － 

４歳（平成 25 年４月 
～平成 26 年３月） 

229  39.3  68.6  27.1  33.2  3.5  7.4  3.9  1.7  0.9  

５歳（平成 24 年４月 
～平成 25 年３月） 

169  29.6  69.2  25.4  26.0  3.6  7.1  2.4  1.2  0.6  
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【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると、他に比べ、フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中

ではないで「母親が休んだ」の割合が、以前は就労していたが、現在は就労していないで「父親

又は母親のうち就労していない方が子どもをみた」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

父
親
が
休
ん
だ 

母
親
が
休
ん
だ 

父
親
又
は
母
親
の
う
ち
就
労
し
て 

い
な
い
方
が
子
ど
も
を
み
た 

（
同
居
者
を
含
む
）
親
族
・
知
人
に 

子
ど
も
を
み
て
も
ら
っ
た 

病
児
・
病
後
児
の
保
育
施
設
を 

利
用
し
た 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を
利
用
し
た 

子
ど
も
だ
け
で
留
守
番
を
さ
せ
た 

そ
の
他 

無
回
答 

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 

804  54.1  92.2  3.2  39.2  9.1  13.2  1.6  1.9  0.5  

フルタイムで就労して 
いるが、産休・育休・介護 
休業中である 

80  45.0  86.3  17.5  20.0  6.3  10.0  － － － 

パート・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 

170  24.1  82.4  18.8  25.3  1.8  4.7  2.9  3.5  1.2  

パート・アルバイト等で 
就労しているが、産休・ 
育休・介護休業中である 

8  25.0  75.0  37.5  12.5  12.5  12.5  － － － 

以前は就労していたが、 
現在は就労していない 

174  8.6  14.9  82.2  9.2  － 3.4  2.9  0.6  － 

これまで就労したことがない 9  33.3  － 88.9  － － － － － － 
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１年間の対処方法 

『キ．子どもだけで留守番をさせた』で「２日」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日 

７
日 

８
日 

９
日 

10
日 

11
日
～
14
日 

15
日
～
21
日 

22
日
～
30
日 

31
日
以
上 

無
回
答 

ア．父親が休んだ 540  20.4  20.2  19.1  3.1  17.4  0.4  3.5  0.9  - 8.9  0.6  1.9  0.2  0.2  3.3  

イ．母親が休んだ 989  7.2  10.6  11.0  4.3  20.2  1.9  6.9  2.5  0.1  17.7  1.7  8.6  1.9  1.6  3.6  

ウ．父親又は母親
のうち就労して
いない方が子ど
もをみた 

229  6.6  9.2  12.2  3.9  16.2  4.4  7.4  1.3  - 17.9  3.1  9.2  2.2  1.3  5.2  

エ ． （ 同 居 者 を 含
む）親族・知人
に子どもをみて
もらった 

395  13.7  20.3  16.7  1.8  17.5  2.0  5.8  0.8  0.3  10.6  0.8  4.3  1.5  0.8  3.3  

オ．病児・病後児の
保育施設を利
用した 

82  26.8  15.9  17.1  6.1  15.9  3.7  1.2  2.4  - 6.1  - 1.2  - - 3.7  

カ．ベビーシッター
を利用した 

131  20.6  16.0  20.6  5.3  11.5  2.3  3.1  1.5  0.8  6.1  0.8  2.3  0.8  - 8.4  

キ．子どもだけで留
守番をさせた 

24  25.0  37.5  20.8  - - - - - - - - - 4.2  4.2  8.3  

ク．その他 24  - - 8.3  8.3  33.3  - 8.3  4.2  - 12.5  - 8.3  4.2  4.2  8.3  

 

 

問 23-1で「ア.」｢イ.｣※のいずれかに回答した方にうかがいます。 

問 23－２ その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思わ

れましたか。当てはまる番号１つに○をつけ、日数についても□内に数字で

ご記入ください（数字は一枠に一字）。なお、病児・病後児のための事業等の

利用には、一定の利用料がかかり、利用前にかかりつけ医の受診が必要とな

ります。 

「できれば病児・病後児保育施設等を利用した

い」の割合が 52.7％、「利用したいとは思わない」

の割合が 46.2％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

※「ア.」｢イ.｣とは、Ｐ57の「父親が休んだ」「母親が休んだ」に該当します。 

  

％

できれば病児・病後児保育施設

等を利用したい

利用したいとは思わない

無回答

52.7

46.2

1.2

0.0

56.6

41.2

2.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,029)

平成25年度調査

(回答者数 = 643)
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【子どもの年齢別】 

子どもの年齢別でみると、他に比べ、３歳（平成 26年４月～平成 27年３月）で「３日」の割

合が、０歳（平成 29 年４月～平成 30 年３月）、２歳（平成 27 年４月～平成 28 年３月）で「10

日」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日 

７
日 

８
日 

９
日 

10
日 

11
日
～
14
日 

15
日
～
21
日 

22
日
～
30
日 

31
日
以
上 

無
回
答 

平成 30 年４月
以降生まれ 

1  － － － － 100.0  － － － － － － － － － － 

０歳 
（平成 29 年４月～
平成30 年３月） 

90  5.6  10.0  14.4  1.1  22.2  2.2  5.6  2.2  － 22.2  1.1  2.2  3.3  1.1  6.7  

１歳 
（平成 28 年４月～
平成29 年３月） 

116  6.0  11.2  13.8  4.3  20.7  2.6  6.9  1.7  － 16.4  0.9  5.2  1.7  － 8.6  

２歳 
（平成 27 年４月～
平成28 年３月） 

106  6.6  10.4  14.2  3.8  21.7  3.8  3.8  1.9  － 20.8  2.8  2.8  － － 7.5  

３歳 
（平成 26 年４月～
平成27 年３月） 

88  4.5  12.5  25.0  － 17.0  － 11.4  1.1  － 13.6  4.5  1.1  － － 9.1  

４歳 
（平成 25 年４月～
平成26 年３月） 

76  5.3  18.4  22.4  6.6  18.4  1.3  6.6  － － 13.2  2.6  － － － 5.3  

５歳 
（平成 24 年４月～
平成25 年３月） 

54  11.1  16.7  11.1  3.7  18.5  3.7  7.4  － － 16.7  1.9  － － － 9.3  

 

利用希望日数 

 

「５日」の割合が 20.3％と最も高く、次いで

「10日」の割合が 17.2％、「３日」の割合が 16.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 542 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11日～14日

15日～21日

22日～30日

31日以上

無回答

6.3

12.5

16.8

3.1

20.3

2.4

6.6

1.3

0.0

17.2

2.4

2.2

0.9

0.2

7.7

0 20 40 60 80 100
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問 23－３ 問 23-2で「１.できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」に○をつけ

た方にうかがいます。 

上記の目的で子どもを預ける場合、下記のいずれの事業形態が望ましいと思

われますか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「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 79.3％と最も高く、次いで「他の

施設（例：幼稚園・保育所・認定こども園等）に

併設した施設で子どもを保育する事業」の割合が

64.4％、「ベビーシッターが自宅で子どもを保育

し、利用料の一部を助成する事業」の割合が

45.9％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

問 23－４ 問 23-2で「２. 利用したいと思わない」に○をつけた方に伺います。そう

思われる理由について当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「病児・病後児を他人に看てもらうのは不安」

の割合が 60.6％と最も高く、次いで「親が仕事を

休んで対応する」の割合が 51.4％、「利便性（立

地や利用可能時間、日数など）がよくない」の割

合が 30.9％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「利用方法や制

度がわからない」の割合が増加しています。一方、

「利便性（立地や利用可能時間、日数など）がよ

くない」の割合が減少しています。 

 

問 23-1で「エ.」から｢ク.｣※のいずれかに回答した方にうかがいます。 

問 23－５ その際、「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」と思われました

か。当てはまる番号１つに○をつけ、「エ」から「ク」の日数のうち仕事を休

んで看たかった日数についても数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。 

「できれば仕事を休んで看たい」の割合が

50.8％、「休んで看ることは非常に難しい」の割

合が 41.3％となっています。 

 

 

※「エ.」から｢ク.｣とは、Ｐ57の「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった」から「その他」に該当します。  

％

病児・病後児を他人に看てもら

うのは不安

利便性（立地や利用可能時間、
日数など）がよくない

利用料がかかる・高い

利用方法や制度がわからない

親が仕事を休んで対応する

その他

無回答

60.6

30.9

25.9

20.6

51.4

23.8

1.7

0.0

56.6

37.0

28.7

9.4

46.8

21.1

1.9

0 20 40 60 80 100

％

他の施設（例：幼稚園・保育所・
認定こども園等）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

ベビーシッターが自宅で子ども

を保育し、利用料の一部を助成
する事業

地域住民等が子育て家庭等の

身近な場所で保育する事業

その他

無回答

64.4

79.3

45.9

15.5

2.0

1.3

63.5

78.6

42.3

15.4

3.3

1.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 543 ％

できれば仕事を休んで看たい

休んで看ることは非常に難しい

無回答

50.8

41.3

7.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 542)

平成25年度調査

(回答者数 = 364)

平成30年度調査

(回答者数 = 475)

平成25年度調査

(回答者数 = 265)
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仕事を休んで看たい日数 

 

「３日」の割合が 19.2％と最も高く、次いで

「２日」の割合が 18.8％、「５日」の割合が 14.1％

となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「１日」の割合

が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 23－６ 問 23-5で「２. 休んで看ることは非常に難しい」に○をつけた方にうかが

います。そう思われる理由について当てはまる番号すべてに○をつけてくだ

さい。 

「子どもの看護を理由に休みがとれない」の割

合が 35.7％と最も高く、次いで「休暇日数が足り

ないので休めない」の割合が 22.8％、「自営業な

ので休めない」の割合が 20.1％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「休暇日数が足

りないので休めない」の割合が増加しています。

一方、「子どもの看護を理由に休みがとれない」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

  

％

子どもの看護を理由に休みがと
れない

自営業なので休めない

休暇日数が足りないので休め
ない

その他

無回答

35.7

20.1

22.8

42.9

3.1

0.0

49.5

22.6

14.0

36.6

1.6

0 20 40 60 80 100

％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11日～14日

15日～21日

22日～30日

31日以上

無回答

13.4

18.8

19.2

2.9

14.1

1.4

2.5

1.4

0.7

10.1

0.7

2.5

0.4

0.4

11.2

0.0

6.5

14.8

18.7

3.2

15.5

1.9

5.2

2.6

0.6

10.3

0.6

3.9

0.6

1.3

14.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 276)

平成25年度調査

(回答者数 = 155)

平成30年度調査

(回答者数 = 224)

平成25年度調査

(回答者数 = 186)
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８ 不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用について 

問 24 あて名のお子さんについて、平日の定期的な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。ある

場合は、当てはまる番号すべてに○をつけ、直近１年間の利用日数（おおよそ）

も□内に数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。 

「利用していない」の割合が 66.5％と最も高

く、次いで「一時保育」の割合が 12.3％、「ベビ

ーシッター」の割合が 10.0％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用している事業 

『３．ファミリー・サポート・センター』で「１日」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日 

７
日 

８
日 

９
日 

10
日 

11
日
～
14
日 

15
日
～
21
日 

22
日
～
30
日 

31
日
以
上 

無
回
答 

１．一時保育 240  12.5  8.8  10.0  3.3  7.9  0.8  1.7  2.1  0.4  11.7  0.8  10.4  5.4  21.7  2.5  

２．幼稚園の預か
り保育 

169  4.1  6.5  7.1  1.8  7.1  1.8  2.4  1.8  - 16.6  2.4  14.2  6.5  22.5  5.3  

３．ファミリー・サポ
ート・センター 

78  19.2  16.7  14.1  - 10.3  2.6  2.6  1.3  - 9.0  2.6  1.3  5.1  10.3  5.1  

４．夜間養護等事
業：トワイライト
ステイ  渋谷
区では未実施
です 

4  - - - - 25.0  - - - - - - - - - 75.0  

５．にこにこママ 44  13.6  13.6  4.5  4.5  15.9  - - - - 20.5  2.3  11.4  2.3  - 11.4  

６．ベビーシッター 194  8.2  13.4  10.8  3.1  10.3  3.1  1.5  2.1  - 14.4  1.5  5.2  5.7  11.9  8.8  

７．その他 57  15.8  12.3  7.0  5.3  8.8  7.0  1.8  - - 10.5  1.8  - 5.3  8.8  15.8  

  

％

一時保育

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

夜間養護等事業：トワイライトス
テイ　　渋谷区では未実施です

にこにこママ

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

12.3

8.7

4.0

0.2

2.3

10.0

2.9

66.5

1.7

0.0

11.7

4.7

3.5

0.1

5.3

7.7

3.8

70.2

2.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)
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問 24で「８．利用していない」と回答した方にうかがいます。 

問 24－１ 現在利用していない理由は何ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「特に利用する必要がない」の割合が 57.8％と

最も高く、次いで「普段利用していない預け先に

不安がある」の割合が 26.8％、「利用料がかかる・

高い」の割合が 18.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると、他に比べ、パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護

休業中ではないで「特に利用する必要がない」の割合が、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で「普段利用していない預け先に不安がある」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

特
に
利
用
す
る
必
要
が
な
い 

利
用
し
た
い
事
業
が
地
域
に

な
い 

普
段
利
用
し
て
い
な
い 

預
け
先
に
不
安
が
あ
る 

事
業
の
利
便
性
（
立
地
や
利
用

可
能
時
間
・
日
数
な
ど
）
が 

よ
く
な
い 

利
用
料
が
か
か
る
・
高
い 

利
用
料
が
わ
か
ら
な
い 

自
分
が
事
業
の
対
象
者
に
な

る
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い 

事
業
の
利
用
方
法
（
手
続
き

等
）
が
わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

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 

722  53.9  6.4  28.7  16.2  19.0  8.3  10.5  18.6  10.5  1.0  

フルタイムで就労して 
いるが、産休・育休・介護 
休業中である 

120  60.8  1.7  24.2  13.3  15.8  8.3  10.0  20.0  9.2  0.8  

パート・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 

146  65.8  4.8  24.0  8.2  21.2  10.3  8.2  17.8  9.6  0.7  

パート・アルバイト等で 
就労しているが、産休・ 
育休・介護休業中である 

10  50.0  － 20.0  － 40.0  20.0  20.0  10.0  10.0  － 

以前は就労していたが、 
現在は就労していない 

264  62.5  4.9  26.1  10.6  17.4  7.2  11.7  16.3  12.5  0.4  

これまで就労したことが 
ない 

16  62.5  － 18.8  6.3  25.0  25.0  6.3  18.8  6.3  6.3  
  

回答者数 = 1,293 ％

特に利用する必要がない

利用したい事業が地域にない

普段利用していない預け先に不
安がある

事業の利便性（立地や利用可
能時間・日数など）がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

自分が事業の対象者になるの
かどうかわからない

事業の利用方法（手続き等）が
わからない

その他

無回答

57.8

5.4

26.8

13.6

18.7

8.7

10.7

18.3

10.5

0.9

0 20 40 60 80 100



 

66 

問 25 あて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、年間何

日くらい事業を利用する必要があると思いますか。利用希望の有無について当て

はまる番号・記号すべてに○をつけ、必要な日数をご記入ください（利用したい

日数の合計と、目的別の内訳の日数を□内に数字でご記入ください。数字は一枠

に一字。）。なお事業の利用にあたっては、一定の利用料がかかります。 

「利用したい」の割合が 65.1％、「利用する必

要はない」の割合が 30.3％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

利用したい理由 

 

「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 78.5％

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

61.0％、「不定期の就労」の割合が 34.3％となっ

ています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

利用したい合計日数 

 

「31 日以上」の割合が 13.3％と最も高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

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

無回答

78.5

61.0

34.3

5.5

2.6

76.4

65.0

34.2

8.0

3.7

0 20 40 60 80 100

％

利用したい

利用する必要はない

無回答

65.1

30.3

4.6

0.0

65.3

29.9

4.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,267 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11日～14日

15日～21日

22日～30日

31日以上

無回答

0.5

1.2

0.9

0.9

3.4

1.9

0.7

0.6

0.5

8.2

6.3

8.8

7.7

13.3

45.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)

平成30年度調査

(回答者数 = 1,267)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,434)
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ア．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日数 

 

「11 日～14 日」の割合が 17.0％と最も高く、

次いで「10日」の割合が 16.0％、「５日」の割合

が 13.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 995 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11日～14日

15日～21日

22日～30日

31日以上

無回答

3.5

4.1

7.9

2.9

13.6

4.4

1.5

0.4

0.2

16.0

17.0

7.7

9.0

10.2

1.5

0 20 40 60 80 100
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イ．冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等の日数 

 

「５日」の割合が 22.6％と最も高く、次いで

「10日」の割合が 15.8％、「３日」の割合が 11.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 773 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11日～14日

15日～21日

22日～30日

31日以上

無回答

3.9

10.9

11.1

3.0

22.6

6.9

3.2

0.9

0.0

15.8

8.8

4.9

4.1

1.8

2.1

0 20 40 60 80 100
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ウ．不定期の就労の日数 

 

「10 日」の割合が 15.6％と最も高く、次いで

「31日以上」の割合が 14.9％、「５日」の割合が

14.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 435 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11日～14日

15日～21日

22日～30日

31日以上

無回答

2.3

6.0

9.0

1.8

14.0

3.9

2.8

0.7

0.0

15.6

6.7

8.5

8.7

14.9

5.1

0 20 40 60 80 100
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エ．その他の日数 

 

「10 日」の割合が 18.6％と最も高く、次いで

「２日」、「５日」の割合が 10.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 25－１ 問 25で「１.利用したい」に○をつけた方にうかがいます。 

問 25の目的でお子さんを預ける場合、下記のいずれの事業形態が望ましいと

思われますか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「大規模施設で子どもを保育する事業（例：幼稚

園・保育所・認定こども園等）」の割合が 77.5％と

最も高く、次いで「小規模施設で子どもを保育する

事業（例：子育て支援センター（一時預かり事業）

等）」の割合が 67.8％、「地域住民等が送迎し家庭

内で保育する事業（例：ファミリー・サポート・セ

ンター等）」の割合が 25.7％となっています。 

平成 25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（例：幼稚園・保育所・認

定こども園等）」の割合が増加しています。一方、

「地域住民等が送迎し家庭内で保育する事業

（例：ファミリー・サポート・センター等）」の割

合が減少しています。 

  

％

大規模施設で子どもを保育する
事業（例：幼稚園・保育所・認定
こども園等）

小規模施設で子どもを保育する
事業（例：子育て支援センター

（一時預かり事業）等）

地域住民等が送迎し家庭内で
保育する事業（例：ファミリー・サ

ポート・センター等）

その他

無回答

77.5

67.8

25.7

5.1

1.6

65.8

71.2

35.6

4.9

2.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 70 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11日～14日

15日～21日

22日～30日

31日以上

無回答

5.7

10.0

7.1

7.1

10.0

2.9

1.4

1.4

0.0

18.6

4.3

4.3

8.6

5.7

12.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,267)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,434)
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問 26 直近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、あ

て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はあり

ましたか（預け先が見つからなかった場合も含みます）。あった場合は、直近１年

間の対処方法として当てはまる番号すべてに○をつけ、それぞれの日数も□内に

数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。 

「あった」の割合が 25.6％、「なかった」の割

合が 71.2％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

「（同居者を含む）親族・知人にみてもらった」

の割合が 81.9％と最も高く、次いで「子どもを同

行させた」の割合が 27.5％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

（同居者を含む）親族・知人にみ
てもらった

短期入所生活援助事業（ショー
トステイ）を利用した（児童養護
施設等で一定期間、子どもを保
護する事業）

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

子どもを同行させた

子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

81.9

1.0

3.6

27.5

1.2

4.2

0.0

81.0

3.3

3.5

28.3

1.3

3.7

0.4

0 20 40 60 80 100

％

あった

なかった

無回答

25.6

71.2

3.2

0.0

20.9

73.9

5.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)

平成30年度調査

(回答者数 = 498)

平成25年度調査

(回答者数 = 459)
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１年間の対処方法 

『ウ．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』で「１泊」の割

合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
泊 

２
泊 

３
泊 

４
泊 

５
泊 

６
泊 

７
泊 

８
泊 

９
泊 

10
泊 

11
泊
～
14
泊 

15
泊
～
21
泊 

22
泊
～
30
泊 

31
泊
以
上 

無
回
答 

ア ． （ 同 居 者 を 含
む）親族・知人
にみてもらった 

408  25.0  13.7  11.8  5.4  11.5  1.0  3.4  1.5  - 7.4  2.5  4.4  1.2  2.9  8.3  

イ．短期入所生活
援助事業（ショ
ートステイ）を利
用した 

5  - 40.0  - - - - - - - 20.0  - 20.0  - - 20.0  

ウ．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 

18  33.3  22.2  - 5.6  16.7  - - - - 11.1  - - - - 11.1  

エ．子どもを同行さ
せた 

137  29.2  24.1  15.3  5.8  8.8  0.7  2.9  0.7  - 4.4  - 1.5  1.5  - 5.1  

オ．子どもだけで留
守番をさせた 

6  33.3  - - - 16.7  - - - - - - - - - 50.0  

カ．その他 21  4.8  38.1  4.8  - 14.3  - - 4.8  - 4.8  - - - 4.8  23.8  

 

 

 

 

 

 

 

問 26で「１.あった ア.(同居者を含む)親族・知人にみてもらった」と答えた方にうか

がいます。 

問 26－１ その場合の困難度はどの程度でしたか。当てはまる番号１つに○をつけてく

ださい。 

「困難」の割合が 66.4％と最も高く、次いで

「特に困難ではない」の割合が 31.4％となってい

ます。 

平成 25年度調査と比較すると、「特に困難では

ない」の割合が増加しています。 

 

 

 

  

％

困難

特に困難ではない

無回答

66.4

31.4

2.2

0.0

71.2

24.7

4.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 408)

平成25年度調査

(回答者数 = 372)
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９ 小学校就学後の放課後の過ごし方について 

問 27 あて名のお子さんについて、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で過ごさせたいと思いますか。当て

はまる番号すべてに○をつけ、それぞれ希望する週当たり日数を数字でご記入く

ださい。また、「放課後クラブ」の場合には、利用を希望する時間も□内に数字で

ご記入ください。時間は必ず（例）１８時のように２４時間制でご記入ください

（数字は一枠に一字）。 

小学校低学年（１～３年生） 

 

「放課後クラブ（区立小学校内）」の割合が

71.5％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 62.6％、

「自宅」の割合が 37.9％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「放課後クラブ

（区立小学校内）」の割合が増加しています。一

方、「公園・図書館（地域住民等による保育）」「ま

だ先のことで考えられない」の割合が減少してい

ます。 

 

 

 

 

放課後の過ごさせ方 

『８. かぞくのアトリエ、渋谷スポーツ共育プラザ＆ラボ“すぽっと”』で「１日」の割合が高

くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日 

７
日 

無
回
答 

１．自宅 738  20.5  32.1  22.0  6.8  14.0  0.3  0.4  4.1  
２．祖父母宅や友人・知人宅 281  53.0  24.6  7.8  1.4  7.5  0.7  - 5.0  
３．習い事（ピアノ教室、サッカー

クラブ、学習塾など） 
1218  27.3  44.0  20.6  4.2  2.1  - - 1.9  

４．放課後クラブ（区立小学校
内） 

1390  11.9  16.6  20.7  7.7  39.6  1.2  - 2.3  

５．ファミリー・サポート・センター 64  60.9  7.8  6.3  - 14.1  1.6  - 9.4  
６．公園・図書館（地域住民等に

よる保育） 
321  44.9  29.9  12.5  0.3  5.6  - - 6.9  

７．代官山ティーンズ・ 
クリエイティブ、フレンズ本町 

160  61.9  19.4  7.5  0.6  4.4  - - 6.3  

８. かぞくのアトリエ、渋谷 
スポーツ共育プラザ＆ 
ラボ“すぽっと” 

178  71.3  14.0  4.5  1.1  3.4  - - 5.6  

９．こどもテーブル 73  60.3  9.6  9.6  2.7  8.2  - - 9.6  
10．その他 68  13.2  13.2  19.1  5.9  41.2  1.5  - 5.9    

％

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）

放課後クラブ（区立小学校内）

ファミリー・サポート・センター

公園・図書館（地域住民等によ
る保育）

代官山ティーンズ・クリエイティ
ブ、フレンズ本町

かぞくのアトリエ、渋谷スポーツ
共育プラザ＆ラボ“すぽっと”

こどもテーブル

その他

まだ先のことで考えられない

無回答

37.9

14.4

62.6

71.5

3.3

16.5

8.2

9.2

3.8

3.5

7.1

3.3

0.0

37.8

18.9

58.4

60.5

4.5

29.5

-

-

-

1.6

14.4

5.3

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)
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放課後クラブ（区立小学校内）の利用終了時刻 

 

「18 時台」の割合が 37.1％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 25.0％、「19時台」の割合

が 21.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 28 あて名のお子さんについて、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で過ごさせたいと思いますか。

当てはまる番号すべてに○をつけ、それぞれの週当たり日数を数字でご記入くだ

さい。また、「放課後クラブ」の場合には利用を希望する時間も□内に数字でご記

入ください。時間は、必ず（例）１８時 のように２４時間制でご記入ください

（数字は一枠に一字）。 

小学校高学年（４～６年生） 

 

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習

塾など）」の割合が 74.0％と最も高く、次いで「自

宅」の割合が 49.9％、「放課後クラブ」の割合が

47.8％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、「自宅」「習い

事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」

の割合が増加しています。一方、「公園・図書館」

「まだ先のことで考えられない」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）

放課後クラブ

公園・図書館

代官山ティーンズ・クリエイティ
ブ、フレンズ本町

こどもテーブル

その他

まだ先のことで考えられない

無回答

49.9

15.7

74.0

47.8

20.5

10.5

3.9

2.3

13.5

3.3

0.0

38.3

19.1

63.7

46.7

29.2

-

-

1.3

21.7

5.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,390 ％

15時より前

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時台

22時台

23時台

24時以降

無回答

0.1

1.0

6.9

25.0

37.1

21.8

2.8

0.4

0.1

0.0

0.1

4.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)



 

75 

放課後の過ごさせ方 

『２．祖父母宅や友人・知人宅』で「１日」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日 

７
日 

無
回
答 

１．自宅 971  24.7  34.1  18.1  3.4  13.6  0.3  0.4  5.4  

２．祖父母宅や友人・ 
知人宅 

306  49.0  27.1  10.1  0.7  7.8  0.7  - 4.6  

３．習い事（ピアノ教室、 
サッカークラブ、学習塾 
など） 

1440  10.2  35.8  35.7  8.8  6.9  0.1  - 2.5  

４．放課後クラブ 929  14.6  28.8  25.2  4.7  22.8  0.9  - 2.9  

８．その他 45  13.3  17.8  17.8  4.4  37.8  2.2  - 6.7  

 

 

 

 

放課後クラブ（区立小学校内）の利用終了時刻 

 

「18 時台」の割合が 36.0％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 24.7％、「19時台」の割合

が 23.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 929 ％

15時より前

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時台

22時台

23時台

24時以降

無回答

0.1

0.3

4.3

24.7

36.0

23.6

3.2

0.6

0.2

0.0

0.1

6.9

0 20 40 60 80 100
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問 29 問 27または問 28で「４．放課後クラブ」に○をつけた方にうかがいます。 

あて名のお子さんについて、土曜日に、放課後クラブの利用希望はありますか。

当てはまる番号１つに○をつけてください。また利用したい時間帯を、□内に

（例）０９時～１８時 のように２４時間制でご記入ください（数字は一枠に一

字）。 

「利用する必要はない」の割合が 56.4％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 20.5％、「高学年（４～６年生）

になっても利用したい」の割合が 16.0％となって

います。 

 

 

 

 

（ア）利用開始時刻 

 

「９時台」の割合が 48.9％と最も高く、次いで

「８時台」の割合が 14.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,417 ％

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

利用する必要はない

無回答

20.5

16.0

56.4

7.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 517 ％

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時以降

無回答

0.2

0.2

2.1

14.5

48.9

6.4

0.2

0.6

3.7

5.0

8.9

3.1

0.6

0.2

0.0

5.4

0 20 40 60 80 100
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（イ）利用終了時刻 

 

「18 時台」の割合が 37.5％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 19.5％、「19時台」の割合

が 14.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 30 問 27または問 28で「４．放課後クラブ」に○をつけた方にうかがいます。 

あて名のお子さんについて、お子さんの夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中

の放課後クラブの利用希望はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてくだ

さい。また利用したい時間帯を、□内に（例）０９時～１８時 のように２４時間

制でご記入ください（数字は一枠に一字）。 

「高学年（４～６年生）になっても利用したい」

の割合が 41.1％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 32.8％、

「利用する必要はない」の割合が 10.2％となって

います。 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

11時より前

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

20時台

21時台

22時台

23時台

24時以降

無回答

0.4

0.2

3.5

1.4

2.1

6.2

8.1

19.5

37.5

14.9

2.7

0.8

0.0

0.0

0.2

2.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,417 ％

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

利用する必要はない

無回答

32.8

41.1

10.2

15.9

0 20 40 60 80 100
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（ア）利用開始時刻 

 

「９時台」の割合が 57.2％と最も高く、次いで

「８時台」の割合が 30.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,047 ％

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時以降

無回答

0.0

0.1

2.1

30.5

57.2

4.9

0.1

0.2

0.9

0.2

1.0

0.3

0.1

0.1

0.2

2.3

0 20 40 60 80 100
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（イ）利用終了時刻 

 

「18 時台」の割合が 40.9％と最も高く、次い

で「17時台」の割合が 21.0％、「19時台」の割合

が 19.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 31 あて名のお子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得

しましたか。母親、父親それぞれについて、当てはまる番号１つに○をつけ、該

当する□内に数字をご記入ください（数字は一枠に一字）。また、取得していない

方はその理由をご記入ください。 

ア 母親 

 

「取得した（取得中である）」の割合が 51.5％

と最も高く、次いで「働いていなかった」の割合

が 31.5％、「取得していない」の割合が 15.8％と

なっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「取得した（取

得中である）」の割合が増加しています。 

 

  

％

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

31.5

51.5

15.8

1.2

0.0

34.4

45.8

18.0

1.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,047 ％

11時より前

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

20時台

21時台

22時台

23時台

24時以降

無回答

0.4

0.0

1.1

0.5

1.2

5.1

5.1

21.0

40.9

19.1

3.1

0.4

0.0

0.0

0.2

2.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)
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取得していない理由 

 

「育児休業制度がない職業のため（自営業、フ

リーランス等）」の割合が 43.6％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 17.6％、「仕事が忙しかった又は（産休後

に）仕事に早く復帰したかった」の割合が 15.3％

となっています。 

平成 25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

った又は（産休後に）仕事に早く復帰したかった」

「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）」の割合が減少しています。 

 

 

※平成 25 年度調査には「児童休業制度が無い職業のため（自

営業、フリーランス等」の選択肢はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 父親 

 

「取得していない」の割合が 87.2％と最も高く

なっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

  

％

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

1.1

6.4

87.2

5.2

0.0

2.0

3.0

85.9

9.1

0 20 40 60 80 100

％

職場に育児休業を取りにくい雰

囲気があった

仕事が忙しかった又は（産休後
に）仕事に早く復帰したかった

育児休業制度がない職業のた
め（自営業、フリーランス等）

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだっ

た

収入減となり、経済的に苦しくな
る

保育所・認定こども園などに預
けることができた

配偶者が育児休業制度を利用

した

配偶者が無職、祖父母等の親

族にみてもらえるなど、制度を
利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため

退職した

職場に育児休業の制度がな
かった（就業規則に定めがな

かった）

有期雇用のため育児休業の取
得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知

らなかった

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

7.8

15.3

43.6

10.1

0.7

10.4

3.9

0.0

3.3

17.6

7.5

4.2

0.0

2.6

14.3

7.5

15.7

23.0

-

9.3

1.5

15.2

4.5

0.0

3.5

23.7

19.4

7.1

1.3

0.5

33.3

1.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 307)

平成25年度調査

(回答者数 = 396)

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)
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取得していない理由 

 

「配偶者が育児休業制度を利用した」の割合が

32.3％と最も高く、次いで「職場に育児休業を取

りにくい雰囲気があった」の割合が 29.7％、「仕

事が忙しかった又は（産休後に）仕事に早く復帰

したかった」の割合が 21.8％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「仕事が忙しか

った又は（産休後に）仕事に早く復帰したかった」

の割合が減少しています。 

 

 

※平成 25 年度調査には「児童休業制度が無い職業のため（自

営業、フリーランス等」の選択肢はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

職場に育児休業を取りにくい雰

囲気があった

仕事が忙しかった又は（産休後

に）仕事に早く復帰したかった

育児休業制度がない職業のた

め（自営業、フリーランス等）

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだっ

た

収入減となり、経済的に苦しくな

る

保育所・認定こども園などに預

けることができた

配偶者が育児休業制度を利用

した

配偶者が無職、祖父母等の親

族にみてもらえるなど、制度を

利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため

退職した

職場に育児休業の制度がな

かった（就業規則に定めがな

かった）

有期雇用のため育児休業の取

得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知

らなかった

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

29.7

21.8

20.3

4.8

9.2

20.6

2.1

32.3

17.1

0.4

6.6

0.2

1.2

0.0

6.8

5.7

29.4

45.5

-

4.6

8.2

24.9

1.3

30.7

20.8

0.3

10.6

0.3

1.0

0.0

10.9

5.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,696)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,885)
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問 31－１ 子どもが原則満１歳（保育所における保育の実施が行われないなど一定の要

件を満たす場合は最長２歳）になるまで育児休業給付が支給される仕組み、

子どもが満３歳になるまでの育児休業等（法定の育児休業及び企業が法定を

上回る期間設けた育児休業に準ずる措置）期間について健康保険及び厚生年

金保険の保険料が免除になる仕組みがありますが、そのことをご存じでした

か。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

「育児休業給付、保険料免除のいずれも知って

いた」の割合が 46.8％と最も高く、次いで「育児

休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった」

の割合が 27.4％、「育児休業給付のみ知っていた」

の割合が 21.9％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「育児休業給付、

保険料免除のいずれも知っていた」の割合が増加

しています。 

 

 

 

問 31で「３．取得していない」と回答した方ににうかがいます。  

問 31－２ 育休を取得しない理由が解消された場合、希望として育児休業を何歳何ヶ月

のときまで取りたいですか。 

ア 母親 

 

「７か月～12 か月」の割合が 19.2％と最も高

く、次いで「31か月～36か月」の割合が 18.9％、

「19か月～24か月」の割合が 16.0％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

育児休業給付、保険料免除の
いずれも知っていた

育児休業給付のみ知っていた

保険料免除のみ知っていた

育児休業給付、保険料免除の
いずれも知らなかった

無回答

46.8

21.9

1.5

27.4

2.5

0.0

41.0

25.5

1.2

28.0

4.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 307 ％

６か月以下

７か月～12か月

13か月～18か月

19か月～24か月

25か月～30か月

31か月～36か月

37か月以上

無回答

6.2

19.2

10.7

16.0

1.6

18.9

1.6

25.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)
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イ 父親 

 

「６か月以下」の割合が 20.3％と最も高く、次

いで「７か月～12 か月」の割合が 19.6％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 31で「２.取得した（取得中である）」と回答した方にうかがいます。 

問 31－３ 育児休業取得後、職場に復帰しましたか。当てはまる番号１つに○をつけて

ください。 

ア 母親 

 

「育児休業取得後、職場に復帰した」の割合が

83.0％と最も高く、次いで「現在も育児休業中で

ある」の割合が 10.4％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「育児休業取得

後、職場に復帰した」の割合が増加しています。

一方、「現在も育児休業中である」の割合が減少

しています。 

 

イ 父親 

 

「育児休業取得後、職場に復帰した」の割合が

87.2％と最も高くなっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「育児休業取得

後、職場に復帰した」の割合が増加しています。 

 

 

 

  

％

育児休業取得後、職場に復帰し
た

現在も育児休業中である

育児休業中に離職した

無回答

87.2

1.6

0.8

10.4

0.0

81.8

4.5

0.0

13.6

0 20 40 60 80 100

％

育児休業取得後、職場に復帰し
た

現在も育児休業中である

育児休業中に離職した

無回答

83.0

10.4

5.8

0.8

0.0

52.6

41.7

3.7

2.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,696 ％

６か月以下

７か月～12か月

13か月～18か月

19か月～24か月

25か月～30か月

31か月～36か月

37か月以上

無回答

20.3

19.6

5.5

6.5

0.5

6.4

0.8

40.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,002)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,005)

平成30年度調査

(回答者数 = 125)

平成25年度調査

(回答者数 = 66)
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問 31-3で「１.育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した方にうかがいます。 

問 31－４ 育児休業から職場に復帰したのは、年度初めの保育所入所に合わせたタイミ

ングでしたか。あるいはそれ以外でしたか。どちらか１つに○をつけてくだ

さい。 

ア 母親 

 

「年度初めの入所に合わせたタイミングだっ

た」の割合が 73.3％、「それ以外だった」の割合

が 25.4％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「年度初めの入

所に合わせたタイミングだった」の割合が増加し

ています。一方、「それ以外だった」の割合が減少

しています。 

 

イ 父親 

 

「年度初めの入所に合わせたタイミングだっ

た」の割合が 9.2％、「それ以外だった」の割合が

87.2％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、大きな変化は

みられません。 

 

 

問 31-5 育児休業からは、「実際」にお子さんが何歳何ヶ月のときに職場復帰しました

か。また、希望として、何歳何ヶ月のときまで取りたかったですか。□内に数字で

ご記入ください（数字は一枠に一字）。 

ア 母親 

（ア）実際の取得期間 

 

「７か月～12 か月」の割合が 42.7％と最も高

く、次いで「13か月～18か月」の割合が 24.8％、

「６か月以下」の割合が 21.4％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「７か月～12か

月」「19か月～24か月」の割合が増加しています。

一方、「６か月以下」「13 か月～18 か月」の割合

が減少しています。 

 

  

％

年度初めの入所に合わせたタ

イミングだった

それ以外だった

無回答

73.3

25.4

1.3

0.0

63.1

34.0

2.8

0 20 40 60 80 100

％

６か月以下

７か月～12か月

13か月～18か月

19か月～24か月

25か月～30か月

31か月～36か月

37か月以上

無回答

21.4

42.7

24.8

6.7

1.4

1.0

0.4

1.7

0.0

59.2

0.4

29.9

0.0

1.1

0.0

0.0

9.5

0 20 40 60 80 100

％

年度初めの入所に合わせたタ

イミングだった

それ以外だった

無回答

9.2

87.2

3.7

0

5.6

83.3

11.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 832)

平成25年度調査

(回答者数 = 529)

平成30年度調査

(回答者数 = 109)

平成25年度調査

(回答者数 = 54)

平成30年度調査

(回答者数 = 832)

平成25年度調査

(回答者数 = 529)
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（イ）希望の取得期間 

 

「７か月～12 か月」の割合が 30.6％と最も高

く、次いで「13か月～18か月」の割合が 22.6％、

「19か月～24か月」の割合が 16.2％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 父親 

（ア）実際の取得期間 

 

「６か月以下」の割合が 72.5％と最も高くなっ

ています。 

平成 25 年度調査と比較すると、「６か月以下」

の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

６か月以下

７か月～12か月

13か月～18か月

19か月～24か月

25か月～30か月

31か月～36か月

37か月以上

無回答

72.5

9.2

5.5

0.0

0.9

0.0

0.0

11.9

0.0

57.4

7.4

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 832 ％

６か月以下

７か月～12か月

13か月～18か月

19か月～24か月

25か月～30か月

31か月～36か月

37か月以上

無回答

7.5

30.6

22.6

16.2

2.2

12.3

2.2

6.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 109)

平成25年度調査

(回答者数 = 54)
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（イ）希望の取得期間 

 

「６か月以下」の割合が 55.0％と最も高く、次

いで「７か月～12 か月」の割合が 18.3％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 31-5で実際の復帰と希望が異なる方にうかがいます。 

問 31－６ 希望の時期に職場復帰しなかった理由についてうかがいます。 

ア 「希望」より早く復帰した方 

（ア）母親 

 

「希望する保育所・認定こども園等に入るため

（希望の時期まで育休を取得した後では希望す

る保育所・認定こども園等に入ることができない

と考えたため）」の割合が 83.6％と最も高く、次

いで「収入が減るなど経済的な理由で早く復帰す

る必要があったため」の割合が 18.5％、「職場に

おいて昇任や人事評価に影響があると考えたた

め」の割合が 13.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 109 ％

６か月以下

７か月～12か月

13か月～18か月

19か月～24か月

25か月～30か月

31か月～36か月

37か月以上

無回答

55.0

18.3

6.4

1.8

0.0

0.9

0.0

17.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 567 ％

希望する保育所・認定こども園
等に入るため（希望の時期まで
育休を取得した後では希望する
保育所・認定こども園等に入る

仕事のスキルが低下すると考
えたため

職場において昇任や人事評価
に影響があると考えたため

配偶者や家族の希望があった
ため

収入が減るなど経済的な理由
で早く復帰する必要があったた
め

人事異動や業務の節目の時期
に合わせるため

その他

無回答

83.6

12.7

13.9

2.3

18.5

9.3

11.3

1.9

0 20 40 60 80 100
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（イ）父親 

 

「収入が減るなど経済的な理由で早く復帰す

る必要があった」の割合が 37.9％と最も高く、次

いで「職場において昇任や人事評価に影響がある

と考えたため」の割合が 36.2％、「仕事のスキル

が低下すると考えたため」の割合が 19.0％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 「希望」より遅く復帰した方 

（ア）母親 

 

「希望する保育所・認定こども園等に入れなか

ったため」の割合が 77.3％と最も高く、次いで

「子どもをみてくれる人がいなかったため」の割

合が 12.1％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「子どもをみて

くれる人がいなかったため」の割合が減少してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

平成30年度調査

(回答者数 = 66)

平成25年度調査

(回答者数 = 34)

％

希望する保育所・認定こども園

等に入れなかったため

自分や子どもなどの体調が思
わしくなかったため

配偶者や家族の希望があった
ため

職場の受け入れ態勢が整って
いなかったため

子どもをみてくれる人がいな

かったため

その他

無回答

77.3

7.6

3.0

4.5

12.1

10.6

12.1

0.0

73.5

5.9

2.9

2.9

17.6

8.8

17.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 58 ％

希望する保育所・認定こども園
等に入るため（希望の時期まで
育休を取得した後では希望する
保育所・認定こども園等に入る

仕事のスキルが低下すると考
えたため

職場において昇任や人事評価
に影響があると考えたため

配偶者や家族の希望があった
ため

収入が減るなど経済的な理由
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

13.8

19.0

36.2

6.9

37.9

12.1

20.7

3.4

0 20 40 60 80 100
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（イ）父親 

 

「職場の受け入れ態勢が整っていなかったた

め」が 2件となっています。 

 

 

問 31-3で「２.現在も育児休業中である」と回答した方にうかがいます。 

問 31－７ あて名のお子さんが 1歳になったときに必ず利用できる事業があれば、1歳

になるまで育児休業を取得しますか。または、預けられる事業があっても 1

歳になる前に復帰しますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

ア 母親 

 

「１歳になるまで育児休業を取得したい」の割

合が 95.2％、「１歳になる前に復帰したい」の割

合が 2.9％となっています。 

 

 

 

イ 父親 

 

「１歳になるまで育児休業を取得したい」が 1

件、「１歳になる前に復帰したい」が 0 件となっ

ています。 

 

 

 

 

問 32 回答いただいている方の渋谷区に居住している年数について、当てはまる番号１

つに○をつけてください。 

「５年～１０年」の割合が 34.6％と最も高く、

次いで「１０年以上」の割合が 31.5％、「２年～

５年」の割合が 23.9％となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 104 ％

１歳になるまで育児休業を取得
したい

１歳になる前に復帰したい

無回答

95.2

2.9

1.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 2 ％

１歳になるまで育児休業を取得
したい

１歳になる前に復帰したい

無回答

50.0

0.0

50.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,945 ％

１年未満

１年～２年

２年～５年

５年～１０年

１０年以上

無回答

3.3

6.1

23.9

34.6

31.5

0.8

0 20 40 60 80 100
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問 33 居住地として渋谷区を選んだ理由について、当てはまる番号１つに○をつけて下

さい。 

「子育て環境以外の理由」の割合が 80.9％と最

も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 34 お子さんが何歳位になるまで渋谷区に住んでいたいと思いますか。当てはまる番

号一つに○をつけてください。 

「子どもの年齢とは関係ない。」の割合が

75.4％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 34－１ 問 34で１～３※に○をつけた方にうかがいます。その理由はなんですか。当

てはまる番号すべてに○をつけてください。 

「子どもの成長に合わせた住み替え」の割合が

57.9％と最も高く、次いで「居住費が高い」の割

合が 52.3％、「子どもの進学」の割合が 32.8％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

※１～３とは、Ｐ89の「小学校入学頃まで」から「中学校卒業頃まで」に該当します。  

回答者数 = 1,945 ％

保育料が安いため

保育所・認定こども園等に入所
しやすいと考えたため

子育てサービスが充実している
ため

教育環境が整っているため

子育て環境以外の理由

無回答

1.0

2.8

3.1

5.9

80.9

6.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,945 ％

小学校入学頃まで

小学校卒業頃まで

中学校卒業頃まで

その他

子どもの年齢とは関係ない。

無回答

6.8

5.8

6.6

3.7

75.4

1.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 375 ％

居住費が高い

子どもの成長に合わせた住み
替え

他自治体のサービスに魅力を

感じる

子どもの進学

住まい周辺の環境が良くない

その他

無回答

52.3

57.9

6.1

32.8

9.1

8.0

3.5

0 20 40 60 80 100
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問 35 子どもや親子で遊べる場所として、どのような場所、内容、機能を望みますか。

ご自由にご記入ください。 

アンケート調査票の問 35 の自由記述欄において、合計 1369 件の意見を寄せていただきまし

た。意見の内容を分野に応じて整理したところ、主な意見は下記のとおりになります。なお、意

見については延べ件数でまとめています。 

 

分類回答 件数 

（１）遊具がある 194 

（２）整備された安全な場所 126 

（３）室内の施設 123 

（４）体を動かせる、ボール遊びできる 86 

（５）広い、大きい施設 84 

（６）雨の日や季節に関わらず利用できる 77 

（７）スポーツや適度な運動ができる 61 

（８）土日・祝日利用できるところ 57 

（９）どの年齢でも利用しやすいところ 56 

（１０）自然が豊かなところ 50 

（１１）こどもの城のようなところ 43 

（１２）交通の便が良い、利用しやすい公共施設 40 

（１３）イベントに参加できる、体験できる 37 

（１４）学ぶこと、通うことができる 34 

（１５）アスレチックや遊園地など 32 

（１６）子どもを預けることができ、親の代わりに見守る人がいる 32 

（１７）公園を増やしてほしい 26 

（１８）ショッピングモール、レストラン、カフェなど 24 

（１９）プール、水遊びできる 22 

（２０）昼食をとるスペースがある 22 

（２１）かぞくのアトリエのようなところ 21 

（２２）きれい、明るいところ 19 

（２３）親子の交流がやすい 19 

（２４）バリアフリーが整い、小さい子どもも連れて行きやすい施設 16 

（２５）家の近くにある 13 

（２６）不審者の問題がなく、安心できるところ 10 

（２７）現状に満足している 7 

（２８）その他 38 
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問 36 渋谷区の子育ての環境や支援への満足度について、当てはまる番号１つに○をつ

けてください。 

「やや満足」の割合が 46.6％と最も高く、次い

で「どちらともいえない」の割合が 21.4％、「満

足」の割合が 20.8％となっています。 

平成 25年度調査と比較すると、「満足」の割合

が増加しています。一方、「やや不満足」の割合が

減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母親の就労状況別】 

母親の就労状況別でみると、他に比べ、パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・

介護休業中である、パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中であるで

「やや満足」と「満足」をあわせた“満足”の割合が、これまで就労したことがないで「やや不

満足」と「不満足」をあわせた“不満足”の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

満
足 

や
や
満
足 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

や
や
不
満
足 

不
満
足 

無
回
答 

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 

922  24.0  49.1  18.3  4.6  2.4  1.6  

フルタイムで就労しているが、産休・育休・ 
介護休業中である 

182  24.2  42.3  19.8  8.8  3.8  1.1  

パート・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 

236  17.8  44.5  22.5  7.6  3.4  4.2  

パート・アルバイト等で就労しているが、 
産休・育休・介護休業中である 

15  13.3  60.0  26.7  － － － 

以前は就労していたが、現在は就労して 
いない 

534  15.9  45.3  26.0  8.1  3.2  1.5  

これまで就労したことがない 30  13.3  33.3  33.3  13.3  6.7  － 

 

 

  

％

満足

やや満足

どちらともいえない

やや不満足

不満足

無回答

20.8

46.6

21.4

6.5

2.9

1.9

0.0

13.6

41.7

24.1

11.8

6.0

2.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)
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問 37 子育て関連情報を現在、どこ（誰）から得ていますか。当てはまる番号すべてに

○をつけてください。 

「しぶや区ニュース」の割合が 65.2％と最も高

く、次いで「子育て施設での掲示やお知らせ」の

割合が 45.4％、「知人」の割合が 43.2％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 38 子育て関連情報を今後、どこ（誰）から得たいですか。当てはまる番号すべてに

○をつけてください。 

「しぶや区ニュース」の割合が 61.5％と最も高

く、次いで「渋谷区 LINE 公式アカウント」の割

合が 52.6％、「子育て施設での掲示やお知らせ」

の割合が 40.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 1,945 ％

しぶや区ニュース

ホームページ

渋谷区LINE公式アカウント

ＳＮＳ（Twitter 、Facebook）

子育て施設での掲示やお知ら
せ

知人

家族

その他

無回答

65.2

26.8

27.4

7.7

45.4

43.2

9.2

6.9

1.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,945 ％

しぶや区ニュース

ホームページ

渋谷区LINE公式アカウント

ＳＮＳ（Twitter 、Facebook）

子育て施設での掲示やお知ら
せ

知人

家族

その他

無回答

61.5

36.9

52.6

17.4

40.3

26.8

7.8

5.0

2.7

0 20 40 60 80 100
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問 39 渋谷区では、「子育てを切れ目なく支援する街」を実現するため、渋谷区版「ネ

ウボラ」構想を進めています。 

   フィンランド発祥の「ネウボラ」とは、妊娠から出産、子どもが就学するまでに

かけて、専門知識を持った保健師が担当となり、子どもとその家族を切れ目なく

サポートする子育て支援制度のことです。 

   渋谷区版「ネウボラ」を『渋谷区子育てネウボラ』と称して、フィンランドのネ

ウボラを参考に、妊娠期から 18歳まで切れ目のない支援を充実させるため、子育

ての総合的な相談場所として相談機能を集約した複合施設を開設し、誰もが集

い、地域とつながる場所を目指します。 

   この『渋谷区子育てネウボラ』に対して、どのような機能・役割を期待します

か。 

ご記入ください。 

アンケート調査票の問 39 の自由記述欄において、合計 1134 件の意見を寄せていただきまし

た。意見の内容を分野に応じて整理したところ、主な意見は下記のとおりになります。なお、意

見については延べ件数でまとめています。 

 

分類回答 件数 

（１）相談できる 299 

（２）サービスや支援を受けられる 121 

（３）情報を得られる 79 

（４）医療面や保健師によるサポートがある 74 

（５）魅力ある事業が多い 66 

（６）集いの場として交流できる 61 

（７）安心して遊べる 46 

（８）子育ての良い環境として 44 

（９）現状の機能を充実させる 39 

（１０）条件が良く使いやすい 38 

（１１）親のサポートをする役割として 36 

（１２）保育施設の機能として 34 

（１３）いつでも預けることができる 31 

（１４）イベントで集える 29 

（１５）地域や近所のつながれる 28 

（１６）公共施設の各種機能として 21 

（１７）習い事ができる 21 

（１８）小学校の教育をサポートする 10 

（１９）学童の役割をサポートする 5 

（２０）その他 52 

  



 

94 

Ⅲ 自由意見 

アンケート調査票の自由記述欄において、合計 956件の意見を寄せていただきました。意見の

内容を分野に応じて整理したところ、主な意見は下記のとおりになります。なお、意見について

は延べ件数でまとめています。 

 

分類回答 件数 

（１）幼稚園・保育園・認定こども園について 

① ３年保育・受け入れの充実について 54 

② 施設整備について 50 

③ 夜間・休日、長期休暇の受け入れ 13 

④ 保育料金・条件について 59 

⑤ その他 34 

（２）小学校就学後の生活について 

① 小学校について 32 

② 児童館・学童クラブについて 16 

（３）子育て支援全般について 

① 地域子育てセンター、広場について 95 

② その他の子育て支援サービスについて 144 

③ 子育てに関する情報について 51 

（４）子育て環境について 

① 子どもの遊び場、まちづくり、公共施設等について 129 

② 母子の保健について 33 

③ 地域のつながり、協力等について 14 

④ その他 27 

（５）その他 

① 子育てと仕事の両立について 29 

② 保護者のリフレッシュ、子育て不安等について 13 

③ その他 20 

（６）その他 

① 市政について 3 

② アンケートについて 9 

③ その他 131 
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Ⅳ 調査票 

 

 

渋谷区子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査 

 
 

皆さまには、日頃より区政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

渋谷区では、産みやすく、育てやすく、預けやすい まち 渋谷をめざして、子ども・子育て

支援新制度のもと、さまざまな子育て支援に関する取り組みを進めています。 

このため区内にお住まいの就学前のお子さんがいらっしゃるご家庭の中から、無作為に選ば

せていただいた方々にアンケートを実施させていただき、現在渋谷区が推進している「渋谷区

子ども・子育て支援事業計画」の進行管理と、2020年度を始期とする５年間の「第２期渋谷

区子ども・子育て支援事業計画」を策定する大切な資料とさせていただきます。 

調査票は、住民基本台帳の中から就学前のお子さんを無作為に選ばせていただき送付してい

ます。お答えいただいた内容は、すべて統計的に処理し、個々の回答やプライバシーに関わる

内容が公表されたり、他の目的で利用されたりすることは一切ありません。 

また、ここで回答していただいた内容（施設や事業の利用希望等）は、施設や事業を利用で

きるかどうかを決定するものではありません。将来、利用希望を変更していただいて構いませ

ん。 

お忙しい中、質問数が多く大変恐縮ですが、この調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くだ

さいますよう、お願い申し上げます。       

 

 

■ ご記入にあたってのお願い 

１．  調査票は、あて名のお子さんの保護者の方がご記入ください。 

２．  回答は、あてはまる番号に〇をつけるか、数字をご記入ください。 

３．  ご記入は、黒のボールペンや鉛筆でお願いします。 

４．  該当する質問には、すべてお答えください。 

５．  質問によっては、回答していただく方が限られる場合がありますので、

質問文をお読みいただき、ご記入ください。 

６．  この調査票は、ご記入のうえ 2月 18日（月）までに、同封の封筒に入れ

てご返送くださるようお願いいたします（差出人名は無記名で結構です）。 

 

■お問合せ先 

渋谷区 子ども家庭部 保育課  保育管理係 

渋谷区宇田川町 1－1 

電話：03－3463－2483 

FAX：03－5458－4907 
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 はじめに封筒のあて名のお子さんとご家族の状況についてうかがいます 

問１ あて名のお子さんの生年月をご記入ください。（□内に数字でご記入ください。数字は一枠に一

字。） 

平成      年      月生まれ 

 

 

問２ あて名のお子さんを含め、お子さんは何人いらっしゃいますか。お２人以上のお子さんがいらっ

しゃる場合は、末子の方の生年月をご記入ください。 

きょうだい数   人  末子の生年月 平成      年      月生まれ 

 

 

問３ あなたは現在どちらにお住まいですか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．恵比寿１丁目 21．渋谷１丁目  41．上原１丁目  61．初台１丁目 

２．恵比寿２丁目 22．渋谷２丁目  42．上原２丁目  62．初台２丁目 

３．恵比寿３丁目 23．渋谷３丁目  43．上原３丁目  63．本町１丁目 

４．恵比寿４丁目 24．渋谷４丁目  44．西原１丁目  64．本町２丁目 

５．広尾１丁目 25．東１丁目  45．西原２丁目  65．本町３丁目 

６．広尾２丁目 26．東２丁目  46．西原３丁目  66．本町４丁目 

７．広尾３丁目 27．東３丁目  47．元代々木町  67．本町５丁目 

８．広尾４丁目 28．東４丁目  48．大山町  68．本町６丁目 

９．広尾５丁目 29．道玄坂１丁目  49．幡ヶ谷１丁目  69．千駄ヶ谷１丁目 

10．猿楽町  30．道玄坂２丁目  50．幡ヶ谷２丁目  70．千駄ヶ谷２丁目 

11．鶯谷町  31．円山町  51．幡ヶ谷３丁目  71．千駄ヶ谷３丁目 

12．鉢山町  32．神泉町  52．笹塚１丁目  72．千駄ヶ谷４丁目 

13．代官山町  33．宇田川町  53．笹塚２丁目  73．千駄ヶ谷５丁目 

14．恵比寿西１丁目 34．神南１丁目  54．笹塚３丁目  74．千駄ヶ谷６丁目 

15．恵比寿西２丁目 35．神南２丁目  55．代々木神園町  75．神宮前１丁目 

16．恵比寿南１丁目 36．神山町  56．代々木１丁目  76．神宮前２丁目 

17．恵比寿南２丁目 37．松濤１丁目  57．代々木２丁目  77．神宮前３丁目 

18．恵比寿南３丁目 38．松濤２丁目  58．代々木３丁目  78．神宮前４丁目 

19．桜丘町  39．富ヶ谷１丁目  59．代々木４丁目  79．神宮前５丁目 

20．南平台町  40．富ヶ谷２丁目  60．代々木５丁目  80．神宮前６丁目 
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問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。あて名のお子さんからみた関係でお答えくださ

い。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．母 親  ２．父 親  ３．その他（            ） 

 

問５ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。当てはまる番号１つ

に○をつけてください。 

１．配偶者がいる   ２．配偶者はいない 

 

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

た関係で当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．父母ともに   ２．主に母親  

３．主に父親    ４．主に祖父母 

５．その他（                    ） 

 

 

あて名のお子さんの、子育て環境についてうかがいます 

問７ 日頃、あて名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。当てはまる番号すべてに○をつ

けてください。 

１．日常的に祖父母等の親族にみてもらえる 

２．緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる 

３．日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる 

４．緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる 

５．いずれもいない 

 

問７-１ 問７で「１.」または「２.」に○をつけた方にうかがいます。 

祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください。当てはまる番号すべ

てに○をつけてください。 

１．祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心して子どもを

みてもらえる 

２．祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である 

３．祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である 

４．自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 

５．子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、不安がある 

６．その他（                                    ） 

⇒ 問８へ 

⇒ 問 7-1へ 

⇒ 問 7-2へ 

⇒ 問８へ 
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問７-２ 問７で「３.」または「４.」に○をつけた方にうかがいます。 

友人・知人にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください。当てはまる番号すべてに

○をつけてください。 

１．友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心して子どもを 

みてもらえる 

２．友人・知人の身体的負担が大きく心配である 

３．友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である 

４．自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 

５．子どもの教育や発育にとってふさわしい環境であるか、不安がある 

６．その他（                                    ） 

問８ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人はいますか。また、

相談できる場所はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．いる／ある  ⇒ 問８-1へ  ２．いない／ない  ⇒ 問 12へ 

問８-１ 問８で「１.いる／ある」に○をつけた方にうかがいます。 

お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか。当てはまる

番号すべてに○をつけてください。 

１．祖父母等の親族  ２．友人や知人 

３．近所の人   ４．子育て支援施設（子育て支援センター・子育てひろば等） 

５．保健所・保健相談所 ６．子ども家庭支援センター 

７．保育所・認定こども園等の保育士  ８．幼稚園教諭 

９．かかりつけの医師  10．民生委員・児童委員、主任児童委員 

11．子ども発達相談センター 

12．渋谷区の子育て関連担当窓口 

13．その他（〔例〕ベビーシッター                           ） 

 

問９ 問８で「１.いる／ある」に○をつけた方にうかがいます。 

相談の頻度はどのくらいですか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．年１回程度  ２．年２回程度  ３．月１回程度  ４．毎週 

 

問 10 問８で「１.いる／ある」に○をつけた方にうかがいます。 

相談の内容はどのようなものですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．子どものこと  ２．自分のこと  ３．保育園のこと（入園相談含む） 

４．家庭のこと  ５．その他（                      ） 

 

問 11 問８で「１.いる／ある」に○をつけた方にうかがいます。 

相談の結果、悩みは解決しましたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．した     ２．しなかった   
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問 12 子育て（教育を含む）をする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）からどのようなサポート

があればよいとお考えでしょうか。ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

あて名のお子さんの保護者の就労状況についてうかがいます 

※ここでいう「フルタイム」とは、１週５日程度・１日８時間程度の就労のことです。 

「パート・アルバイト等」とは、フルタイム以外の就労のことです。 

問 13 あて名のお子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます。 

（１）母親 【父子家庭の場合は記入は不要です】 当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．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 

２．フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である 

３．パート・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 

４．パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である 

５．以前は就労していたが、現在は就労していない 

６．これまで就労したことがない 

 

（１）-１ （１）で「１.～４.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

１週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（休憩時間、残業時間を含む）」をお答えくだ

さい。就労日数や就労時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。

産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。（□内に数字でご記

入ください。数字は一枠に一字。１時間未満は四捨五入。） 

１週当たり    日   １日当たり       時間 

 

（１）-２ （１）で「１.～４.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンにつ

いてお答えください。産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えくださ

い。時間は、必ず（例）０８時～１８時のように、２４時間制でおおよその時刻をお答えください。

（□内に数字でご記入ください。数字は一枠に一字。） 

家を出る時刻       時  帰宅時刻       時 

 

  

⇒ (1)-1へ 

⇒ (2)へ 
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（２）父親 【母子家庭の場合は記入は不要です】 当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．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 

２．フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である 

３．パート・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 

４．パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である 

５．以前は就労していたが、現在は就労していない 

６．これまで就労したことがない 

（２）-１ （２）で「１.～４.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

１週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（休憩時間、残業時間を含む）」をお答えくだ

さい。就労日数や就労時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。

育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。（□内に数字でご記入くだ

さい。数字は一枠に一字。１時間未満は四捨五入。） 

１週当たり    日   １日当たり       時間 

（２）-２ （２）で「１.～４.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンにつ

いてお答えください。育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。時

間は、必ず（例）０８時～１８時のように、２４時間制でおおよその時刻をお答えください（□内

に数字でご記入ください。数字は一枠に一字）。 

家を出る時刻       時  帰宅時刻       時 

 

問 14 問 13の（１）または（２）で「３.４.」（パート・アルバイト等で就労している）に○をつ

けた方にうかがいます。該当しない方は、問 15へお進みください。 

  フルタイムへの転換希望はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

（１）母親 

１．フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある 

２．フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない 

３．パート・アルバイト等の就労を続けることを希望 

４．パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい 

（２）父親 

１．フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある 

２．フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない 

３．パート・アルバイト等の就労を続けることを希望 

４．パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい 

 

⇒ (2)-1へ 

⇒ 問 15へ 
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問 15 問 13の（１）または（２）で「５.以前は就労していたが、現在は就労していない」または

「６.これまで就労したことがない」に○をつけた方にうかがいます。該当しない方は、問 16

へお進みください。 

就労したいという希望はありますか。当てはまる番号・記号それぞれ１つに○をつけ、該当する□

内には数字をご記入ください（数字は一枠に一字）。 

（１）母親 

１．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 

２．１年より先、一番下の子どもが      歳になったころに就労したい 

３．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

  →希望する就労形態 ア．フルタイム 

     イ．パートタイム、アルバイト等 

       →１週当たり   日  １日当たり      時間 

 

（２）父親 

１．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 

２．１年より先、一番下の子どもが      歳になったころに就労したい 

３．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

  →希望する就労形態 ア．フルタイム 

     イ．パートタイム、アルバイト等 

       →１週当たり   日  １日当たり      時間 

 

 

 

あて名のお子さんの平日の定期的な教育･保育事業の利用状況についてうかがいます 

 ※ここでいう「定期的な教育・保育事業」とは、月単位で定期的に利用している事業を指します。 

具体的には、幼稚園や保育所・認定こども園など、問 1６-1に示した事業が含まれます。 

 

問 16 あて名のお子さんは現在、幼稚園や保育所・認定こども園などの「定期的な教育・保育の事業」

を利用されていますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．利用している ⇒ 問 16-1へ ２．利用していない ⇒ 問 16-5へ 
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問 16-1 問 16-1～問 16-4は、問 16で「１.利用している」に○をつけた方にうかがいます。 

  あて名のお子さんは、平日どのような教育・保育の事業を利用していますか。年間を通じて「定期

的に」利用している事業をお答えください。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．幼稚園（通常の就園時間の利用） 

２．幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して預かる事業のうち定期的な利用のみ） 

３．認可保育所〔区立・私立保育園〕（国が定める最低基準に適合した施設で東京都の認可を受けた施設） 

４．認定こども園〔長時間利用〕（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設において、保育所の時間帯で保育・

幼児教育を受ける枠） 

５．認定こども園〔中・短時間利用〕（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設において、幼稚園の時間帯で

幼児教育を受ける枠） 

６．区立・私立保育室、認証保育所（区が助成、運営する認可外保育施設） 

７．小規模保育事業（国が定める最低基準に適合した施設で区市町村の認可を受けた定員が概ね６～19 人のもの） 

８．事業所内保育施設（企業が主に従業員用に運営する施設） 

９．居宅訪問型保育（ベビーシッターのような保育者が子どもの家庭で保育する事業） 

10．家庭的保育（保育者の家庭等で子どもを保育する事業） 

11．ファミリー・サポート・センター（地域住民が子どもを預かる事業） 

12．その他の認可外の保育施設 

13．その他（                                    ） 

 

問 16-2 平日に定期的に利用している教育・保育の事業について、どのくらい利用していますか。また、

希望としてはどのくらい利用したいですか。１週当たり何日、１日当たり何時間（何時から何時ま

で）かを、□内に具体的な数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。時間は、必ず（例）０９時

～１８時のように２４時間制でおおよその時刻をご記入ください。 

（１）現在 

１週当たり   日   １日当たり      時間（      時～      時） 

（２）希望 

１週当たり   日   １日当たり      時間（      時～      時） 

 

問 16-3 現在、利用している教育・保育事業の実施場所についてうかがいます。「１.」「２.」のいずれ

かに○をつけてください 。 

１．渋谷区内    ２．他の市区町村 
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問 16-4 平日に定期的に教育・保育の事業を利用されている理由についてうかがいます。主な理由とし

て当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．子どもの教育や発達のため 

２．子育て（教育を含む）をしている方が現在就労している 

３．子育て（教育を含む）をしている方が就労予定がある／求職中である 

４．子育て（教育を含む）をしている方が家族・親族などを介護している 

５．子育て（教育を含む）をしている方が病気や障害がある 

６．子育て（教育を含む）をしている方が学生である 

７．その他（                                    ） 

 

問 16-5 問 16で「２．利用していない」に○をつけた方にうかがいます。 

利用していない理由は何ですか。理由としてもっとも当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．（子どもの教育や発達のため、子どもの母親か父親が就労していないなどの理由で）利用する必要がない 

２．子どもの祖父母や親戚の人がみている 

３．近所の人や父母の友人・知人がみている 

４．利用したいが、保育・教育の事業に空きがない 

５．利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない 

６．使用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない 

７．利用したいが、教育・保育の内容や場所など、納得できる事業がない 

８．子どもがまだ小さいため（   歳くらいになったら利用しようと考えている） 

９．その他（                                    ） 
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問 17 すべての方にうかがいます。 

現在、利用している、利用していないにかかわらず、あて名のお子さんの平日の教育・保育の事業

として、「定期的に」利用したいと考える事業について、次の①、②のそれぞれについて、下の点

線枠の中から、当てはまる番号すべてを記入してください。 
 

①「幼児教育・保育の無償化（※）」が 2019年 10月

から予定されていますが、現行どおりの費用負担

がある場合、平日に「定期的に」利用したいと考

える施設等をお答えください。 
 

 ②「幼児教育・保育の無償化（※）」が 2019年 10月

から予定されていますが、費用負担が無償化また

は軽減された場合、平日に「定期的に」利用した

いと考える施設等をお答えください。 

 

１．幼稚園（通常の就園時間の利用） 

２．幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して預かる事業のうち定期的な利用のみ） 

３．認可保育所〔区立・私立保育園〕（国が定める最低基準に適合した施設で東京都の認可を受けた施設） 

４．認定こども園〔長時間利用〕（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設において、保育所の時間帯で保育・

幼児教育を受ける枠） 

５．認定こども園〔中・短時間利用〕（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設において、幼稚園の時間帯で

幼児教育を受ける枠） 

６．区立・私立保育室、認証保育所（区が助成、運営する認可外保育施設） 

７．小規模保育事業（国が定める最低基準に適合した施設で区市町村の認可を受けた定員が概ね６～19人のもの） 

８．事業所内保育施設（企業が主に従業員用に運営する施設） 

９．居宅訪問型保育（ベビーシッターのような保育者が子どもの家庭で保育する事業） 

10．家庭的保育（保育者の家庭等で子どもを保育する事業） 

11．ファミリー・サポート・センター（地域住民が子どもを預かる事業） 

12．その他の認可外の保育施設 

13．その他（                                    ） 
 
 
 
※「幼児教育・保育の無償化」とは… 

消費税率が 10％に引上げされる 2019 年 10 月から実施することを目指し、

３歳から５歳までのすべての子どもたちの幼稚園、保育所・認定こども園などの

利用料が、無償化または軽減される制度です。 

 

 
   
問 17-1 問 17で「１．幼稚園」または「２．幼稚園の預かり保育」に○をつけ、かつ３～13のい

ずれかにも◯をつけた方にうかがいます。特に幼稚園（幼稚園の預かり保育をあわせて利用する

場合を含む）の利用を強く希望しますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．はい    ２．いいえ 

 

 

 

 

（例：1，2，4 ） 

 

（例：1，2，4，10 ） 
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問 17-2 お子さんが利用する施設を選ぶときに、どのようなことを重視しますか。当てはまる番号３つ

まで○をつけてください。 

１．家から近い  ２．職場に近い  ３．最寄駅に近い   

４．職場への通勤に便利 ５．保育時間  ６．費用が安い 

７．親族の勧め  ８．友人・知人の勧め ９．送迎バスがある   

10．公立であること  11．私立であること 12．地域で評判が良い 

13．給食がある  14．大規模で施設の設備が充実している 

15．しつけがしっかりしている 16．教育・保育の方針や内容が充実している 

17．病気や障害に対する理解がある 18．その他（               ） 

 

問 17-3 教育・保育事業を利用したい場所についてうかがいます。「１.」「２.」のいずれかに○をつけ

てください 。 

１．渋谷区内   ２．他の市区町村 

 
 

あて名のお子さんの子育て支援事業の利用状況についてうかがいます 

問 18 あて名のお子さんは、現在、「地域子育て支援拠点事業（親子が集まって過ごしたり、相談をし

たり、情報提供を受けたりする場で、「子育て支援センター」「子育てひろば」等と呼ばれています）」

を利用していますか。次の中から、利用されているものすべてに○をつけてください。また、おお

よその利用回数（頻度）を□内に数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。 

１．子育て支援センター（親子が集まって過ごしたり、相談をする場） 

   １週当たり   回 もしくは １ヶ月当たり   回程度 

２．認定こども園や私立保育園で実施している子育てひろば 

   １週当たり   回 もしくは １ヶ月当たり   回程度 

３．ひがし健康プラザや中央図書館で実施している子育てひろば 

   １週当たり   回 もしくは １ヶ月当たり   回程度 

４．かぞくのアトリエ 

   １週当たり   回 もしくは １ヶ月当たり   回程度 

５．その他渋谷区で実施している類似の事業（具体名：              ） 

   １週当たり   回 もしくは １ヶ月当たり   回程度 

６．利用していない 

 

問 19 問 18 のような子育て支援センター等について、今は利用していないが、できれば今後利用した

い、あるいは、利用日数を増やしたいと思いますか。当てはまる番号一つに○をつけて、おおよそ

の利用回数（頻度）を□内に数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。 

１．利用していないが、今後利用したい 

   １週当たり   回 もしくは １ヶ月当たり   回程度 

２．すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい 

   １週当たり 更に   回 もしくは １ヶ月当たり 更に   回程度 



 

107 

３．新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない 

問 20 下記の事業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、今後、利用したいと思う

ものをお答えください。①～⑩の事業ごとに、Ａ～Ｃのそれぞれについて、「はい」「いいえ」のい

ずれかに○をつけてください。 

 Ａ 
知っている 

Ｂ 
これまでに利用 
したことがある 

Ｃ 
今後利用したい 

① パパ・ママ入門学級 
地域の保健相談所で妊娠中の過ごし方や
赤ちゃんを迎えるための実技を学びます 

はい  いいえ はい  いいえ はい  いいえ 

② 産後ケア（宿泊型） 
赤ちゃんとママが助産所等に宿泊して、母
子のケアや授乳相談などを受けるための
費用を助成します 

はい  いいえ はい  いいえ はい  いいえ 

③ 母乳相談 
授乳に関する相談（集団および個別相談）
を助産師がお受けします 

はい  いいえ はい  いいえ はい  いいえ 

④ ひよこママの時間 
赤ちゃんを育てているママの不安解消の
ために、ママ同士の交流、保健師による育
児相談等を行っています 

はい  いいえ はい  いいえ はい  いいえ 

⑤ 育児学級 
乳児とその保護者を対象に、前期（4～6 か
月児）と後期（9～12 か月児）に分けて開
講しています。保健師・栄養士・歯科衛生
士が、実技や試食、スライドなどで分かり
やすく子育ての指導をします 

はい  いいえ はい  いいえ はい  いいえ 

⑥ 子ども家庭支援センター 
18 歳未満の子どもとその家庭に関する相
談を行っています 

はい  いいえ はい  いいえ はい  いいえ 

⑦ 子ども発達相談センター 

子どもの発達や育児に対する不安や悩み等

に関する相談を行っています 
はい  いいえ はい  いいえ はい  いいえ 

⑧ にこにこママ 
妊娠している人や２歳未満の乳児を養育
している人に、ヘルパーを派遣します（自
己負担有） 

はい  いいえ はい  いいえ はい  いいえ 

⑨ 渋谷スポーツ共育プラザ＆ラボ“す

ぽっと” 

スポーツを通して発達段階に合わせたプロ

グラムを実施し、体操教室や親子ふれ合い

教室、子育てセミナーなどを行っています 

はい  いいえ はい  いいえ はい  いいえ 

⑩ 渋谷区 LINE公式アカウント はい  いいえ はい  いいえ はい  いいえ 
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あて名のお子さんの土曜・休日や年末年始の定期的な 

教育・保育事業の利用希望についてうかがいます 
 

問 21 あて名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日、年末・年始に、定期的な教育・保育の事業

の利用希望はありますか（一時的な利用は除きます）。希望がある場合は、利用したい時間帯又は利

用したい期間をご記入下さい。時間帯は、(例)０９時～１８時のように２４時間制でご記入くださ

い（数字は一枠に一字）。なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。 

※保育・教育事業とは、幼稚園、保育所・認定こども園、認可外保育施設などの事業を指しま

すが、親族・知人による預かりは含みません。 
 
（１）土曜日 

１．利用する必要はない 

２．ほぼ毎週利用したい 

３．月に１～２回は利用したい        時から      時まで 
 
（２）日曜・祝日 

１．利用する必要はない 

２．ほぼ毎週利用したい 

３．月に１～２回は利用したい        時から      時まで 
 
（３）年末・年始 

１．利用する必要はない 

２．利用したい      月   日から   月  日まで 

問 21-1 問 21 の（１）もしくは（２）で、「３.月に１～２回は利用したい」に○をつけた方にう

かがいます。 

毎週ではなく、たまに利用したい理由は何ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．月に数回仕事が入るため  ２．平日に済ませられない用事をまとめて済ませるため 

３．親族の介護や手伝いが必要なため ４．リフレッシュのため 

５．その他（                                    ） 

 

問 22 「幼稚園」を利用されている方にうかがいます。 

あて名のお子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教育・保育の事業の利用を希望

しますか。希望がある場合は、利用したい時間帯を、(例)０９時～１８時のように２４時間制でご記

入ください（数字は一枠に一字）。なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。 

１．利用する必要はない 

２．休みの期間中、ほぼ毎日利用したい 

３．休みの期間中、週に数日利用したい           時から      時まで 

 

問 22-1 問 22で、「３.週に数日利用したい」に○をつけた方にうかがいます。 

毎日ではなく、たまに利用したい理由はなんですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．週に数回仕事が入るため   ２．買い物等の用事をまとめて済ませるため 

⇒ 

利用したい時間帯 

⇒ 

利用したい時間帯 

⇒ 

利用したい時間帯 

⇒ ⇒ ⇒ 

 

 

利用したい期間 ※12 月 29 日～1 月 3 日の間でご記入下さ

い。 
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３．親等親族の介護や手伝いが必要なため ４．リフレッシュのため 

５．その他（                                    ） 
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あて名のお子さんの病気の際の対応についてうかがいます 

（平日の教育・保育を利用する方のみ） 
 

問 23 平日の定期的な教育・保育の事業を利用していると答えた保護者の方（問 16で１に○を 

つけた方）にうかがいます。利用していらっしゃらない方は、問 24にお進みください。 

  直近１年間に、あて名のお子さんが病気やケガで事業が利用できなかったことはありますか。 

いずれかに○をつけてください 。 

１．あった  ⇒ 問 23-1へ  ２．なかった  ⇒ 問 24へ 

 

問 23-1 あて名のお子さんが病気やけがで普段利用している教育・保育の事業が利用できなかった場合

に、直近１年間に行った対処方法として当てはまる記号すべてに○をつけ、それぞれの日数も□内

に数字でご記入ください（半日程度の対応の場合も１日とカウントしてください。数字は一枠に一

字。）。 

１年間の対処方法 日  数 

ア.父親が休んだ  

イ.母親が休んだ  

ウ.父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた ｚ 

エ.（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった  

オ.病児・病後児の保育施設を利用した  

カ.ベビーシッターを利用した  

キ.子どもだけで留守番をさせた  

ク.その他（                     ）  

 

 

 

 

問 23-1で「ア.」「イ.」のいずれかに回答した方にうかがいます。 

問 23-2 その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思われましたか。当て

はまる番号１つに○をつけ、日数についても□内に数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。

なお、病児・病後児のための事業等の利用には、一定の利用料がかかり、利用前にかかりつけ医

の受診が必要となります。 

１．できれば病児・病後児保育施設等を利用したい ⇒       日   ⇒ 問 23-3へ 

２．利用したいとは思わない  ⇒ 問 23-4へ 

日 

日 

日 

日 

日 

日 

日 

日 

⇒ 問 23-2へ 

⇒ 問 23-5へ 
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問 23-3 問 23-2で「１.できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」に○をつけた方にうかが

います。 

上記の目的で子どもを預ける場合、下記のいずれの事業形態が望ましいと思われますか。当てはま

る番号すべてに○をつけてください。 

１．他の施設（例：幼稚園・保育所・認定こども園等）に併設した施設で子どもを保育する事業 

２．小児科に併設した施設で子どもを保育する事業 

３．ベビーシッターが自宅で子どもを保育し、利用料の一部を助成する事業 

４．地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業 

（例：ファミリー・サポート・センター（※病後児のみ対応）等） 

５．その他（                                    ） 

 

問 23-4 問 23-2で「２.利用したいと思わない」に○をつけた方に伺います。 

そう思われる理由について当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．病児・病後児を他人に看てもらうのは不安 

２．利便性（立地や利用可能時間、日数など）がよくない 

３．利用料がかかる・高い 

４．利用方法や制度がわからない 

５．親が仕事を休んで対応する 

６．その他（                               ） 

⇒ 問 24へ 

問 23-1で「エ.」から｢ク.｣のいずれかに回答した方にうかがいます。 

問 23-5 その際、「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」と思われましたか。当てはまる番

号１つに○をつけ、「エ」から「ク」の日数のうち仕事を休んで看たかった日数についても数字でご

記入ください（数字は一枠に一字）。 

１．できれば仕事を休んで看たい ⇒       日 ⇒ 問 24へ 

２．休んで看ることは非常に難しい   ⇒ 問 23-6へ 

 

問 23-6 問 23-5で「２.休んで看ることは非常に難しい」に○をつけた方にうかがいます。 

そう思われる理由について当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．子どもの看護を理由に休みがとれない 

２．自営業なので休めない 

３．休暇日数が足りないので休めない 

４．その他（                                   ） 

⇒ 問 24へ 
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あて名のお子さんの不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う 

一時預かり等の利用についてうかがいます 
 

問 24 あて名のお子さんについて、平日の定期的な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。ある場合は、当てはまる番号すべてに

○をつけ、直近１年間の利用日数（おおよそ）も□内に数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。 

利用している事業・日数（年間） 

１．一時保育 
（私用など理由を問わずに保育所・認定こども園などで一時的に子どもを保育する事業） 

 

２．幼稚園の預かり保育 
（通常の就園時間を延長して預かる事業のうち不定期に利用する場合のみ） 

 

３．ファミリー・サポート・センター 
（地域住民が子どもを預かる事業） 

 

４．夜間養護等事業：トワイライトステイ  渋谷区では未実施です 
（児童養護施設等で休日・夜間、子どもを保護する事業） 

 

５．にこにこママ 

（2歳未満の子どもの育児援助・家事援助を行う人を派遣する事業） 
 

６．ベビーシッター  

７．その他（                         ）  

８．利用していない  

 

問 24で「８．利用していない」と回答した方にうかがいます。 

問 24-1 現在利用していない理由は何ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．特に利用する必要がない    ２．利用したい事業が地域にない 

３．普段利用していない預け先に不安がある ４．事業の利便性（立地や利用可能時間・ 

         日数など）がよくない 

５．利用料がかかる・高い    ６．利用料がわからない 

７．自分が事業の対象者になるのかどうか  ８．事業の利用方法（手続き等）がわからない 

  わからない 

９．その他（                                    ） 

 

問 25 あて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、年間何日くらい事業を

利用する必要があると思いますか。利用希望の有無について当てはまる番号・記号すべてに○をつ

け、必要な日数をご記入ください（利用したい日数の合計と、目的別の内訳の日数を□内に数字で

ご記入ください。数字は一枠に一字。）。なお事業の利用にあたっては、一定の利用料がかかります。 

１．利用したい  

 ア．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 

 

 イ．冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の
通院 等 

 

 ウ．不定期の就労  

 エ．その他（                    ）  

⇒ 問 25へ 

日 

日 

日 

日 

日 

日 

計     日 

日 

日 

日 

日 

日 

⇒問 25-1へ 



 

113 

２．利用する必要はない  ⇒ 問 26へ  
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問 25-1 問 25で「１.利用したい」に○をつけた方にうかがいます。 

問 25 の目的でお子さんを預ける場合、下記のいずれの事業形態が望ましいと思われますか。当て

はまる番号すべてに○をつけてください。 

１．大規模施設で子どもを保育する事業（例：幼稚園・保育所・認定こども園等） 

２．小規模施設で子どもを保育する事業（例：子育て支援センター（一時預かり事業）等） 

３．地域住民等が送迎し家庭内で保育する事業（例：ファミリー・サポート・センター等） 

４．その他（                                    ） 

 

問 26 直近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、あて名のお子さん

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はありましたか（預け先が見つからなか

った場合も含みます）。あった場合は、直近１年間の対処方法として当てはまる番号すべてに○を

つけ、それぞれの日数も□内に数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。 

１年間の対処方法 日数 日数 

１．あった ア．（同居者を含む）親族・知人にみてもらった  

 イ．短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した 
 （児童養護施設等で一定期間、子どもを保護する事業） 

 

 ウ．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 

 

 エ．子どもを同行させた  

 オ．子どもだけで留守番をさせた  

 カ．その他（                    ）  

２．なかった  

 

問 26で「１.あった ア.(同居者を含む)親族・知人にみてもらった」と答えた方にうかがいます。 

⇒ア.以外を選択した方は 問 27へ 

問 26-1 その場合の困難度はどの程度でしたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．非常に困難 

２．どちらかというと困難 

３．特に困難ではない 

 

 

泊 

泊 

泊 

泊 

泊 

泊 
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あて名のお子さんの小学校就学後の 

放課後の過ごし方についてうかがいます 
 

問 27 あて名のお子さんについて、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で過ごさせたいと思いますか。当てはまる番号すべてに○をつけ、そ

れぞれ希望する週当たり日数を数字でご記入ください。また、「放課後クラブ」の場合には、利用を

希望する時間も□内に数字でご記入ください。時間は必ず（例）１８時のように２４時間制でご記

入ください（数字は一枠に一字）。 

１．自宅  

２．祖父母宅や友人・知人宅  

３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）  

４．放課後クラブ（区立小学校内） 

(保護者の就労状況にかかわらず、学校施設を活用して放課後に子どもの

居場所を提供するものです。) 

 

 

５．ファミリー・サポート・センター  

６．公園・図書館（地域住民等による保育）  

７．代官山ティーンズ・クリエイティブ、フレンズ本町  

８. かぞくのアトリエ、渋谷スポーツ共育プラザ＆ラボ“すぽっと”  

９．こどもテーブル  

10．その他（具体的に              ）  

11．まだ先のことで考えられない  

※１日に２か所以上行くことも想定されますので、合計の日数は５日でなくてかまいません。 

 

問 28 あて名のお子さんについて、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で過ごさせたいと思いますか。当てはまる番号すべてに○をつけ、それぞ

れの週当たり日数を数字でご記入ください。また、「放課後クラブ」の場合には利用を希望する時間も

□内に数字でご記入ください。時間は、必ず（例）１８時 のように２４時間制でご記入ください（数

字は一枠に一字）。※だいぶ先のことになりますが、現在お持ちのイメージでお答えください。 

１．自宅  

２．祖父母宅や友人・知人宅  

３．習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）  

４．放課後クラブ 
 

 

５．公園・図書館  

６．代官山ティーンズ・クリエイティブ、フレンズ本町  

７．こどもテーブル  

８．その他（具体的に              ）  

週   日くらい 

週   日くらい 

週   日くらい 

週   日くらい 

週   日くらい 

週   日くらい 

週   日くらい 

週   日くらい 

週   日くらい 

週   日くらい 

週   日くらい 

週   日くらい 

週   日くらい 

週   日くらい 

   →下校時から    時まで 

 

週   日くらい 

   →下校時から    時まで 
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９．まだ先のことで考えられない  
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問 29 問 27または問 28で「４．放課後クラブ」に○をつけた方にうかがいます。 

あて名のお子さんについて、土曜日に、放課後クラブの利用希望はありますか。当てはまる番号   

１つに○をつけてください。また利用したい時間帯を、□内に（例）０９時～１８時 のように２４

時間制でご記入ください（数字は一枠に一字）。 

１．低学年（１～３年生）の間は利用したい     利用したい時間帯 

２．高学年（４～６年生）になっても利用したい        時から     時まで 

３．利用する必要はない 

 

問 30 問 27または問 28で「４．放課後クラブ」に○をつけた方にうかがいます。 

あて名のお子さんについて、お子さんの夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課後クラブの

利用希望はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。また利用したい時間帯を、□

内に（例）０９時～１８時 のように２４時間制でご記入ください（数字は一枠に一字）。 

１．低学年（１～３年生）の間は利用したい     利用したい時間帯 

２．高学年（４～６年生）になっても利用したい        時から     時まで 

３．利用する必要はない 

 

すべての方に、育児休業や短時間勤務制度など 

職場の両立支援制度についてうかがいます 
 

問 31 あて名のお子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得しましたか。母

親、父親それぞれについて、当てはまる番号１つに○をつけ、該当する□内に数字をご記入くださ

い（数字は一枠に一字）。また、取得していない方はその理由をご記入ください。 

母親（いずれかに○） 父親（いずれかに○） 

１．働いていなかった 

２．取得した（取得中である） 

３．取得していない 

１．働いていなかった 

２．取得した（取得中である） 

３．取得していない 

  

 

１．職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった 

２．仕事が忙しかった又は（産休後に）仕事に早く復帰したかった 

３．育児休業制度がない職業のため（自営業、フリーランス等）  

４．仕事に戻るのが難しそうだった 

５．昇給・昇格などが遅れそうだった 

６．収入減となり、経済的に苦しくなる 

７．保育所・認定こども園などに預けることができた 

８．配偶者が育児休業制度を利用した 

９．配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、制度を利用する必要がなかった 

10．子育てや家事に専念するため退職した 

11．職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 

12．有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった 

13．育児休業を取得できることを知らなかった 

14．産前産後の休暇（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 

⇒ 

⇒ 

取得していない理由（下から番号

を選んでご記入ください。いくつでも） 

⇒ 取得していない理由（下から番号

を選んでご記入ください。いくつでも） 

⇒ 
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15．その他（                                  ） 
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問 31-1 子どもが原則満１歳（保育所における保育の実施が行われないなど一定の要件を満たす場合は

最長２歳）になるまで育児休業給付が支給される仕組み、子どもが満３歳になるまでの育児休業等

（法定の育児休業及び企業が法定を上回る期間設けた育児休業に準ずる措置）期間について健康保

険及び厚生年金保険の保険料が免除になる仕組みがありますが、そのことをご存じでしたか。当て

はまる番号１つに○をつけてください。 

１．育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた 

２．育児休業給付のみ知っていた 

３．保険料免除のみ知っていた 

４．育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった 

 

問 31で「３．取得していない」と回答した方ににうかがいます。  
問 31-2 育休を取得しない理由が解消された場合、希望として育児休業を何歳何ヶ月のときまで取りた

いですか。 

  （１）母親     （２）父親 

    歳      ヶ月      歳      ヶ月 

 

問 31で「２.取得した（取得中である）」と回答した方にうかがいます。⇒該当しない方は、問 32へ 

問 31-3 育児休業取得後、職場に復帰しましたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

（１）母親     （２）父親 

１．育児休業取得後、職場に復帰した 

２．現在も育児休業中である 

３．育児休業中に離職した 

 

 

 

１．育児休業取得後、職場に復帰した 

２．現在も育児休業中である 

３．育児休業中に離職した 

 

問 31-3で「１.育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した方にうかがいます。 

問 31-4 育児休業から職場に復帰したのは、年度初めの保育所入所に合わせたタイミングでしたか。あ

るいはそれ以外でしたか。どちらか１つに○をつけてください。※年度初めでの認可保育所入所を

希望して、１月～２月頃復帰して一時的に認可外保育所に入所した場合なども「1.」に当てはまり

ます。また、年度初めでの入所を希望して復帰したが、実際には希望する保育所に入所できなかっ

たという場合も「1.」を選択してください。 

（１）母親     （２）父親 

１．年度初めの入所に合わせたタイミング

だった  

２．それ以外だった 

 

 

 

１．年度初めの入所に合わせたタイミング

だった  

２．それ以外だった 

 

問 31-5 育児休業からは、「実際」にお子さんが何歳何ヶ月のときに職場復帰しましたか。また、希望

として、何歳何ヶ月のときまで取りたかったですか。□内に数字でご記入ください（数字は一枠に

一字）。 

（１）母親 

実際の取得期間   歳     ヶ月    希望   歳     ヶ月 

（２）父親 
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実際の取得期間   歳     ヶ月    希望   歳     ヶ月 

問 31-5で実際の復帰と希望が異なる方にうかがいます。 

問 31-6 希望の時期に職場復帰しなかった理由についてうかがいます。 

（１）「希望」より早く復帰した方 ※当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

 ①母親 

１．希望する保育所・認定こども園等に入るため（希望の時期まで育休を取得した後では希望する

保育所・認定こども園等に入ることができないと考えたため） 

２．仕事のスキルが低下すると考えたため 

３．職場において昇任や人事評価に影響があると考えたため 

４．配偶者や家族の希望があったため 

５．収入が減るなど経済的な理由で早く復帰する必要があったため 

６．人事異動や業務の節目の時期に合わせるため 

７．その他（                                    ） 

 ②父親 

１．希望する保育所・認定こども園等に入るため （希望の時期まで育休を取得した後では希望

する保育所・認定こども園等に入ることができないと考えたため） 

２．仕事のスキルが低下すると考えたため 

３．職場において昇任や人事評価に影響があると考えたため 

４．配偶者や家族の希望があったため 

５．収入が減るなど経済的な理由で早く復帰する必要があった 

６．人事異動や業務の節目の時期に合わせるため 

７．その他（                                    ） 

 

（２）「希望」より遅く復帰した方 ※当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

 ①母親 

１．希望する保育所・認定こども園等に入れなかったため 

２．自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため 

３．配偶者や家族の希望があったため 

４．職場の受け入れ態勢が整っていなかったため 

５．子どもをみてくれる人がいなかったため 

６．その他（                                    ） 

 ②父親 

１．希望する保育所・認定こども園等に入れなかったため 

２．自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため 

３．配偶者や家族の希望があったため 

４．職場の受け入れ態勢が整っていなかったため 

５．子どもをみてくれる人がいなかったため 
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６．その他（                                    ） 
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問 31-3で「２.現在も育児休業中である」と回答した方にうかがいます。 

問 31-7 あて名のお子さんが 1歳になったときに必ず利用できる事業があれば、1歳になるまで育児休

業を取得しますか。または、預けられる事業があっても 1歳になる前に復帰しますか。当てはまる

番号１つに○をつけてください。 

（１）母親 

１．１歳になるまで育児休業を取得したい 

２．１歳になる前に復帰したい 

（２）父親 

１．１歳になるまで育児休業を取得したい 

２．１歳になる前に復帰したい 

 

渋谷区の子育て環境や子育て支援施策全般についてうかがいます 
 

問 32 回答いただいている方の渋谷区に居住している年数について、当てはまる番号１つに○をつけて

ください。 

１．１年未満  ２．１年～２年  ３．２年～５年  ４．５年～１０年 ５．１０年以上 

 
問 33 居住地として渋谷区を選んだ理由について、当てはまる番号１つに○をつけて下さい。 
 

１．保育料が安いため    ２．保育所・認定こども園等に入所しやすいと考えたため   

３．子育てサービスが充実しているため  ４．教育環境が整っているため  

５．子育て環境以外の理由 

 

問 34 お子さんが何歳位になるまで渋谷区に住んでいたいと思いますか。当てはまる番号一つに○をつ
けてください。 

１．小学校入学頃まで   ２．小学校卒業頃まで   ３．中学校卒業頃まで   

４．その他（      頃まで） ５．子どもの年齢とは関係ない。  

問 34-1 問 34 で１～３に○をつけた方にうかがいます。その理由はなんですか。当てはまる番号すべ

てに○をつけてください。 

１．居住費が高い            ２．子どもの成長に合わせた住み替え   

３．他自治体のサービスに魅力を感じる  ４．子どもの進学 

５．住まい周辺の環境が良くない     ６．その他（                ） 

問 35 子どもや親子で遊べる場所として、どのような場所、内容、機能を望みますか。ご自由にご記入

ください。 
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問 36 渋谷区の子育ての環境や支援への満足度について、当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．満足   ２．やや満足   ３．どちらともいえない  ４．やや不満足  ５．不満足 

 

問 37 子育て関連情報を現在、どこ（誰）から得ていますか。当てはまる番号すべてに○をつけてくだ

さい。 

１．しぶや区ニュース    ２．ホームページ 

３．渋谷区 LINE公式アカウント  ４．ＳＮＳ（Twitter、Facebook） 

５．子育て施設での掲示やお知らせ  ６．知人 

７．家族     ８．その他（             ） 

 

問 38 子育て関連情報を今後、どこ（誰）から得たいですか。当てはまる番号すべてに○をつけてくだ

さい。 

１．しぶや区ニュース    ２．ホームページ 

３．渋谷区 LINE公式アカウント  ４．ＳＮＳ（Twitter、Facebook） 

５．子育て施設での掲示やお知らせ  ６．知人 

７．家族     ８．その他（             ） 

 

問 39 渋谷区では、「子育てを切れ目なく支援する街」を実現するため、渋谷区版「ネウボラ」構想を

進めています。 

   フィンランド発祥の「ネウボラ」とは、妊娠から出産、子どもが就学するまでにかけて、専門

知識を持った保健師が担当となり、子どもとその家族を切れ目なくサポートする子育て支援制度

のことです。 

   渋谷区版「ネウボラ」を『渋谷区子育てネウボラ』と称して、フィンランドのネウボラを参考

に、妊娠期から 18歳まで切れ目のない支援を充実させるため、子育ての総合的な相談場所として

相談機能を集約した複合施設を開設し、誰もが集い、地域とつながる場所を目指します。 

   この『渋谷区子育てネウボラ』に対して、どのような機能・役割を期待しますか。 

ご記入ください。 

   

   

   

   

 

問 40 最後に、子育てに関してご意見がございましたら、ご自由にご記入ください。 
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調査にご協力いただきまして、ありがとうございました。 

切手は貼らずに同封の封筒に入れ、ご投函ください。 


