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就学前の子どもがいる世帯に関する調査データ（東京都） 

 

 就学前の子どもがいる世帯 2,592 世帯の就学前の子ども 3,371 人の状況について述べる。 

 

１ 就学前の子どもの日中の世話 

 (１) 就学前の子どもの日中の世話‐前回調査との比較   

  就学前の子ども 3,371 人について、子どもの日中の世話を主に誰がしているか聞いたところ

「自分・配偶者以外」が 60.0％で、前回調査よりも 6.5 ポイント増加している。(図Ⅰ-2-1) 

 

  

   

図Ⅰ-2-1 就学前の子どもの日中の世話－前回調査との比較 
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(２) 就学前の子どもの日中の世話－子どもの年齢別   

   就学前の子どもの日中の世話を子どもの年齢別にみると、年齢が高くなるにつれて「自分・

配偶者以外」の割合が、概ね増えていく傾向にある。(図Ⅰ-2-2) 

 

図Ⅰ-2-2 就学前の子どもの日中の世話‐子どもの年齢別 
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問 お子さんの日中の世話は主に誰がしていますか。 

参考

第１４回社会保障審議会 

少子化対策特別部会 

平成２０年１０月１４日 

資料３－２ 
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(３) 認可保育所への入所希望－前回調査との比較 

   就学前の子ども 3,371 人の子どもについて、認可保育所に入所させたいと思うか聞いたとこ

ろ、「入所させるつもりはない」の割合が 49.4％と最も高く、「既に入所している」の割合が 27.3％

と続いた。「入所申し込みをしていて現在待機中である」は、3.1％にとどまった。（図Ⅰ-2-3） 

 

 

  図Ⅰ-2-3 認可保育所への入所希望－前回調査との比較 

  

38.3

56.7

5.1
***

4.2

49.4

3.1
8.08.1

27.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

既

に
入
所

し
て

い
る

も

し
可
能

な
ら
ば
入
所

さ

せ
た

い

ま
だ
申

し
込

み
は
し
て

な

い
が

、
入
所

さ

せ
た

い
と
思

っ
て

い
る

入
所
申

し
込

み
を

し
て

い
て
現
在
待
機
中

で
あ

る

入
所

さ

せ
る

つ
も
り

は

な

い

無
回
答

「参考」
14年度調査(1,325人)
19年度調査(3,371人）

 

 

(４) 認可保育所への入所希望－共働きの状況別  

   認可保育所への入所希望について、共働きの状況別にみると夫婦ともに共働き世帯では「既

に入所している」の割合が最も高く 57.9％、次いで「入所させるつもりはない」の割合が 21.5％

と続く。 

  共働きでない世帯では、「入所させるつもりはない」の割合が 70.3％、次いで「可能ならば入

所させたい」の割合が 11.7％と続いた。（図Ⅰ-2-4）  

 

  図Ⅰ-2-4  認可保育所への入所希望－共働きの状況別 
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 （注）総数は、両親がいる世帯の就学前の子ども 3,208 人である。（ひとり親世帯は、含まれていない。） 

問 お子さん（それぞれの）を認可保育所に入所させたいと思いますか。 
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(５) 認可保育所へ入所させるつもりがない理由－前回調査との比較 

   認可保育所へ「入所させるつもりはない」と答えた 1,665 人の理由を聞いたところ、 

  「必要がないから」の割合が最も高く 36.3％、次いで「現在見てもらっているところで 

  満足」の割合が 31.1％と続いた。（図Ⅰ-2-5） 

           

  

 

図Ⅰ-2-5  認可保育所へ入所させるつもりがない理由－前回調査との比較   
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問 （認可保育所）に入所させるつもりがない理由は何ですか。 
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(６) 子どもの預け先を選ぶ際に重視すること[複数回答] 

   子どもの預け先を選ぶ際に重視することを聞いたところ、「丁寧に子どもを見てくれる」と回

答した割合が最も高く 53.9％、次いで「通うのに便利な場所にある」の割合が 50.9％と続いた。

（図Ⅰ-2-6） 

 

   

 図Ⅰ-2-6 子どもの預け先を選ぶ際に重視すること〔複数回答〕 
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（注）総数 2,592 世帯は、就学前の子どもがいる世帯数である。 

 

問 お子さんの預け先を選ぶ際に重視することは何ですか。 
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(７) 子どもの預け先を選ぶ際に重視すること[複数回答] 

               －日中子どもを見てもらっているところ（主なところ）別 

   子どもの預け先を選ぶ際に重視することについて、日中、主に子どもを見てもらっている

（2,021 世帯）ところ別にみてみると、総数では「通うのに便利な場所にある」の割合が 51.9％

で最も高く、「丁寧に子どもを見てくれる」が 49.9％と続く。認証保育所で子どもを見てもらっ

ている世帯では、子どもの預け先を選ぶ際に「給食の内容が良い」ことを重視する割合が 14.3％

で、他のところよりも高いのが目立つ。（表Ⅰ-2-1） 

 

表Ⅰ-2-1 子どもの預け先を選ぶ際に重視すること[複数回答] 

               －日中子どもを見てもらっているところ（主なところ）別 

総
数

子
ど
も
を
見
て
く
れ
る
時

間
が
十
分
で
あ
る

休
日
や
夜
間
で
も
利
用
で

き
る

子
ど
も
が
病
気
の
と
き
で

も
利
用
で
き
る

教
育
・
保
育
が
充
実
し
て

い
る

高
く
な
い
費
用
で
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用
で

き
る

柔
軟
な
対
応
を
し
て
く
れ
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生
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保
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者
の
教
育
の

方
針
が
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と
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致
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て
い
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と
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流
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れ
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通
う
の
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便
利
な
場
所
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あ
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そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

100.0 29.5 3.4 7.1 29.6 31.1 18.7 24.4 10.5 5.6 49.9 51.9 1.2 1.3 2.6
(2,021)
100.0 41.4 4.1 8.6 23.4 32.3 18.9 11.3 7.9 6.2 46.2 59.6 1.2 1.5 2.6
(582)

100.0 34.9 4.4 8.9 30.5 25.4 21.6 18.4 10.5 10.8 48.6 50.8 - 0.3 2.2
(315)

100.0 30.0 2.9 10.0 24.3 34.3 24.3 7.1 14.3 14.3 47.1 57.1 1.4 - 1.4
(70)

100.0 16.7 8.3 8.3 33.3 41.7 25.0 - - 8.3 41.7 33.3 8.3 - -
(12)

100.0 20.7 1.8 4.9 35.2 30.5 17.2 37.0 11.5 2.8 53.0 49.2 1.8 1.8 1.5
(789)

100.0 16.7 - 16.7 25.0 66.7 41.7 - - 8.3 50.0 75.0 - - -
(12)

100.0 55.6 11.1 - 22.2 11.1 11.1 33.3 22.2 - 77.8 33.3 - - -
(9)

100.0 35.3 17.6 5.9 17.6 41.2 11.8 17.6 17.6 - 52.9 29.4 - - -
(17)

100.0 41.2 - 5.9 17.6 41.2 17.6 29.4 29.4 5.9 35.3 41.2 - - -
(17)

同居していない親族や友
人

家庭福祉員（保育ママ）

その他の家族

認定こども園

幼稚園

職場内保育所

総数

認可保育所（公立）

認可保育所（私立）

認証保育所
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(８) 就学前の子どもの世話ができなかったときの対応（帰宅が遅くなった）〔複数回答〕 

               －両親の有無、共働きの状況別 

   過去 1 年間に親の帰宅が遅くなり、夜間子どもだけになったときに、どのように対応したか

聞いたところ、「別居の親族に頼んだ」の割合が 22.4％と高く、次いで「その他の家 族に頼んだ」

の割合が 16.6％と続いた。一方、「そのようなことはなかった」の割合は 59.8％であった。 

     両親の有無、共働きの状況別にみると、「別居の親族に頼んだ」の割合は、共働きである世帯

が 28.0％と高く、「その他の家族に頼んだ」の割合は、ひとり親世帯が 26.2％と高くなっている。

一方、「そのようなことはなかった」の割合は、共働きでない世帯で 70.0％と高くなっている。

（表Ⅰ-2-2）   

 

      

 

 

表Ⅰ-2-2 就学前の子どもの世話ができなかったときの対応（帰宅が遅くなった）〔複数回答〕 

               －両親の有無別、共働きの状況別 

総
数

そ
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族
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ん
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別
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友
人
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に
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子
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施
設
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シ
ョ
ー
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ス
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イ
や
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ワ
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ラ
イ
ト
ス
テ
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を

利
用
し
た

保
育
所
等
の
一
時
保
育
を
利
用
し

た フ
ァ
ミ
リ
ー

・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン

タ
ー

を
利
用
し
た

ひ
と
り
親
家
庭
ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ

サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
た

そ
の
他

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か

っ
た

無
回
答

100.0 16.6 22.4 5.4 0.1 1.7 2.9 0.0 1.2 0.7 0.1 0.5 59.8 4.4

(2,592)

100.0 16.1 22.4 5.1 0.1 1.6 2.7 0.0 1.1 0.7 - 0.4 61.2 4.2

(2,451)

100.0 20.6 28.0 8.2 0.1 2.9 4.6 0.1 1.7 1.4 - 0.9 48.2 5.7

(966)

100.0 12.9 18.5 3.0 0.1 0.8 1.4 - 0.8 0.1 - 0.1 70.0 3.0

(1,454)

100.0 26.2 23.4 10.6 0.7 3.5 7.1 - 2.8 2.1 1.4 2.1 35.5 7.8

(141)

ひとり親に育てられて
いる

共働きである

共働きでない

総数

両親に育てられている

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 過去 1年間に、親の帰宅が遅くなり、夜間子どもだけになったときに、どのよう 

 に対応しましたか。 
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 (９) 就学前の子どもの世話ができなかったときの対応（泊りがけの用事）〔複数回答〕 

               －両親の有無別、共働きの状況別 

   過去 1 年間に泊りがけの用事で親が子どもの世話をできなかったときに、どのように対応し

たか聞いたところ、「別居の親族に頼んだ」の割合が 13.1％と高く、次いで「その他の家族に頼

んだ」の割合が 9.3％と続いた。一方、「そのようなことはなかった」の割合は 73.9％であった。 

     両親の有無、共働きの状況別にみると、「別居の親族に頼んだ」の割合は、共働きである世帯

が 14.8％と高く、「その他の家族に頼んだ」の割合は、ひとり親世帯が 17.0％と高くなっている。

一方、「そのようなことはなかった」の割合は、共働きでない世帯で 79.1％と高くなっている（表

Ⅰ-2-3）。   

 

 

 

 

表Ⅰ-2-3 就学前の子どもの世話ができなかったときの対応（泊りがけの用事）〔複数回答〕 

               －両親の有無別、共働きの状況別 

総
数

そ
の
他
の
家
族
に
頼
ん
だ

別
居
の
親
族
に
頼
ん
だ

友
人
・
知
人
に
頼
ん
だ

ベ
ビ
ー

ホ
テ
ル
を
利
用
し
た

ベ
ビ
ー

シ

ッ
タ
ー

等
を
利
用
し
た

子
ど
も
だ
け
に
し
て
お
い
た

児
童
養
護
施
設
で
の
シ

ョ
ー

ト
ス
テ

イ
や
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
を
利
用

し
た

保
育
所
等
の
一
時
保
育
を
利
用
し
た

フ
ァ
ミ
リ
ー

・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン

タ
ー

を
利
用
し
た

ひ
と
り
親
家
庭
ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
た

そ
の
他

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か

っ
た

無
回
答

100.0 9.3 13.1 1.1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.3 - - 0.2 73.9 6.6

(2,592)

100.0 8.9 13.1 1.1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.3 - - 0.2 74.7 6.3

(2,451)

100.0 11.3 14.8 1.1 - 0.4 0.1 0.1 0.4 - - 0.4 68.9 8.5

(966)

100.0 7.2 11.7 1.0 0.1 0.3 - 0.1 0.2 - - 0.1 79.1 4.7

(1,454)

100.0 17.0 13.5 1.4 - 1.4 - - - - - 0.7 58.9 10.6

(141)

総数

両親に育てられている

ひとり親に育てられている

共働きである

共働きでない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 過去 1 年間に、泊まりがけの用事で親が子どもの世話をできなかったなったとき

に、どのように対応しましたか。 
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２ 自分・配偶者以外が日中の世話をしている子ども（2,021 人）の状況 

 (１) 日中の主な預け先 

    自分・配偶者以外が日中の世話をしている子ども 2,021 人について、日中の預け先を 子ど

もの年齢別（「0～3 歳」「4～6歳」）にみると、子どもの年齢が「0～3 歳」では、「認可保育所」

が最も多く 61.0％であった。(図Ⅰ-2-7) 

 

 

 

図Ⅰ-2-7  日中の主な預け先 
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23.8（公立）

12.1（私立）

 

問 日中お子さんの世話は主に誰がしていますか。 



 - 9 -

(２) 日中の主な預け先－両親の有無別 

   子どもの日中の主な預け先は、ひとり親世帯では「認可保育所（公立）」の割合が最も高く

52.3％であった。(表Ⅰ-2-4) 

    

 

表Ⅰ-2-4  日中の主な預け先－両親の有無別 

総
数

認
可
保
育
所

（
公

立

）

認
可
保
育
所

（
私

立

）

認
証
保
育
所

認
定
こ
ど
も
園

幼
稚
園

職
場
内
保
育
所

フ
ァ
ミ
リ
ー

・
サ

ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー

上
記
以
外
の
保
育
施

設 家
庭
福
祉
員

（
保
育

マ
マ

）

ベ
ビ
ー

シ

ッ
タ
ー

そ
の
他
の
家
族

同
居
し
て
い
な
い
親

族
や
友
人

そ
の
他

無
回
答

100.0 28.8 15.6 3.5 0.6 39.0 0.6 0.1 0.6 0.4 0.1 0.8 0.8 0.2 8.7
(2,021)
100.0 26.9 15.3 3.3 0.6 41.2 0.6 0.1 0.6 0.5 0.1 0.6 0.9 0.3 9.0
(1,872)
100.0 52.3 19.5 5.4 0.7 12.1 - - 0.7 - - 4.0 - - 5.4
(149)

ひとり親に育て
られている

両親に育てられ
ている

総数

 

 

(３) 日中の主な預け先－子どもの年齢（1 歳刻み）別 

  日中の主な預け先を子どもの年齢（1歳刻み）別にみると、0 歳では「認可保育所（私立）」

の割合が 25.7％と最も高く、次いで「その他の家族」22.9％、「認証保育所」14.3％と続く。1、

2 歳児では「認可保育所（公立）」の割合が最も高く（1歳 48.2%、2 歳 46.9%）、 次いで「認可

保育所（私立）」の割合が高くなっている。（1歳 25.9%、2 歳 26.5%）(表Ⅰ-2-5) 

 

表Ⅰ-2-5  日中の主な預け先－子どもの年齢（1歳刻み）別 

総
数

認
可
保
育
所

（
公

立

）

認
可
保
育
所

（
私

立

）

認
証
保
育
所

認
定
こ
ど
も
園

幼
稚
園

職
場
内
保
育
所

フ
ァ
ミ
リ
ー

・
サ

ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー

左
記
以
外
の
保
育
施

設 家
庭
福
祉
員

（
保
育

マ
マ

）

ベ
ビ
ー

シ

ッ
タ
ー

そ
の
他
の
家
族

同
居
し
て
い
な
い
親

族
や
友
人

そ
の
他

無
回
答

100.0 28.8 15.6 3.5 0.6 39.0 0.6 0.1 0.6 0.4 0.1 0.8 0.8 0.2 8.7
(2,021)
100.0 8.6 25.7 14.3 - - - 2.9 - 2.9 - 22.9 11.4 - 11.4

(35)
100.0 48.2 25.9 11.5 - - 2.2 - 2.2 2.2 0.7 0.7 3.6 - 2.9
(139)

100.0 46.9 26.5 10.2 1.0 0.5 2.6 - 1.0 2.6 0.5 1.5 1.0 - 5.6
(196)

100.0 32.8 17.2 4.6 0.7 32.1 1.3 0.3 1.3 - - 1.7 1.7 0.3 6.0
(302)

100.0 24.2 13.8 1.5 0.6 49.8 - - 0.4 - - - - 0.4 9.4
(480)

100.0 22.4 10.6 0.7 0.5 54.4 - - - - - - 0.2 - 11.3
(559)

100.0 26.1 12.4 1.3 0.7 48.2 - - 0.7 - - - - 0.7 10.1
(307)

3歳

4歳

5歳

6歳

総数

0歳

1歳

2歳

 

問 日中お子さんの世話は主に誰がしていますか。 
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(４) 主な預け先の保育開始時間－日中子どもをみてもらっているところ（主なところ）別 

    主な預け先の保育開始時間を聞いたところ、「午前 9 時～9時 29 分」の割合が 40.5％と最も

高い。 

   日中子どもをみてもらっているところ（主なところ）別にみると、認証保育所では保育開始

時間が「午前 8時～午前 8時 29 分」の割合が 34.3％で最も高い。（表Ⅰ-2-6) 

 

 

 

 表Ⅰ-2-6 主な預け先の保育開始時間－日中子どもをみてもらっているところ（主なところ）別 

   

総
数

午
前
7
時
2
9
分
以

前 午
前
7
時
3
0
分
～

午
前
7
時
5
9
分

午
前
8
時
～

午
前
8
時
2
9
分

午
前
8
時
3
0
分
～

午
前
8
時
5
9
分

午
前
9
時
～

午
前
9
時
2
9
分

午
前
9
時
3
0
分
～

午
前
9
時
5
9
分

午
前
1
0
時
以
降

無
回
答

100.0 1.3 4.9 13.7 18.4 40.5 5.1 2.0 14.1
(2,021)
100.0 1.5 10.3 19.8 30.8 31.4 3.8 - 2.4
(582)

100.0 3.2 9.2 23.5 26.7 32.4 4.1 - 1.0
(315)

100.0 2.9 7.1 34.3 21.4 27.1 1.4 4.3 1.4
(70)

100.0 - - 16.7 25.0 41.7 8.3 - 8.3
(12)

100.0 0.3 0.5 5.7 9.9 61.9 7.9 3.4 10.5
(789)

100.0 - - 8.3 50.0 33.3 - 8.3 -
(12)

100.0 0.8 4.3 9.1 17.6 46.6 6.5 3.8 11.4
(2,058)

14年度調査

認定こども園

幼稚園

職場内保育所

総数

認可保育所（公立）

認可保育所（私立）

認証保育所

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 何時から何時までみてもらっていますか。 
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(５) 主な預け先の保育終了時間－日中子どもをみてもらっているところ（主なところ）別 

   主な預け先の保育終了時間を聞いたところ、「午後 2時～午後 2時 59 分」の割合が 25.8％ 

   と最も高い。 

   また、保育終了時間の「午後6時～午後6時59分」の割合が17.5％で、前回調査の割合（13.0％）

よりも 4.5 ポイント増加している。日中子どもをみてもらっているところ（主なところ）別にみ

ると認証保育所では「午後 6時～午後 6時 59 分」の割合が 38.6％と 4 割近くとなっている。（表

Ⅰ-2-7) 

 

  表Ⅰ-2-7 主な預け先の保育終了時間 

                               －日中子どもをみてもらっているところ（主なところ）別 

総
数

午
後
1
時
5
9
分

以
前

午
後
2
時
 

～

午
後
2
時
5
9
分

午
後
3
時
 

～

午
後
3
時
5
9
分

午
後
4
時
 

～

午
後
4
時
5
9
分

午
後
5
時
 

～

午
後
5
時
5
9
分

午
後
6
時
 

～

午
後
6
時
5
9
分

午
後
7
時
 

～

午
後
7
時
5
9
分

午
後
8
時
 

～

午
後
8
時
5
9
分

午
後
9
時
 

～

午
後
9
時
5
9
分

午
後
1
0
時
以
降

無
回
答

100.0 5.0 25.8 4.8 10.7 17.2 17.5 3.7 0.3 0.3 0.1 14.5
(2,021)

100.0 0.2 1.5 0.5 21.0 30.6 36.6 7.0 - - - 2.6
(582)

100.0 1.0 3.8 0.6 17.5 37.8 30.8 6.0 1.0 0.6 - 1.0
(315)

100.0 - 2.9 1.4 12.9 27.1 38.6 12.9 2.9 - - 1.4
(70)

100.0 8.3 41.7 8.3 16.7 8.3 8.3 - - - - 8.3
(12)

100.0 11.8 61.3 10.3 2.2 2.0 0.8 - - - 0.3 11.4
(789)

100.0 - 8.3 16.7 25.0 33.3 16.7 - - - - -
(12)

100.0 7.2 28.5 6.3 13.9 16.2 13.0 2.8 0.2 0.1 0.3 11.4
(2,058)

認定こども園

幼稚園

職場内保育所

14年度調査

総数

認可保育所（公立）

認可保育所（私立）

認証保育所
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(６) 補助的な預け先の保育開始時間と終了時間 

                           －日中子どもをみてもらっているところ（補助的なところ）別 

   補助的な預け先の保育開始時間及び保育終了時間を尋ねたところ、保育開始時間は「午後 4

時～午後 5時 59 分」の割合が 2.4％と最も多く、保育終了時間は「午後 5時～午後 6時 59 分」

の割合が 3.2％、「午後 7 時～午後 8 時 59 分」の割合が 3.0％とそれぞれ高い。 

（表Ⅰ-2-8、表Ⅰ-2-9） 

 

  表Ⅰ-2-8 補助的な預け先の保育開始時間 

                               －日中子どもをみてもらっているところ（主なところ）別 

  

総
数

午
前
9
時
5
9
分

以
前

午
前
1
0
時
 

～

午
前
1
1
時
5
9
分

正
午
～

午
後
1
時

5
9
分

午
後
2
時
～

午
後
3

時
5
9
分

午
後
4
時
～

午
後
5

時
5
9
分

午
後
6
時
以
降

補
助
的
な
と
こ
ろ
は

な
い

無
回
答

100.0 1.9 0.1 0.3 1.7 2.4 2.0 79.6 12.0
(2,021)
100.0 27.3 - - 45.5 18.2 9.1 - -

(11)
100.0 5.6 - - - 11.1 72.2 - 11.1

(18)
100.0 6.3 6.3 - 6.3 25.0 43.8 - 12.5

(16)
100.0 8.6 - 2.9 25.7 25.7 2.9 - 34.3

(35)
100.0 20.7 0.7 3.7 9.6 23.0 11.1 - 31.1
(135)

ベビーシッター

その他の家族

同居していない親
族や友人

職場内保育所

ファミリー・サポー
ト・センター

総数

 

 

  表Ⅰ-2-9  補助的な預け先の保育終了時間 

                             －日中子どもをみてもらっているところ（補助的なところ）別 

  

総
数

午
後
2
時
5
9
分
以
前

午
後
3
時
～

午
後
4
時

5
9
分

午
後
5
時
～

午
後
6
時

5
9
分

午
後
7
時
～

午
後
8
時

5
9
分

午
後
9
時
以
降

補
助
的
な
と
こ
ろ
は
な
い

無
回
答

100.0 0.2 0.7 3.2 3.0 1.2 79.6 12.0
(2,021)
100.0 - 18.2 27.3 - 54.5 - -

(11)
100.0 - 5.6 11.1 55.6 16.7 - 11.1

(18)
100.0 - 6.3 6.3 56.3 18.8 - 12.5

(16)
100.0 2.9 11.4 25.7 25.7 - - 34.3

(35)
100.0 1.5 3.7 31.9 23.0 8.1 - 31.9
(135)

ベビーシッター

その他の家族

同居していない親
族や友人

総数

職場内保育所

ファミリー・サポー
ト・センター
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(７) 二重保育－両親の有無別 

   主な預け先を利用した後に、補助的な預け先を利用している「二重保育をしている」子 

   どもの割合は、6.1％である。ひとり親世帯では「二重保育をしている」子どもの割合は、 

   14.1％であった。(図Ⅰ-2-8) 

    

  図Ⅰ-2-8 二重保育－両親の有無別 

 

 

6.1

5.4

14.1

7.0

82.1

83.0

70.5

69.5

11.8

11.5

15.4

23.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数（2,021人)

両親に育てられている(1,872人)

ひとり親に育てられている(149人)

14年度調査　総数（2,058人)

二重保育を
している

二重保育をしていない 無回答

 

≪参考≫ 

 子どもの日中の世話は「自分・配偶者以外」と答えた世帯の子ども 2,021 人について、 

①日中の主な預け先と補助的な預け先にそれぞれ預けている時間から、二重保育をしていると見受

けられる子どもと、②「保育時間と勤務時間との関係」で「二重保育をしている」と答えた子ども

を合わせて「二重保育をしている」として集計した。 
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(８) 保育時間と勤務時間の関係 

   保育時間と勤務時間の関係はどのようになっているか尋ねたところ、「現行の保育時間 

   で指し支えない」と回答した割合が最も高く 56.1％、次いで「保育時間に合わせて、仕 

   事を調整している」が 25.0％となっている。（図Ⅰ-2-9）   

 

 

  図Ⅰ-2-9  保育時間と勤務時間の関係 

15.7

2.52.42.8

8.9

31.4
36.4

1.0

56.1

25.0

2.1

8.6

0.8
6.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

現

行

の
保

育

時

間

で
差

し

支

え

な

い

保

育

時

間

に
合

わ

せ
て

、

仕

事

を

調

整

し

て

い
る

残

業

等

の
場

合

、
家

族

が

保

育

を

し

て
く

れ

る

残

業

等

の
た

め

に
二

重

保

育

を

し

て

い
る

子

ど

も

の
送

迎

等

を

し

て

か
ら

再

び

仕

事

そ

の
他

無

回

答

「参考」
14年度調査(2,058人)

19年度調査(1,809人）

 

（注）(8)～（10）の 19 年度調査の母集団 1,809 人は、日中、子どもをみてもらっているところを「認 

  可保育所（公立）」「認可保育所（私立）」「認証保育所」「認定こども園」「幼稚園」「職場内保育所」 

  「ファミリーサポートセンター」「ベビーホテルなどの施設」「家庭福祉員（保育ママ）」「ベビー 

  シッター」と答えた数である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問 保育時間と勤務時間の関係はどのようになっていますか。 
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(９) 子どもを預けていて不満に思うこと 

   日中の主な預け先に関して、困ることや不満に思うことを尋ねたところ「子どもが病気  

   のときに利用できない」の割合が 34.8％と最も高く、平成 14 年度調査に比べて 10 ポイ 

   ント以上増加したが「特にない」も 33.7％と 2番目に多かった。（図Ⅰ-2-10） 

 

 

 

図Ⅰ-2-10 子どもを預けていて不満に思うこと 

15.9

4.0

30.7

2.92.42.51.8
4.4

**

13.6

18.4

24.224.6

8.8

4.1

33.7

1.41.41.51.5
3.0

6.06.7

13.813.0

21.4

34.8

0%

10%

20%

30%

40%

子

ど
も

が
病

気

の
と

き

に
利

用

で
き

な

い

費

用

が
高

い

時

間

が
短

い

夜
間

や
休
日

に
利
用

で
き

な

い

対

応

が
柔

軟

で

は
な

い

、

融

通

が
き

か
な

い

通

う

の

に
不

便

で
あ

る

保

育

者

と

養

育

者
と

の

交

流

が
少
な

い

教
育

・
保

育

の

内

容

が
良
く

な

い

丁

寧

に
子

ど

も

を

見

て
く

れ

な

い

教
育

方
針

が

保
護

者

と

異

な

る

給

食

の
内
容

が

良
く

な

い

特

に
な

い

そ

の
他

無

回

答

「参考」
14年度調査(1,781人)
19年度調査(1,809人）

 

 

(10) 子どもを預けていて不満に思うこと－両親の有無別 

   日中の主な預け先に関して、困ることや不満に思うことを両親の有無別にみると、ひと 

   り親世帯では「子どもが病気のときに利用できない」の割合が 50.4％、次いで「夜間や 

   休日に利用できない」の 27.4％と続く。（表Ⅰ-2-10） 

 

表Ⅰ-2-10 子どもを預けていて不満に思うこと－両親の有無別   

総
数

子
ど
も
を
見
て
く
れ
る
時

間
が
短
い

夜
間
や
休
日
に
利
用
で
き

な
い

子
ど
も
が
病
気
の
と
き
に

利
用
で
き
な
い

教
育
・
保
育
の
内
容
が
良

く
な
い

費
用
が
高
い

対
応
が
柔
軟
で
は
な
い

、

融
通
が
き
か
な
い

先
生
や
保
育
者
の
教
育
の

方
針
が
養
育
者
と
異
な
る

先
生
や
保
育
者
と
養
育
者

と
の
交
流
が
少
な
い

給
食
の
内
容
が
良
く
な
い

丁
寧
に
子
ど
も
を
見
て
く

れ
な
い

通
う
の
に
不
便
で
あ
る

特
に
な
い

そ
の
他

無
回
答

100.0 13.1 13.8 34.9 1.5 21.5 6.7 1.4 3.0 1.4 1.6 6.0 33.7 4.2 8.6
(1,806)
100.0 13.4 12.7 33.6 1.4 22.3 6.6 1.6 2.9 1.4 1.5 6.2 34.1 4.2 8.7
(1,671)
100.0 8.9 27.4 50.4 2.2 11.1 8.1 - 4.4 1.5 2.2 3.7 29.6 3.0 7.4
(135)

ひとり親に育てられている

総数

両親に育てられている

 

問 お子さんの預け先に関して、困ることや不満に思うことは何ですか。 
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３ 自分・配偶者が日中の世話をしている子ども（1,347 人）の状況 

    日中の子ども(1,347 人)の世話を「自分あるいは配偶者」と答えた 1,203 世帯に各種サ 

 ービスの利用状況について尋ねた。 

 

(１) 子育てサービスの参加状況〔複数回答〕－前回調査との比較 

   子育てサービスの参加状況を尋ねたところ、「保育所・児童館が行なう子育てひろば事 

 業など」の割合が 47.6％と最も高く、前回調査の割合（37.1％）と比べて 10 ポイント以 

 上増加した。(図Ⅰ-2-11) 

 

 

 

 

図Ⅰ-2-11 子育てサービスの参加状況[複数回答]－前回調査との比較 
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ブ

な

ど

自

主
的

な

子

育

て
グ

ル
ー

プ

（
育

児

サ
ー

ク

ル
等

）

の
活

動

子

育

て
講

座

な

ど

「
親

の
育

児

体

験
学

習

」

事

業

参

加

し
た

こ
と

は
な

い

そ
の
他

無

回

答

14年度調査
（1,498世帯）

19年度調査
（1,203世帯）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 次のうちで、参加したことがあるものはありますか。 
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(２) 子育てサービスの参加状況[複数回答]－地域別 

   子育てサービスの参加状況を地域別に尋ねたところ、「参加したことがある」の割合は、区部

（67.2％）よりも、市・町・村部（73.0％）の方が高い。 

     サービス内容の「保育所・児童館が行なう子育てひろば事業など」に参加した人は、区部

（44.5％）よりも、市・町・村部（54.5％）の割合が 10 ポイント高くなっている。（表Ⅰ-2-11） 

 

表Ⅰ-2-11 子育てサービスの参加状況[複数回答] －地域別 

保
健
所
な
ど
で
実
施

す
る
両
親
学
級
等

児
童
館
の
母
親
ク
ラ

ブ
な
ど

保
育
所
・
児
童
館
が

行
う
子
育
て
ひ
ろ
ば

事
業
な
ど

公
民
館
・
女
性
セ
ン

タ
ー

な
ど
が
行
う
子

育
て
講
座
な
ど

自
主
的
な
子
育
て
グ

ル
ー

プ

（
育
児
サ
ー

ク
ル
等

）
の
活
動

そ
の
他

100.0 69.0 37.7 22.9 47.6 9.8 19.9 2.7 25.4 5.7
(1,203)
100.0 67.2 37.8 24.6 44.5 8.1 17.9 2.4 26.5 6.3
(825)

100.0 77.2 42.1 26.3 61.4 10.5 15.8 8.8 19.3 3.5
(57)

100.0 68.6 37.1 34.3 42.9 5.7 16.2 1.0 29.5 1.9
(105)

100.0 71.1 38.6 21.1 49.1 7.9 23.7 2.6 24.6 4.4
(114)

100.0 65.2 36.6 28.6 42.0 12.5 19.6 0.9 23.2 11.6
(112)

100.0 71.1 39.2 28.9 45.8 10.2 14.5 2.4 24.7 4.2
(166)

100.0 57.1 35.3 18.0 32.3 3.0 15.0 1.5 36.1 6.8
(133)

100.0 65.2 37.7 17.4 47.1 8.0 21.0 2.9 24.6 10.1
(138)

100.0 73.0 37.6 19.3 54.5 13.5 24.1 3.2 22.8 4.2
(378)

100.0 65.6 34.4 15.6 40.6 9.4 18.8 6.3 18.8 15.6
(32)

100.0 71.6 31.0 19.8 50.9 9.5 26.7 2.6 25.0 3.4
(116)

100.0 79.2 39.6 14.6 62.5 31.3 25.0 4.2 20.8 -
(48)

100.0 70.0 39.1 18.2 55.5 12.7 20.9 1.8 24.5 5.5
(110)

100.0 79.2 45.8 25.0 59.7 11.1 26.4 4.2 19.4 1.4
(72)

総数

区部　計

市・町・村部計

南多摩

北多摩西部

北多摩南部

北多摩北部

区東北部　

区東部

西多摩

区南部

区西南部

区西部

区西北部

無
回
答

区中央部　　

総
数

参
加
し
た
こ
と
が
あ
る

参
加
し
た
こ
と
は
な
い
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 (３) 一時的な子育てサービスの利用状況[複数回答]－前回調査との比較 

   一時的な子育てサービスを利用したことがあるか尋ねたところ「一時的に利用できる保育所

等の一時保育」が 13.0％で、前回調査に比べて 6ポイント以上増えた。（図Ⅰ-2-12） 

 

 

図Ⅰ-2-12 一時的な子育てサービスの利用状況[複数回答]－前回調査との比較 
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育

所

の
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時
保
育

フ

ァ
ミ
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ー

・
サ
ポ

ー

ト

・

セ

ン
タ

ー

児

童

養

護

施

設

な
ど

で

子

ど

も

を

預

か
る

シ

ョ
ー

ト

ス
テ

イ

児

童

養

護

施

設

な
ど

で

、

夜
間

や
休
日

に
預

か
る

ト
ワ
イ
ラ
イ
ト

ス
テ

イ

利
用

し
た

こ
と

は
な

い

そ

の
他

無
回

答

14年度調査
（1,498世帯)

19年度調査
（1,204世帯）

 

(４) あればよいと思う在宅支援サービス－前回調査との比較 

   どのような在宅支援サービスがあればよいと思うか尋ねたところ、「親や家族の病気などの 

緊急時に預かってくれる」が 49.9％とおよそ半数で最も多く、次いで「リフレッシュのため、美

容院やコンサートに行ったり、スポーツをするなどの理由で預かってくれる」の 17.9％となって

いる。(図Ⅰ-2-13) 

 

 

図Ⅰ-2-13  あればよいと思う在宅支援サービス－前回調査との比較 
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預
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っ
て
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れ
る

特

に
な

い

そ
の
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無
回
答

14年度調査（1,498世帯)

19年度調査（1,204世帯）

 

問 次のサービスのうちで、一時的に利用したことがあるものはありますか。 

問 在宅で子育てを行なう家庭に対し、どのようなサービスがあればいいと思いますか。


