
82 

９ 子育て支援策 

（１）奈良県は結婚して子どもを生み育てやすいところだと思うか 

問 27 奈良県は結婚して子どもを生み育てやすいところだと思いますか。①あてはまる番号に○

をつけ、②③その理由について、あなたが感じている奈良県のイメージにあてはまる番号す

べてに○をつけてください。 

①奈良県は結婚して子どもを生み育てやすいところだと思いますか 

 奈良県は結婚して子どもを生み育てやすいところだと思う人は、妻では 62.6％、夫では 62.1％

となっている。 

 

図表 奈良県は結婚して子どもを生み育てやすいところだと思いますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②子どもを生み育てやすいところだと思う理由 

 子どもを生み育てやすいところだと思う理由をみると、妻では「緑などの自然環境がよいから」

が 68.4％で最も多く、次いで「買物など日常の生活環境が整っているから」（59.6％）、「通勤・通

学に便利だから」（34.2％）となっている。 

 夫では「緑などの自然環境がよいから」が 69.0％で最も多く、次いで「買物など日常の生活環

境が整っているから」（52.4％）、「家賃など住居費が安いから」（34.9％）となっている。 

 

図表 子どもを生み育てやすいところだと思う理由（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.4%

28.6%

23.0%

18.3%

34.9%

14.3%

5.6%

69.0%

4.0%

34.2%

23.6%

14.9%

20.6%

9.5%

7.4%

68.4%

4.4%

59.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

買物など日常の生活環境が整っているから

通勤・通学に便利だから

教育環境が充実しているから

医療が充実しているから

家賃など住居費が安いから

治安を守るための対策が十分だから

福祉サービスが充実しているから

緑などの自然環境がよいから

その他

夫・H30県調査(N=126)

妻・H30県調査(N=664)

62.1%

62.6% 34.8%

31.0% 6.9%

2.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

夫・H30県調査(N=203)

妻・H30県調査(N=1,060)

はい 無回答いいえ

82



83 

③子どもを生み育てやすいところだと思わない理由 

 子どもを生み育てやすいところだと思わない理由をみると、妻では「福祉サービスが充実してい

ないから」が 52.6％で最も多く、次いで「教育環境が充実していないから」（52.0％）、「医療が充

実していないから」（48.0％）となっている。 

 夫では「医療が充実していないから」が 55.6％で最も多く、次いで「通勤・通学に不便だから」

（49.2％）、「福祉サービスが充実していないから」（47.6％）となっている。 

 

図表 子どもを生み育てやすいところだと思わない理由（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.0%

49.2%

38.1%

17.5%

7.9%

47.6%

4.8%

12.7%

42.0%

52.0%

48.0%

13.8%

17.3%

52.6%

6.8%

21.1%

55.6%

23.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

買物など日常の生活環境が整っていないから

通勤・通学に不便だから

教育環境が充実していないから

医療が充実していないから

家賃など住居費が高いから

治安を守るための対策が不十分だから

福祉サービスが充実していないから

緑などの自然環境がよくないから

その他

夫・H30県調査(N=63)

妻・H30県調査(N=369)
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（２）父親の育児休暇・休業取得 

問 28 父親も育児休暇・休業を取った方がいいと思いますか。（○は１つ） 

 父親も育児休暇・休業を取った方がいいと思う人は、妻（45.8％）に比べ、夫（54.7％）の方が

高い結果となっている。 

 

図表 父親の育児休暇・休業取得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）父親の育児休暇・休業の取得期間 

問28で「１．思う」を選んだ方に伺います。 

問 28-1 父親の育児休暇・休業の取得期間はどれくらい必要だと思いますか。（○は１つ） 

 必要だと思う父親の育児休暇・休業の取得期間をみると、妻では「１ヶ月程度」が 41.8％で最

も多く、次いで「２週間程度」（20.6％）、「３ヶ月以上」（18.5％）となっている。 

夫では「１ヶ月程度」が 45.0％で最も多く、次いで「３ヶ月以上」（27.0％）、「２ヶ月程度」

（11.7％）となっている。 

 

図表 父親の育児休暇・休業の取得期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.7%

45.8% 10.9%

13.8% 31.0%

42.5%

0.5%

0.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

夫・H30県調査(N=203)

妻・H30県調査(N=1,060)

思う 思わない
どちらとも
言えない

無回答

6.3%

6.4% 20.6%

9.0% 45.0%

41.8%

11.7%

12.1%

27.0%

18.5% 0.6%

0.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

夫・H30県調査(N=111)

妻・H30県調査(N=486)

１週間以内 ２週間程度 １ヶ月程度 ２ヶ月程度 ３ヶ月以上 無回答
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（４）男性の育児休暇・休業の取得率が低い理由 

問 28-2 企業における男性の育児休暇・休業の取得率が低い理由（H28：奈良県 3.2％・全国：

5.14％）は何だと思いますか。あてはまるもの全てに○をつけてください。 

 男性の育児休暇・休業の取得率が低い理由をみると、妻では「職場の理解がなく、取得できる雰

囲気でない」が 71.6％で最も多く、次いで「会社に人的余裕がなく、職場の仕事が物理的に回ら

なくなる」（63.7％）、「男性は育児のために休まず働くべきであるという社会的風潮」（61.1％）と

なっている。 

夫では「会社に人的余裕がなく、職場の仕事が物理的に回らなくなる」が 78.3％で最も多く、

次いで「職場の理解がなく、取得できる雰囲気でない」（59.6％）、「男性は育児のために休まず働

くべきであるという社会的風潮」（54.7％）となっている。 

 

図表 男性の育児休暇・休業の取得率が低い理由（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.3%

59.6%

33.0%

54.7%

42.9%

12.8%

6.4%

3.0%

71.6%

38.9%

61.1%

41.3%

22.0%

9.1%

3.1%

63.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

会社に人的余裕がなく、職場の仕事が物理的に
回らなくなる

職場の理解がなく、取得できる雰囲気でない

男性が育児休暇を取得すると、実際、出世に影響が
出たり、不合理な待遇を受けている

男性は育児のために休まず働くべきであるという
社会的風潮

育児休暇中の給与減

男性側が育児に興味がなく、仕事をしたいという
考えを持っている

妻が、男性は働くべきであるという考え方を
持っている

その他

夫・H30県調査(N=203)

妻・H30県調査(N=1,060)
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（５）保育サービスで望むこと 

問 29 あなたは、保育所等のサービスに対し、どのようなことを望みますか。（○はあてはまるも

のすべて） 

 保育サービスで望むことをみると、「待機しなくても入所できるよう、保育所等の数や定員を増

やすこと」が 66.7％で最も多く、次いで「病児・病後児保育（風邪などの病児又は病後児を預か

ること）の充実」（52.3％）、「一時保育（緊急時など、一時的に利用すること）の充実」（48.1％）

となっている。 

 前回調査に比べて、すべての選択肢の割合が上昇しており、とくに「病児・病後児保育（風邪な

どの病児又は病後児を預かること）の充実」で 10.6 ポイント、「必要に応じて柔軟に行われる保育

（週２～３日程度又は午前か午後のみ）の充実」で 7.9 ポイントと、上昇の幅が他の選択肢に比べ

て大きくなっている。 

 

図表 保育サービスで望むこと（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 30年県調査は６歳未満の子どもがいる夫婦。平成 25年県調査は６歳未満の子どもがいる夫婦の妻 

※他に H25 にのみ存在する選択肢として、「休日保育の充実」、「０歳児保育の充実」がある。 

 

 

 

66.7%

37.3%

48.1%

39.4%

17.3%

52.3%

36.7%

11.8%

24.1%

3.4%

7.2%

3.2%

60.7%

30.5%

45.2%

37.5%

14.2%

41.7%

28.8%

9.3%

20.6%

2.5%

2.0%

4.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

待機しなくても入所できるよう、保育所等の数や
定員を増やすこと

バスなどによる保育所までの送迎サービスの実施

一時保育の充実

延長保育の充実

夜間保育の充実

病児・病後児保育の充実

必要に応じて柔軟に行われる保育の充実

保育所内子育て相談コーナーの設置・拡充

保育所と幼稚園の機能の一体化

今のままでよい

その他

わからない

H30県調査(N=526)

H25県調査(N=761)
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図表 末子の年齢別 保育サービスで望むこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６歳未満の子どもがいる夫婦 

 

図表 子どもの人数別 保育サービスで望むこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６歳未満の子どもがいる夫婦 
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０～１歳 180 75.0% 40.6% 48.9% 40.6% 16.7% 54.4% 41.1% 13.3% 22.2% 1.7% 4.4% 2.2%
２～３歳 203 65.0% 36.0% 45.3% 36.9% 18.7% 49.8% 34.0% 10.8% 23.6% 3.4% 7.9% 4.4%
４～５歳 143 58.7% 34.3% 51.0% 40.6% 16.8% 54.5% 35.0% 11.9% 26.6% 5.6% 9.8% 2.1%
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１人 184 69.6% 38.6% 50.0% 37.0% 16.3% 51.6% 39.1% 13.0% 27.2% 1.6% 6.0% 2.7%
２人 236 68.6% 35.2% 46.2% 39.4% 18.6% 54.7% 38.1% 12.7% 22.5% 3.4% 8.5% 2.5%
３人 86 55.8% 40.7% 44.2% 41.9% 14.0% 43.0% 26.7% 5.8% 19.8% 8.1% 4.7% 7.0%
４人以上 20 65.0% 35.0% 70.0% 50.0% 25.0% 70.0% 40.0% 15.0% 35.0% 0.0% 15.0% 0.0%

合計 526 66.7% 37.3% 48.1% 39.4% 17.3% 52.3% 36.7% 11.8% 24.1% 3.4% 7.2% 3.2%
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（６）あればいいと思う住民同士の助け合い 

問 30 あなたは、子育てをする際に、地域住民が主体的に実施する活動として、どのようなもの

があればいいと思いますか。（○はあてはまるものすべて） 

 あればいいと思う住民同士の助け合いをみると、「子どもにスポーツや勉強を教える活動」が

47.5％で最も多く、次いで「不意の外出の時などに子どもを預かる活動」（36.2％）、「子育てをす

る親どうしで話ができる仲間づくりの活動」（35.5％）となっている。 

 前回調査に比べて、「子育てに関する悩みを気軽に相談できるような活動」を除くすべての項目

で割合が上昇しており、とくに「子どもにスポーツや勉強を教える活動」で 6.9 ポイント、「子育

て家庭の家事を支援する活動」で 6.5 ポイントと、上昇の幅が他の活動に比べて大きくなっている。 

 

図表 あればいいと思う住民同士の助け合い（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.5%

35.5%

33.1%

36.2%

20.0%

31.6%

3.2%

7.2%

5.7%

34.4%

28.6%

30.8%

13.5%

40.6%

27.7%

1.9%

6.7%

5.2%

47.5%

34.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

子育てに関する悩みを気軽に相談できるような活動

子育てをする親どうしで話ができる仲間づくりの
活動

子育てに関連した情報を簡単に入手しあえるような
活動

不意の外出の時などに子どもを預かる活動

子育て家庭の家事を支援する活動

子どもにスポーツや勉強を教える活動

子どもと遊んでくれる活動

その他

特にない

わからない

H30県調査(N=1,304)

H25県調査(N=1,884)
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（７）子育て支援に関する重要度 

問 31 奈良県で子育てをするにあたり、下記問 32 の①～⑧の各項目について、最重要だと思うも

のを１つ、次に重要だと思うものを２つ選んで記入して下さい。 

①子育て支援策に関する重要度 

 子育て支援策に関する重要度をみると、「子育てにかかる経済的支援」が 1.31 点で最も多く、次

いで「保育所等の保育サービスの充実」（0.62 点）、「子育てしやすい住宅施策やまちの遊び場の充

実」（0.58 点）となっている。 

 

図表 子育て支援策に関する重要度（２つ選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最重要＝２点、次に重要＝１点として合計し、対象母数で割った値を得点とした。 

  

 

 

 

 

 

 

1.31

0.62

0.18

0.13

0.34

0.33

0.58

0.24

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40

子育てにかかる経済的支援

保育所等の保育サービスの充実

親子を対象とした地域における子育て支援事業
（地域子育て支援拠点事業やファミリーサポート

センターなど）

男性の育児休暇取得の推進

働き方改革の推進・ワークライフバランスの向上

出産・子育て後、再就職を希望する者に対する支援

子育てしやすい住宅施策やまちの遊び場の充実

自然・社会体験、ボランティア、スポーツ活動など
子どものための事業

(N=1,304)
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（８）子育て支援に関する満足度 

お子さんをお持ちの方にうかがいます。 

問 32 奈良県で子育てをするにあたり、次の①～⑧の各項目について、どれくらいの「満足度」

を感じていますか。各項目それぞれの「満足度」について、あなたのお気持ちに最も近いも

のに１つだけ○をつけてください。 

「十分満たされている」と「どちらかといえば満たされている」の割合の合計は、「親子を対象

とした地域における子育て支援事業」が 44.6％で最も多く、次いで「保育所等の保育サービスの

充実」（43.5％）、「自然・社会体験、ボランティア、スポーツ活動など子どものための事業」

（30.1％）となっている。 

また、「ほとんど満たされていない」「どちらかといえば満たされていない」の割合の合計は、

「男性の育児休暇取得の推進」が 87.5％で最も多く、次いで「働き方改革の推進・ワークライフ

バランスの向上」（79.8％）、「出産・子育て後、再就職を希望する者に対する支援」（75.5％）と

なっている。 

 

図表 子育て支援に関する満足度 
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子育てにかかる経済的支援

保育所等の保育サービスの充実

親子を対象とした地域における
子育て支援事業

男性の育児休暇取得の推進

働き方改革の推進・ワークライフ
バランスの向上

出産・子育て後、再就職を
希望する者に対する支援

子育てしやすい住宅施策や
まちの遊び場の充実

自然・社会体験、ボランティア、
スポーツ活動など子どものための事業

(N=1,151)

十分
満たされて
いる

どちらかと
いえば

満たされて
いる

どちらかと
いえば

満たされて
いない

ほとんど
満たされて
いない

無回答
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図表 子育て支援に関する満足度（前回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十分
満たされて
いる

どちらかと
いえば

満たされて
いる

どちらかと
いえば

満たされて
いない

ほとんど
満たされて
いない

無回答

5.6% 28.6%

36.1%

24.9%

25.7%

27.0%

31.7%

33.7%

26.1%

33.3%

35.9%

36.7%

34.1%

34.4%

33.4%

30.9%

19.6%

17.1%

13.0%

10.6%

12.4%

8.2%

27.1%

26.9%

28.3%

28.3%

29.1%

25.8%

27.3%

25.2%

26.4%2.8%

2.0%

2.0%

2.2%

1.7%

2.0%

2.9%

4.4%

2.4%

1.3%

17.2%

18.4%

14.2%

14.2%

24.5% 38.3%

30.2%

18.3%

19.6%

14.6%

10.5%

6.5%

21.2%

25.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

子育てにかかる経済的支援

保育所の新設や増築による定員増

病児保育や休日保育など多様な

保育サービスの充実

親子を対象とした地域における

子育て支援事業

出産・育児のための休業・

短時間勤務の推進

出産・子育て後、再就職を希望する者に

対する支援

仕事と育児の両立の推進に取り組む

事業所への支援

小児医療体制整備など子どもの健康支援

妊娠・出産の支援体制、

周産期医療体制の充実

子育てしやすい住居・

まちの環境面での充実

自然・社会体験、ボランティア、

スポーツ活動など子どものための事業

(N=1,884)
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図表 末子年齢別 「問32① 子育てにかかる経済的支援」満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 末子年齢別 「問32② 保育所等の保育サービスの充実」満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 末子年齢別 「問32③ 親子を対象とした地域における子育て支援事業 

（地域子育て支援拠点事業やファミリーサポートセンターなど）」満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 末子年齢別 「問32④ 男性の育児休暇取得の推進」満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 末子年齢別 「問32⑤ 働き方改革の推進・ワークライスバランスの向上」満足度 

 

 

 

 

 

 

 

件
数

十
分
満
た
さ
れ

て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
満
た
さ
れ

て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
満
た
さ
れ

て
い
な
い

ほ
と
ん
ど
満
た

さ
れ
て
い
な
い

無
回
答

満
足

不
満

０～１歳 180 2.2% 22.2% 48.9% 21.7% 5.0% 24.4% 70.6%
２～３歳 203 1.0% 26.6% 45.8% 23.2% 3.4% 27.6% 69.0%
４～６歳 212 2.4% 19.8% 53.8% 21.7% 2.4% 22.2% 75.5%
７～９歳 164 1.8% 23.8% 55.5% 17.1% 1.8% 25.6% 72.6%
10～12歳 141 0.7% 26.2% 46.8% 20.6% 5.7% 26.9% 67.4%
13歳以上 230 0.9% 17.8% 53.0% 23.5% 4.8% 18.7% 76.5%

件
数

十
分
満
た
さ
れ

て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
満
た
さ
れ

て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
満
た
さ
れ

て
い
な
い

ほ
と
ん
ど
満
た

さ
れ
て
い
な
い

無
回
答

満
足

不
満

０～１歳 180 2.8% 34.4% 40.0% 16.1% 6.7% 37.2% 56.1%
２～３歳 203 3.4% 41.9% 35.5% 14.8% 4.4% 45.3% 50.3%
４～６歳 212 3.3% 35.8% 47.6% 9.4% 3.8% 39.1% 57.0%
７～９歳 164 5.5% 43.9% 39.6% 6.7% 4.3% 49.4% 46.3%
10～12歳 141 2.1% 48.9% 37.6% 3.5% 7.8% 51.0% 41.1%
13歳以上 230 3.5% 39.6% 39.6% 9.1% 8.3% 43.1% 48.7%

件
数

十
分
満
た
さ
れ

て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
満
た
さ
れ

て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
満
た
さ
れ

て
い
な
い

ほ
と
ん
ど
満
た

さ
れ
て
い
な
い

無
回
答

満
足

不
満

０～１歳 180 7.8% 44.4% 32.8% 7.8% 7.2% 52.2% 40.6%
２～３歳 203 4.4% 40.4% 42.4% 8.4% 4.4% 44.8% 50.8%
４～６歳 212 3.3% 38.7% 42.5% 8.0% 7.5% 42.0% 50.5%
７～９歳 164 2.4% 36.0% 45.1% 8.5% 7.9% 38.4% 53.6%
10～12歳 141 2.8% 49.6% 30.5% 8.5% 8.5% 52.4% 39.0%
13歳以上 230 3.0% 38.7% 42.2% 6.5% 9.6% 41.7% 48.7%

件
数

十
分
満
た
さ
れ

て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
満
た
さ
れ

て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
満
た
さ
れ

て
い
な
い

ほ
と
ん
ど
満
た

さ
れ
て
い
な
い

無
回
答

満
足

不
満

０～１歳 180 0.0% 5.0% 28.3% 60.0% 6.7% 5.0% 88.3%
２～３歳 203 2.0% 3.4% 31.0% 58.1% 5.4% 5.4% 89.1%
４～６歳 212 0.9% 6.6% 26.4% 58.5% 7.5% 7.5% 84.9%
７～９歳 164 0.6% 3.7% 34.8% 53.0% 7.9% 4.3% 87.8%
10～12歳 141 0.0% 4.3% 38.3% 51.8% 5.7% 4.3% 90.1%
13歳以上 230 0.4% 5.2% 34.8% 51.3% 8.3% 5.6% 86.1%

件
数

十
分
満
た
さ
れ

て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
満
た
さ
れ

て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
満
た
さ
れ

て
い
な
い

ほ
と
ん
ど
満
た

さ
れ
て
い
な
い

無
回
答

満
足

不
満

０～１歳 180 1.1% 11.7% 46.7% 33.3% 7.2% 12.8% 80.0%
２～３歳 203 0.5% 15.8% 40.4% 37.4% 5.9% 16.3% 77.8%
４～６歳 212 0.9% 12.7% 40.6% 38.7% 7.1% 13.6% 79.3%
７～９歳 164 0.6% 7.3% 51.8% 30.5% 9.8% 7.9% 82.3%
10～12歳 141 0.0% 13.5% 41.8% 34.8% 9.9% 13.5% 76.6%
13歳以上 230 0.9% 7.4% 50.4% 31.3% 10.0% 8.3% 81.7%
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図表 末子年齢別 「問32⑥ 出産・子育て後、再就職を希望する者に対する支援」満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 末子年齢別 「問32⑦ 子育てしやすい住宅施策やまちの遊び場の充実」満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 末子年齢別 「問32⑧ 自然・社会体験、ボランティア、スポーツ活動など子どものための事業」満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

件
数

十
分
満
た
さ
れ

て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
満
た
さ
れ

て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
満
た
さ
れ

て
い
な
い

ほ
と
ん
ど
満
た

さ
れ
て
い
な
い

無
回
答

満
足

不
満

０～１歳 180 1.7% 17.2% 50.6% 22.2% 8.3% 18.9% 72.8%
２～３歳 203 1.0% 19.7% 49.8% 22.7% 6.9% 20.7% 72.5%
４～６歳 212 0.9% 13.2% 48.1% 29.7% 8.0% 14.1% 77.8%
７～９歳 164 0.6% 11.6% 52.4% 27.4% 7.9% 12.2% 79.8%
10～12歳 141 0.0% 17.0% 53.2% 22.0% 7.8% 17.0% 75.2%

13歳以上 230 0.9% 13.9% 48.3% 26.5% 10.4% 14.8% 74.8%

件
数

十
分
満
た
さ
れ

て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
満
た
さ
れ

て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
満
た
さ
れ

て
い
な
い

ほ
と
ん
ど
満
た

さ
れ
て
い
な
い

無
回
答

満
足

不
満

０～１歳 180 1.7% 25.6% 50.0% 17.8% 5.0% 27.3% 67.8%
２～３歳 203 2.5% 20.2% 53.2% 20.7% 3.4% 22.7% 73.9%
４～６歳 212 1.9% 18.4% 52.8% 22.6% 4.2% 20.3% 75.4%
７～９歳 164 0.6% 17.7% 52.4% 25.0% 4.3% 18.3% 77.4%
10～12歳 141 2.1% 24.1% 41.8% 24.8% 7.1% 26.2% 66.6%

13歳以上 230 1.3% 30.9% 40.4% 20.9% 6.5% 32.2% 61.3%

件
数

十
分
満
た
さ
れ

て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
満
た
さ
れ

て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
満
た
さ
れ

て
い
な
い

ほ
と
ん
ど
満
た

さ
れ
て
い
な
い

無
回
答

満
足

不
満

０～１歳 180 1.1% 21.1% 57.8% 12.8% 7.2% 22.2% 70.6%
２～３歳 203 2.5% 25.1% 53.2% 14.8% 4.4% 27.6% 68.0%
４～６歳 212 1.9% 23.6% 50.0% 19.3% 5.2% 25.5% 69.3%
７～９歳 164 2.4% 30.5% 46.3% 16.5% 4.3% 32.9% 62.8%
10～12歳 141 3.5% 36.2% 41.1% 12.8% 6.4% 39.7% 53.9%

13歳以上 230 0.9% 34.3% 43.5% 14.3% 7.0% 35.2% 57.8%
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図表 保育サービスの利用 × 「保育所等の保育サービスの充実」満足度 

 

 

 

 

 

 

 

※子どものいる夫婦 

※上下区分は、問 33「子どもが３歳になるまでの間利用した制度や施設」のうち、「公立の認可保育所」から「企業主導

型保育事業」までの利用有無で区分 

 

図表 地域の子育て支援拠点事業の利用 × 「親子を対象とした地域における子育て支援事業」満足度 

 

 

 

 

 

 

 

※子どものいる夫婦 

※上下区分は、問 33「子どもが３歳になるまでの間利用した制度や施設」のうち、「地域の子育て支援拠点」の利用有無

で区分 

 

 

 

 

十分満た
されてい
る

どちらか
といえば
満たされ
ている

どちらか
といえば
満たされ
ていない

ほとんど
満たされ
ていない

無回答 合計

26 275 196 25 37 559
4.7% 49.2% 35.1% 4.5% 6.6% 100.0%
19 194 263 66 50 592

3.2% 32.8% 44.4% 11.1% 8.4% 100.0%

45 469 459 91 87 1,151

3.9% 40.7% 39.9% 7.9% 7.6% 100.0%

利用しなかった

合計

利用した

十分満た
されてい
る

どちらか
といえば
満たされ
ている

どちらか
といえば
満たされ
ていない

ほとんど
満たされ
ていない

無回答 合計

30 286 236 51 27 630
4.8% 45.4% 37.5% 8.1% 4.3% 100.0%

9 175 230 66 41 521

1.7% 33.6% 44.1% 12.7% 7.9% 100.0%

39 461 466 117 68 1,151

3.4% 40.1% 40.5% 10.2% 5.9% 100.0%

利用した

利用しなかった

合計
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（９）子どもが３歳になるまでの間の制度や施設の利用状況 

問 33 あなた方ご夫婦のお子さんが３歳になるまでの間、子育てに関する各制度や施設を利用し

ましたか。（○はあてはまるものすべて） 

①子どもが３歳になるまでの間利用した制度や施設 

 制度・施設の利用状況について、いずれの子どもも「地域の子育て支援拠点（親子の交流や育児

相談をする場）」が最も多くなっている。 

 「どれも利用しなかった」はいずれの子どもも２割台となっており、下の子になるほど割合が高

くなっている。 

 

 前回調査に比べて、第１子では、すべての制度・施設の割合が上昇しており、とくに「地域の子

育て支援拠点」で 19.7 ポイント、「育児休業制度（妻）」で 15.8 ポイント、「産前・産後休暇制

度」で 15.7 ポイントと、上昇の幅が他の制度・施設に比べて大きくなっている。 

 

 前回調査に比べて、第２子でも、すべての制度・施設の割合が上昇しており、とくに「地域の子

育て支援拠点」で 14.9 ポイント、「育児休業制度（妻）」で 12.8 ポイント、「産前・産後休暇制

度」で 12.6 ポイントと、上昇の幅が他の制度・施設に比べて大きくなっている。 

 

 前回調査に比べて、第３子でも、すべての制度・施設の割合が上昇しており、とくに「地域の子

育て支援拠点」で 15.9 ポイント、「育児休業制度（妻）」「産前・産後休暇制度」でともに 9.2 ポイ

ントと、上昇の幅が他の制度・施設に比べて大きくなっている。 
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図表 子どもが３歳になるまでの間利用した制度や施設（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※子どものいる夫婦 

32.3%

29.2%

1.3%

9.5%

0.3%

15.5%

16.2%

5.0%

3.6%

1.1%

0.4%

13.8%

2.3%

0.3%

5.5%

1.0%

2.3%

20.2%

23.4%

1.2%

9.1%

0.6%

15.1%

15.6%

7.0%

4.0%

0.7%

0.5%

12.9%

2.3%

0.2%

3.0%

1.2%

1.8%

33.5%

24.0%

3.2%

8.0%

0.4%

15.7%

11.2%

8.0%

2.0%

1.6%

0.0%

11.6%

2.8%

0.8%

2.4%

0.8%

1.2%

24.9%

26.5%

45.8%

25.1%
21.3%

19.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

産前・産後休暇制度

育児休業制度（妻）

育児休業制度（夫）

短時間勤務制度（妻）

短時間勤務制度（夫）

公立の認可保育所（特例保育事業を含む）

私立の認可保育所

公立の認定こども園
（保育所と幼稚園が一体化した施設）

私立の認定こども園

小規模保育事業

家庭的保育事業

保育所・幼稚園等の一時預かり

事業所内保育事業

企業主導型保育事業

認可外保育施設
（託児所・ベビーホテル）など

民間のベビーシッター

ファミリーサポートセンター
（会員間の育児の相互援助活動）

地域の子育て支援拠点
（親子の交流や育児相談をする場）

どれも利用しなかった

第１子(N=1,151)

第２子(N=834)

第３子(N=249)
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図表 第一子が３歳になるまでの間利用した制度や施設（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※1）H25 は公立・私立の区別無し 

（※2）H25 は「保育ママ（少人数の家庭的保育）・民間のベビーシッターなど」 

（※3）H30 は子どもがいる初婚どうしの夫婦・H25 は子どもがいる初婚どうしの夫婦の妻 

 

31.7%

29.2%

1.6%

9.5%

0.3%

14.4%

16.6%

3.9%

4.0%

1.5%

0.5%

13.3%

2.2%

0.5%

6.4%

0.9%

2.1%

20.4%

13.4%

0.4%

3.3%

0.3%

12.1%

10.7%

0.9%

12.8%

1.6%

3.2%

0.9%

1.4%

27.2%

37.3%

46.9%

16.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

産前・産後休暇制度

育児休業制度（妻）

育児休業制度（夫）

短時間勤務制度（妻）

短時間勤務制度（夫）

公立の認可保育所

私立の認可保育所

公立の認定こども園（※1）

私立の認定こども園

小規模保育事業

家庭的保育事業

保育所・幼稚園等の一時預かり

事業所内保育事業

企業主導型保育事業

認可外保育施設など

民間のベビーシッター(※2)

ファミリーサポートセンター

地域の子育て支援拠点

どれも利用しなかった

H30・第１子(N=872)

H25・第１子(N=1,377)
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図表 第二子が３歳になるまでの間利用した制度や施設（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※1）H25 は公立・私立の区別無し 

（※2）H25 は「保育ママ（少人数の家庭的保育）・民間のベビーシッターなど」 

（※3）H30 は子どもがいる初婚どうしの夫婦・H25 は子どもがいる初婚どうしの夫婦の妻 

 

24.8%

23.8%

1.3%

9.6%

0.8%

15.0%

16.3%

5.8%

3.9%

0.8%

0.3%

12.2%

2.4%

0.3%

3.4%

1.1%

1.4%

34.5%

24.8%

11.0%

0.3%

2.6%

0.1%

12.3%

9.3%

0.7%

9.9%

1.1%

2.1%

1.0%

1.4%

19.6%

42.8%

12.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

産前・産後休暇制度

育児休業制度（妻）

育児休業制度（夫）

短時間勤務制度（妻）

短時間勤務制度（夫）

公立の認可保育所

私立の認可保育所

公立の認定こども園（※1）

私立の認定こども園

小規模保育事業

家庭的保育事業

保育所・幼稚園等の一時預かり

事業所内保育事業

企業主導型保育事業

認可外保育施設など

民間のベビーシッター(※2)

ファミリーサポートセンター

地域の子育て支援拠点

どれも利用しなかった

H30・第２子(N=638)

H25・第２子(N=1,069)
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図表 第三子が３歳になるまでの間利用した制度や施設（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※1）H25 は公立・私立の区別無し 

（※2）H25 は「保育ママ（少人数の家庭的保育）・民間のベビーシッターなど」 

（※3）H30 は子どもがいる初婚どうしの夫婦・H25 は子どもがいる初婚どうしの夫婦の妻 
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28.5%

26.0%

9.3%

0.9%

1.8%

0.0%

12.3%

10.5%

0.3%

8.4%

1.8%

2.1%

0.9%

0.9%

12.6%

44.7%

10.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

産前・産後休暇制度

育児休業制度（妻）

育児休業制度（夫）

短時間勤務制度（妻）

短時間勤務制度（夫）

公立の認可保育所

私立の認可保育所

公立の認定こども園（※1）

私立の認定こども園

小規模保育事業

家庭的保育事業

保育所・幼稚園等の一時預かり

事業所内保育事業

企業主導型保育事業

認可外保育施設など

民間のベビーシッター(※2)

ファミリーサポートセンター

地域の子育て支援拠点

どれも利用しなかった

H30・第３子(N=200)

H25・第３子(N=333)
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②第１子が３歳になるまでの間、現在就労中の母親が利用した制度や施設 

 現在就労中の母親の第１子が３歳になるまでの間に利用した制度・施設は、「地域の子育て支援

拠点（親子の交流や育児相談をする場）」が 44.4％で最も多く、次いで「産前・産後休暇制度」

（41.2％）、「育児休業制度（妻）」（38.5％）となっている。また、「どれも利用しなかった」は

16.3％となっている。 

 

③第１子が３歳になるまでの間、過去就労経験のある母親が利用したことがある制度や施設 

 過去就労経験がある母親の第１子が３歳になるまでの間に利用した制度・施設は、「地域の子育

て支援拠点（親子の交流や育児相談をする場）」が 52.6％で最も多く、次いで「保育所・幼稚園等

の一時預かり」（15.7％）、「産前・産後休暇制度」（14.3％）となっている。また、「どれも利用し

なかった」は 28.3％となっている。 

図表 妻の就労状況別 第１子が３歳になるまでの間母親が利用した制度や施設（複数回答） 
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29.2%
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13.8%
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45.8%
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11.9%
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4.5%
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0.3%
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0.1%
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44.4%
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0.9%
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0.9%

0.9%

15.7%

0.0%

0.6%

4.9%

0.9%

1.7%

52.6%

28.3%

41.2%
14.3%

10.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

産前・産後休暇制度

育児休業制度（妻）

育児休業制度（夫）

短時間勤務制度（妻）

短時間勤務制度（夫）

公立の認可保育所

私立の認可保育所

公立の認定こども園

私立の認定こども園

小規模保育事業

家庭的保育事業

保育所・幼稚園等の一時預かり

事業所内保育事業

企業主導型保育事業

認可外保育施設など

民間のベビーシッター

ファミリーサポートセンター

地域の子育て支援拠点

どれも利用しなかった

全体(N=1,151)

現在就労している(N=748)

過去に就労していた(N=350)
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（10）「地域の子育て支援拠点」を利用しなかった理由 

「18.地域の子育て支援拠点」を利用しなかった方にお伺いします。 

問 33-1 なぜ利用しなかったのか、あてはまるものに○を１つつけてください。 

 地域の子育て支援拠点を利用しなかった理由をみると、「親や親戚が近くにいた」が 19.8％で最

も多く、次いで「必要性を感じなかった」（18.9％）、「何となく行きにくかった」（17.1％）となっ

ている。 

 

図表 「地域の子育て支援拠点」を利用しなかった理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※単数回答だが、複数の選択肢に○をつけた回答が多数あったため、複数回答結果を記載 
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7.9%
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0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

きょうだいが近くにいた

友人（ママ友）がいた

親や親戚が近くにいた

地域の子育て支援拠点を知らなかった

身近な場所に地域の子育て支援拠点がなかった

必要性を感じなかった

何となく行きにくかった

その他

(N=592)
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