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小平市の子どもと家庭を取り巻く現状と課題 

 

1 小平市の状況 

（１）人口・世帯の状況 

① 人口の推移 

小平市の人口は、ゆるやかに増えています。子どもの人口（0～11 歳）は、平成

２３年度までは減少が続いていましたが、平成２４年度以降増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

② 子どもの人口（０～１１歳）の推移 

 

 

  

 
 

１ 小平市の状況 

    

資料：住民基本台帳、外国人登録（各年度４月１日現在） 

資料：住民基本台帳、外国人登録（各年度４月１日現在） 

※百分率の計算は、小数第２位を四捨五入し、小

数第１位までを表示。四捨五入の影響で、合計が

100％にならない場合があります。 

19,142 

(10.4%)

19,017 

(10.4%)

19,024 

(10.3%)

19,135 

(10.3%)

19,279 

(10.4%)

19,592 

(10.5%)

19,728 

(10.5%)

20,003 

(10.5%)

20,129 

(10.5%)

20,608 

(10.6%)

127,545 

(69.6%)

127,394 

(69.4%)

127,737 

(69.2%)

126,803 

(68.4%)

125,912 

(67.8%)

125,916 

(67.2%)

126,086 

(66.9%)

126,500 

(66.6%)

126,826 

(66.4%)

128,309 

(66.3%)

36,599 

(20.0%)

37,026 

(20.2%)

37,946 

(20.5%)

39,379 

(21.2%)

40,652 

(21.9%)

41,816 

(22.3%)

42,758 

(22.7%)

43,451 

(22.9%)

44,105 

(23.1%)

44,664 

(23.1%)

183,286 183,437 184,707 185,317 185,843 187,324 188,572 189,954 191,060 193,581 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

65歳以上

12～64歳

0～11歳

合計

（人）

9,292 9,325 9,534 9,728 9,829 10,038 10,058 10,168 10,062 10,287 

9,850 9,692 9,490 9,407 9,450 9,554 9,670 9,835 10,067 10,321 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

6～11歳

0～5歳

（人）



 

 

－2－ 

 

令 和 元 年 ９ 月 1 7 日 

子ども・子育て審議会資料①-3 

 

（人） 

③ 子どもの人口の推計 

平成 26年度～31年度の各年度 4月 1日現在の住民基本台帳の人口データを用

いて、コーホート変化率法→１により将来人口の推計を行いました。0～11歳までの年

齢別人口推計は次の表のとおりです。 

これまで総人口、0～11 歳人口ともに増加傾向にあることから、0～11 歳人口

は令和 2 年度に 20,798 人、令和 6年度に 21,037 人となると推計されます。 

■子どもの人口の推計■ 

年齢 平成 29年度 30年度 31年度 令和 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

0歳 1,617 1,456 1,610 1,558 1,544 1,557 1,606 1,603 

1歳 1,691 1,678 1,611 1,722 1,652 1,638 1,679 1,717 

2歳 1,708 1,706 1,750 1,634 1,726 1,656 1,670 1,697 

3歳 1,720 1,755 1,755 1,769 1,640 1,733 1,680 1,686 

4歳 1,717 1,731 1,795 1,771 1,775 1,645 1,752 1,692 

5歳 1,715 1,736 1,766 1,818 1,789 1,792 1,669 1,772 

6歳 1,724 1,728 1,779 1,787 1,832 1,802 1,817 1,686 

7歳 1,705 1,716 1,753 1,791 1,794 1,839 1,816 1,828 

8歳 1,649 1,715 1,735 1,766 1,801 1,805 1,853 1,828 

9歳 1,622 1,665 1,729 1,745 1,775 1,811 1,816 1,864 

10歳 1,606 1,632 1,688 1,745 1,759 1,789 1,828 1,832 

11歳 1,529 1,611 1,637 1,692 1,749 1,762 1,793 1,832 

就学児童 

（6～11歳） 
9,835 10,067 10,321 10,526 10,710 10,808 10,923 10,870 

就学前児童 

（0～5歳） 
10,168 10,062 10,287 10,272 10,126 10,021 10,056 10,167 

総計 20,003 20,129 20,608 20,798 20,836 20,829 20,979 21,037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
→１ コーホート変化率法  

過去における実績人口の動勢から変化率を求め、それに基づき将来人口を推計する方法。 
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（２）人口動態の状況 

① 出生数・出生率の推移 

平成 29 年は平成 28 年に比べ 100 人ほど出生数が減じましたが、予測では令和

6 年までは、1,600 人前後で推移する見込みです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 合計特殊出生率→１の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
→１ 合計特殊出生率 その年次の 15歳から 49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの。

仮に女性がこの年の年齢別出生率にしたがって子どもを出産した場合、生涯に生む平均の子ど

も数に相当する。 

資料：厚生労働省「人口動態統計」（平成 29年） 

東京都福祉保健局「人口動態統計」（平成 29年） 

資料：厚生労働省「人口動態統計」（平成 29年） 

東京都福祉保健局「人口動態統計」（平成 29年） 
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③ 世帯構成の状況 

世帯数は増加していますが、1 世帯あたりの人員については減少傾向です。特に

平成 28 年以降減少が進み、小平市においても核家族化が進んでいるということが

わかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）就業の状況 

① 就業率の状況 

  就業率は平成 27 年は平成 22 年に比べ男性は小平市、東京都、全国ともに下が

っていて、小平市では 1.3 ポイントの減少です。女性は逆に小平市、全国では増加し

ており、小平市では 1.5 ポイント増加しています。 

 

  
男 性 女 性 

15歳以上人口 就業者 就業率 15歳以上人口 就業者 就業率 

全国 53,154,614 34,089,629 64.1 57,122,871 25,521,682 44.7 

東京都 5,652,734 3,460,120 61.2 5,839,722 2,552,416 43.7 

小平市 79,697 48,266 60.6 82,029 33,134 40.4 

       

  
男 性 女 性 

15歳以上人口 就業者 就業率 15歳以上人口 就業者 就業率 

全国 52,879,791 33,077,703 62.6  56,874,386 25,841,333 45.4  

東京都 5,749,774 3,291,599 57.2  5,989,897 2567360 42.9  

小平市 80,284 47,578 59.3  83,901 35,138 41.9  

資料：国勢調査（平成 22年、平成 27年） 

資料：住民基本台帳、外国人登録（各年度 4月１日現在） 
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② 女性の年齢別労働力率→１の推移 

女性の労働力率は、結婚や出産に当たるおおむね 30 歳代に一旦低下し、子育て

が一段落した後に再び就労するという、いわゆるＭ字カーブを描いています。平成

27 年の女性の労働力率を見ると、25～29 歳は 67.5％と 70％近くになりますが、

30 歳代になると下降し、40 歳代に再び上昇して 50～54 歳に第 2 のピークを迎

えます。平成 22 年は全国や東京都と比べると低い傾向にありましたが、平成 27 年

では 20 歳代から 50 歳代までは東京都を上回る傾向です。 

 

 

  15～19 歳 20～24 歳 25～29 歳 30～34 歳 35～39 歳 40～44 歳 45～49 歳 50～54 歳 

H27 全国 13.7% 62.3% 72.1% 66.1% 66.5% 70.3% 72.6% 72.3% 

H27 東京都 12.7% 50.3% 61.8% 57.2% 55.7% 58.6% 61.4% 62.7% 

H27 小平市 15.4% 50.9% 67.5% 59.3% 54.6% 59.8% 63.6% 65.0% 

H22 小平市 14.4% 51.9% 68.0% 56.9% 53.2% 58.1% 62.8% 61.2% 

  55～59 歳 60～64 歳 65～69 歳 70～74 歳 75～79 歳 80～84 歳 85 歳以上  

H27 全国 66.7% 50.4% 32.7% 19.2% 11.1% 6.0% 2.4%  

H27 東京都 59.9% 49.0% 34.2% 21.8% 13.0% 7.3% 3.6%  

H27 小平市 59.7% 45.8% 29.6% 18.1% 10.0% 4.9% 2.3%  

H22 小平市 54.6% 42.0% 24.9% 14.5% 9.1% 5.7% 2.5%  

                                         
→１ 労働力率  

就業者数と完全失業者数（就労を希望している人の数）とを合わせた労働力人口が 15歳

以上の人口に占める割合。 
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資料：国勢調査（平成 22年、平成 27年） 
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2 保育・子育て支援の状況 

（１）幼児期の教育・保育施設の状況 

① 各事業の施設数 

 

認可保育所→１は、増加傾向にあり、平成 26 年度に比べ 17 施設増え、平成 30

年度には 42 施設になっています。平成 2９年度に小規模保育事業が 1 施設開設、

平成 30 年度には 2 施設となっています。家庭的保育事業は、平成 30年度に 4施

設が認定家庭福祉員より移行されています。それに伴い、認定家庭福祉員の稼働数は

減少しています。 

 

 

 

                                         
→１ 認可保育所 

国が定める最低基準に適合した施設で、都道府県の認可を受けたもの。 
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２ 保育・子育て支援の状況 

資料：保育課（各年度 4月 1日現在） 
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② 認定こども園→１の状況 

 

認定こども園は、平成２７年度に１施設が幼稚園より移行され、それ以降、利用

者は緩やかなに増加傾向です。 

 

 

 

③ 幼稚園（新制度園、従来園）の状況 

 

幼稚園（新制度園、従来園）は平成 2７年度に１施設が認定こども園に移行され、

１１施設となりました。平成 28 年度以降は施設数の増減はありませんが、利用者

数は緩やかな減少傾向です。 

 
 

                                         
→１ 認定こども園 

  幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設。 
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資料：保育課（平成 26年は 5月 1日、平成 27年～30年は各年度 4月 1日現在） 

※ 小平市内、市外の施設を問わず、小平市民の利用者の数 

資料：保育課（各年度 5月 1日現在） 

※ 小平市内、市外の施設を問わず、 

小平市民の利用者の数 
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④ 認可保育所の状況 

 

施設数は、平成 26 年度に 25 施設でしたが、平成 30 年度には４２施設となっ

ています。利用者数は、施設数が増加してきたことから、平成 26 年度に比べ平成

30 年度は１,０００人ほど増えています。0～2歳児の構成比が高まる傾向で、平成

30 年度は平成 26 年度にくらべ、3.3％高く、44.9％です。 

 
 

 

⑤ 小規模保育事業 

平成２７年度開始の子ども・子育て支援新制度により、地域型保育事業（小規模

保育事業）が新設されました。市内小規模保育事業所は平成２９年度に開設され、平

成３０年度には 40名ほどの利用者がいます。 
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資料：保育課（各年度 4月 1日現在） 

※管外委託を含む。受託を含まない。 

資料：保育課（各年度 4月 1日現在） 

※市内小規模保育事業所は H29開設。H27 と H28は管外委託児のみ。 
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⑥ 家庭的保育事業 

 

平成２７年度開始の子ども・子育て支援新制度により、地域型保育事業（家庭的

保育事業）が新設されました。市内家庭的保育事業所は平成３０年度に開設され、２

０名ほどの利用者がいます。 
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資料：保育課（各年度 4月 1日現在） 

※市内家庭的保育事業所は H30開設。H27 と H28は該当児童なし。 

H29は管外委託児のみ。 
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⑦ 東京都認証保育所の状況 

 

平成 29 年度以降、小平市民の利用者数は減少していますが、小平市外民の利用

者も含めると施設の利用者数は横ばいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

5 歳 11 人 13 人 12 人 13 人 18 人 

4 歳 17 人 13 人 13 人 21 人 20 人 

3 歳 15 人 16 人 25 人 22 人 20 人 

2 歳 79 人 89 人 91 人 69 人 74 人 

1 歳 98 人 104 人 93 人 81 人 99 人 

0 歳 54 人 43 人 48 人 53 人 27 人 

合計 274 人 278 人 282 人 259 人 258 人 
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資料：保育課（各年度 4月 1日現在） 

※ 小平市内、市外の施設を問わず、 

小平市民の利用者の数 
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⑧ 認定家庭福祉員→１の状況 

認定家庭福祉員は、平成２７年度開始の子ども・子育て支援新制度により、地域

型保育事業（家庭的保育事業）が新設され、認定家庭福祉員は、平成 26年度の 25

人から平成 30 年度には 12 人へ減少しています。そのため、利用者数もこの 5 年

間で半減し、52 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         
→１ 認定家庭福祉員  

保育者の家庭などで 5人以下の子どもを保育する事業です。いわゆる「保育ママ」。 

資料：保育課（各年度 4月 1日現在） 
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（２）子育て支援事業の状況 

① 地域子育て支援拠点事業（子ども広場事業）の状況 

子ども広場→１は、平成 2６年度以降、利用者数が 15,000 人前後で推移してい

ます。 

子育てふれあい広場→２は、平成 2８年度に１か所減少し、計 2０か所となりまし

たが、利用者数は 10,000 人前後で推移しています。 

 
 

 

 

  

                                         
→１ 子ども広場 専門のスタッフが子育ての相談、子育て中の保護者の交流、乳幼児から中学生

までの子どもの遊びの指導、地域の子育て情報の提供、講習会などを行ってい

ます。 
→２ 子育てふれあい広場 子育て中の親子（乳幼児）を対象にした相談・交流ができる広場です。 
→３ 子育て交流広場 子育ての相談、季節の行事、ボランティアによる催しなどを行っています。 
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資料：子育て支援課 

※0～2歳の利用者数のみ。 

※子育て交流広場→３を除く。 

資料：子育て支援課 

※0～2歳の利用者数のみ。 
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② 妊婦健康診査事業の状況 

 

妊婦健康診査は、妊婦の健康の保持及び促進を図るもので、受診率は妊婦数全体

のおおむね 95％を超える高いものとなっています。 

 
 

 

③ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）の状況 

 

乳児家庭全戸訪問は、子育てを地域ぐるみで支援するために、助産師や保健師が

訪問を行っており、生後 4 か月までの乳児数全体の 96％を超える家庭へ訪問して

います。 
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資料：健康推進課 

資料：健康推進課 



 

 

－14－ 

 

令 和 元 年 ９ 月 1 7 日 

子ども・子育て審議会資料①-3 

 

④ 養育支援訪問事業の状況 

 

養育支援訪問事業の延べ件数は、平成２７年度以降、減少しています。 

 

 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

育児・家事援助 246 人 135 人 131 人 63 人 153 人 

専門的相談支援 203 人 398 人 173 人 171 人 22 人 

合計 449 人 533 人 304 人 234 人 153 人 

 

⑤ 子育て短期支援事業（子どもショートステイ事業）の状況 

 

子どもショートステイ事業の延べ利用者数は、平成 28 年度以降減少しています。 
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資料：子育て支援課

課 

資料：子育て支援課 
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⑥ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）の状況 

 

ファミリー・サポート・センターの就学前児童の利用は、平成 2６年度から平成

３０年度までで、利用者数は１.４倍ほど増えています。就学児童の利用は、平成 2

８年度以降減少しています。 

 

 
 

利用（延べ人数） 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

就学前児童 3,174 人 2,761 人 3,674 人 4,662 人 4,572 人 

就学児童 830 人 1,930 人 2,541 人 1,810 人 1,427 人 

合計 4,004 人 4,691 人 6,215 人 6,472 人 5,999 人 
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ファミリー・サポート・センターの利用（延べ人数）就学児童
（人）

資料：子育て支援課 
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⑦ 一時預かり事業の状況 

 

保育園における一時預かりの状況です。施設数は平成 26 年度から平成 2８年度

までに３か所増え１０か所となりました。利用者数も増えていましたが、平成 28 年

度以降は施設数、利用者数ともに横ばいで推移しています。 

 

 

⑧ 病児・病後児保育事業の状況 

 

平成 26 年７月までは、病児・病後児保育１施設、病後児保育１施設でしたが、

利用者の増加に伴い、平成２６年８月に、病後児保育を実施していた施設で、病児保

育も開始し、病児・病後児保育が２施設となりました。病児保育の利用者数は、平成

27 年度以降横ばい傾向で、病後児保育の利用者は、毎年増加傾向にあります。 
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⑨ 放課後児童健全育成事業（学童クラブ事業）の状況 

 

学童クラブの入会児童数は、毎年増加傾向にあります。施設数は、平成 2８年度

以降毎年増加し、３３施設になりました。 

 
 

 

 

 

 

⑩ 放課後子ども教室の状況 

 

放課後子ども教室の参加者数は毎年増加傾向にあります。平成 26 年度から平成

３０年度まで、全 19 校で実施しています。 
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クラブ数 28か所 28か所 30か所 32か所 33か所 

資料：子育て支援課（各年度 4月 1日現在） 

資料：地域学習支援課 
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3 ニーズ調査からみた子育て家庭の現状と課題 

就学前児童、就学児童がいる家庭を対象に行ったニーズ調査の結果から、小平市の

子どもや子育て家庭を取り巻く現状や課題がみえます。 

就学前問○……就学前児童のニーズ調査票の問○〔設問番号〕 

就学問○……就学児童のニーズ調査票の問○〔設問番号〕 

表、グラフ中の「ｎ」……各設問に対する回答者数です。 

（複）……複数回答の設問です。 

 

（１）子育て家庭の家族状況・就労状況 

① 就学前児童と就学児童の保護者の就労状況 

（就学前問15 就学問14）母親のみ 

 

  

22.3 

30.4 

21.9 

27.8 

10.7 

9.9 

1.4 

1.1 

11.9 

19.9 

33.3 

44.1 

1.5 

2.5 

0.5 

1.0 

50.4 

34.8 

35.2 

23.6 

2.7 

1.9 

7.1 

2.0 

0.5 

0.5 

0.7 

0.4 

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

平成25年度（1,274）

平成30年度（1,153）

平成25年度（1,219）

平成30年度（1,124）

就
学
前
児
童

就
学
児
童

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

就学前

児童

就学児童

 
 

３ ニーズ調査からみた子育て家庭の現状と課題 
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② 就学前児童の家族類型 

 

 

タイプ 保護者の就労等状況 

タイプＡ ひとり親家庭 

タイプＢ フルタイム×フルタイム 

タイプＣ フルタイム×パートタイム（月 120時間以上+下限時間※～120時間の一部） 

タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間※未満+下限時間※～120時間の一部） 

タイプＤ 専業主婦（夫） 

タイプＥ 
パートタイム×パートタイム 

（双方が月 120時間以上+下限時間※～120時間の一部） 

タイプＥ’ 
パートタイム×パートタイム 

（いずれかが下限時間※未満+下限時間※～120時間の一部） 

タイプＦ 無業×無業 

※ 下限時間……各自治体における保育の必要性の下限時間（小平市は 48時間） 
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タイプA タイプB タイプC タイプC’ タイプD タイプE タイプE' タイプF

現在家族
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※平成 25年度タイプ E’は該当なし、平成 30年度タイプ E’、タイプ Fは該当なし 
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（２）子育ての環境 

① 日頃子どもをみてもらえる親族・知人 

（就学前問9） 

 

 

② 親族に子どもをみてもらうことについて 

（就学前問10） 

 

57.0 

18.6 

13.6 

2.2 

19.1 

0.4 

58.6 

17.3 

16.2 

2.8 

18.0 

0.6 

0.0 20.0 40.0 60.0

平成25年度 n=(1,276)(複) 平成30年度 n=(1,154)(複)

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子ども

をみてもらえる友人・知人がいる

日常的に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

（％）

63.0 

23.2 

22.7 

17.8 

6.0 

3.5 

0.3 

61.2 

25.6 

24.7 

19.5 

5.8 

5.6 

0.1 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

平成25年度 n=(964)(複) 平成30年度 n=(876)(複)

祖父母等の親族に、特に心配なく、

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

自分たち保護者の立場として、負担

をかけていることが心苦しい

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

子どもの教育や発達にとってふさわ

しい環境であるか、少し不安がある

無回答

その他

（％）
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③ 気軽に相談できる人・場所の有無 

（就学前問12 13） 
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いる（ある）

いない（ない）

無回答
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平成25年度 n=(1,208)(複) 平成30年度 n=(1,071)(複)

(%)

無回答

その他

民生委員・児童委員

教育相談室

市役所の子育て関連窓口

子育て・女性相談室

障がい児通所施設等

健康センター※

子ども家庭支援センター

子育てふれあい広場、子ども

広場、児童館など

かかりつけの医師

近所の人

幼稚園教諭

保育士

祖父母等の親族

友人・知人

※平成 25年度の項目名は 保健所・健康センター 
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（３）平日の定期的な教育・保育の事業の利用状況と利用希望 

① 利用状況 

(就学前問20) 
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② 利用している事業と利用したい事業 

(就学前問21 26) 

 

 
 

37.5

41.2

7.3

6.8

7.1

1.6

2

2.4

0

0

0

0.9

0.3

0.3

3.4

0.3

50.1

20.8

12.8

9.4

3.2

1.2

0.4

0.4

0.4

0.4

0.3

0.1

0

0

2.7

0.7

0 20 40 60

平成25年度 平成30年度

認可保育所（公立・私立保育園）

幼稚園（通常の就園時間の利用のみ

のもの）

幼稚園（幼稚園の預かり保育・アッ

トホーム事業も利用）

認定こども園

東京都認証保育所

ファミリー・サポート・センター

家庭的保育事業（保育ママ）

事業所内保育事業

認定家庭福祉員（保育ママ）※３

企業主導型保育事業※３

小規模保育事業※１

その他の認可外の保育施設※２

居宅訪問型保育事業※２

定期利用保育事業

その他

無回答

(%)

認可保育所（公立・私立保育園）

幼稚園（通常の就園時間の利用のみ

のもの）

幼稚園（幼稚園の預かり保育・アッ

トホーム事業も利用）

認定こども園

東京都認証保育所

ファミリー・サポート・センター

家庭的保育事業（保育ママ）

事業所内保育事業

認定家庭福祉員（保育ママ）

企業主導型保育事業

小規模保育事業

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育事業

定期利用保育事業

その他

無回答

利用している事業 
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令 和 元 年 ９ 月 1 7 日 
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29.8

50.5

24.9

13.7

61.1

13.1

2.4

5.9

0

5.3

3.7

0

6.7

2

2.5

1.2

52.9

50.7

25.9

13.9

8.9

7

4.7

4.6

4

3.7

3.6

3.1

3

2.3

1.5

8.1

0 20 40 60 80

平成25年度 平成30年度

認可保育所（公立・私立保育園）

幼稚園（通常の就園時間の利用のみ

のもの）

幼稚園（幼稚園の預かり保育・アッ

トホーム事業も利用）

認定こども園

東京都認証保育所

ファミリー・サポート・センター

家庭的保育事業（保育ママ）

事業所内保育事業

認定家庭福祉員（保育ママ）※３

企業主導型保育事業※３

小規模保育事業※１

その他の認可外の保育施設※２

居宅訪問型保育事業※２

定期利用保育事業

その他

無回答

(%)
幼稚園（幼稚園の預かり保育・アッ

トホーム事業も利用）

認可保育所（公立・私立保育園）

認定こども園

ファミリー・サポート・センター

幼稚園（通常の就園時間の利用のみ

のもの）

東京都認証保育所

居宅訪問型保育事業

家庭的保育事業（保育ママ）

認定家庭福祉員（保育ママ）

事業所内保育事業

定期利用保育事業

企業主導型保育事業

小規模保育事業

その他の認可外の保育施設

その他

無回答

利用したい事業 
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（４）各種支援事業の認知状況・利用状況・利用希望 

① 認知状況・利用状況・利用希望 

（就学前問31） 

 

 

  

71.2

48.3

87

75.3

27.2

91.8

51.7

34.1

84

68.1

48.8

25.7

75

64.4

27.2

72

0 20 40 60 80 100

（１）子ども家庭支援センター

（２）障がい児通所施設

（３）健康センターの相談や事業

（４）保育課窓口

（５）家庭教育に関する学級・講座

（６）児童館

（７）子育て・女性相談室

（８）教育相談室

（９）保育所の園庭開放や行事

（10）幼稚園の園庭開放や行事

（11）地域の子育てサークル

（12）子どもショートステイ

（13）ファミリー・サポート・センター

（14）子育てガイド（子育て情報誌）

（15）赤ちゃん・ふらっと

（16）公民館・図書館の講座・講演会

はい（知っている）

(%)
（+14.6%） 

（+16.2%） 

（+25.1%） 

（+7.8%） 

（+7.6%） 

（+10.9%） 

（+6.8%） 

（+3.1%） 

（-4.6%） 

（+10.4%） 

平成 25年度 
との比較 

（+7.1%） 

認知状況「はい」のみ 

（ ※ ） 

（ ※ ） 

（ ※ ） 

（ ※ ） 

（ ※ ） 

※は新規項目 
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33.4

3.1

57.7

47.1

8.5

69.0

6.5

5.4

43.8

33.9

17.4

0.6

13.0

40.6

9.4

31.1

0 20 40 60 80 100

（１）子ども家庭支援センター

（２）障がい児通所施設

（３）健康センターの相談や事業

（４）保育課窓口

（５）家庭教育に関する学級・講座

（６）児童館

（７）子育て・女性相談室

（８）教育相談室

（９）保育所の園庭開放や行事

（10）幼稚園の園庭開放や行事

（11）地域の子育てサークル

（12）子どもショートステイ

（13）ファミリー・サポート・センター

（14）子育てガイド（子育て情報誌）

（15）赤ちゃん・ふらっと

（16）公民館・図書館の講座・講演会

はい（利用したことがある）

(%)

利用状況「はい」のみ 

（+9.0%） 

（+0.6%） 

（+35.0%） 

（+2.8%） 

（+2.3%） 

（+4.1%） 

（+10.5%） 

（+10.2%） 

（+0.4%） 

（+5.8%） 

（-0.4%） 

平成 25年度 
との比較 

（ ※ ） 

（ ※ ） 

（ ※ ） 

（ ※ ） 

（ ※ ） 

※は新規項目 
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29.9

4.9

41

40.8

33.7

68.5

26

32.7

40.6

45

26.9

17.1

35.9

46.9

20.2

54.1

0 20 40 60 80 100

（１）子ども家庭支援センター

（２）障がい児通所施設

（３）健康センターの相談や事業

（４）保育課窓口

（５）家庭教育に関する学級・講座

（６）児童館

（７）子育て・女性相談室

（８）教育相談室

（９）保育所の園庭開放や行事

（10）幼稚園の園庭開放や行事

（11）地域の子育てサークル

（12）子どもショートステイ

（13）ファミリー・サポート・センター

（14）子育てガイド（子育て情報誌）

（15）赤ちゃん・ふらっと

（16）公民館・図書館の講座・講演会

はい（利用したい）

(%)

利用希望「はい」のみ 

（-11.4%） 

（-1.4%） 

（-1.5%） 

（-6.5%） 

（-11.5%） 

（-5.4%） 

（-17.7%） 

（-17.1%） 

（-9.0%） 

（-8.7%） 

（-18.2%） 

平成 25年度 
との比較（はい） 

（ ※ ） 

（ ※ ） 

（ ※ ） 

（ ※ ） 

（ ※ ） 

※は新規項目 
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（５）地域子育て支援拠点事業の利用状況と利用希望 

① 子ども広場や子育てふれあい広場の利用状況と今後の利用希望 

（就学前問29 30） 

 

 

 
 

 

 

  

13.1 

8.5 

11.7 

76.4 

3.1 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

子ども広場

子ども家庭支援センター

子育てふれあい広場

利用していない

無回答

(%)

61.0 

21.2 

14.1 

4.9 

15.6 

28.6 

19.5 

3.5 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

保育所や幼稚園などを、定期的に利用している

自宅から遠い

施設の内容や利用方法がわからない

自分が施設の利用対象になるのかがわからない

子どもの年齢が大きく、室内では遊びづらい

地域の子育てサークルに参加している

特に利用する必要性を感じない

その他

(%)

利用状況 

利用しない理由 
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（６）子どもの病気やケガの際の対応 

① 通常の事業が利用できなかったことの有無と対処方法 

（就学前問41 42） 

 

 

 

  

66.1 

31.3 

38.3 

29.0 

3.7 

0.5 

0.7 

0.5 

2.1 

1.8 

74.4 

39.1 

32.4 

23.9 

9.5 

2.5 

2.2 

2.2 

4.0 

1.0 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

平成25年度 平成30年度

(%)

母親が休んだ

父親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に

子どもをみてもらった

父親又は母親のうち就労してい

ない方が子どもをみた

病児・病後児の保育を利用した

仕方なく子どもだけで留守番を

させた

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・セン

ターを利用した

その他

無回答

利用状況 



 

 

－30－ 

 

令 和 元 年 ９ 月 1 7 日 
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② 母親または父親が休んだ際の病児・病後児保育施設等の利用希望 

（就学前問43） 

 

 

 

（７）不定期の教育・保育の事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用 

① 一時預かりの利用状況・利用希望 

（就学前問50） 

 

 

 
  

57.6

43.3

40.8

56.1

1.6

0.5

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

平成25年度

平成30年度

できれば病児・病後児等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

50.2

46.3

46.3

49.7

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

平成25年度

平成30年度

利用する必要がある

（利用したい）

利用する必要はない 無回答

利用状況 

利用状況 
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（８）小学校就学後の放課後の過ごし方 

① 放課後の過ごし方と今後の過ごし方の希望 

（就学問34 35） 

 

72.8

72.1

20.6

15.8

15.2

12.8

0

0.5

21.7

0.9

77.2

72.5

23.3

19.6

16.3

13.5

3.7

2.1

19.5

0.7

0 20 40 60 80

平成25年度 平成30年度

自宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラ

ブ、学習塾など）

祖父母宅や友人・知人宅

その他

無回答

学童クラブ

放課後子ども教室

児童館

放課後等デイサービス（障害児通所

支援）

ファミリー・サポート・センター

(%)
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（９）職場における両立支援制度について 

① 育児休業取得状況 

（就学前問57） 

 

55.3

50.7

27.9

19.3

17.3

16.8

1.5

0.2

13

17.6

67.8

64.4

10.9

17.4

21.2

18.4

2.1

0.1

14.4

14.1

0 20 40 60 80

小学校低学年

（１～３年生）

小学校高学年

（４～６年生）

自宅

習い事（ピアノ教室、サッカーク

ラブ、学習塾など）

祖父母宅や友人・知人宅

その他

無回答

学童クラブ

放課後子ども教室

児童館

放課後等デイサービス（障害児通

所支援）

ファミリー・サポート・センター

(%)

50.2

1.9

33.4

2.4

15

89.6

1.3

6.2

42.8

2.1

45.8

4.9

10.7

88.5

0.7

4.5

0 20 40 60 80 100

母親

父親

母親

父親

母親

父親

母親

父親

就
労
し
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

平成25年度 平成30年度

就労していなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

(%)
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② 育児休業を取得していない理由（H30 年度アンケート結果） 

（就学前問57） 

 

順位 母 親 父 親 

１ 子育てや家事に専念するため退職した 39.0％ 仕事が忙しかった 36.2％ 

２ 職場に育児休業の制度がなかった 14.6％ 
職場に育児休業を取りにくい雰囲気があ

った 
31.5％ 

３ 
職場に育児休業を取りにくい雰囲気があ

った 
13.8％ 配偶者が育児休業を取得した 26.5％ 

４ 仕事に戻るのが難しそうだった 9.8％ 
配偶者が働いていないなどの理由で、育

児休業を取得する必要がなかった 
25.2％ 

５ 仕事が忙しかった 8.9％ 収入源となり、経済的に苦しくなる 22.0％ 

 

 

（10）「仕事時間」と「家事（育児）の時間」、「プライベートの時間」のバランス 

（就学問43） 

 

18.1 

66.2 

0.2 

1.0 

40.4 

0.9 

37.7 

20.5 

3.5 

11.4 

19.0 

68.2 

0.7 

1.3 

32.5 

1.0 

45.3 

22.1 

2.6 

7.4 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

母親

父親

母親

父親

母親

父親

母親

父親

母親

父親

仕
事
に
偏
っ

て
い
る

プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
に
偏
っ
て

い
る

家
事
・
育
児

に
偏
っ
て
い

る

お
お
む
ね
バ

ラ
ン
ス
が
取

れ
て
い
る

無
回
答

平成25年度 平成30年度

仕事に偏っている

プライベートに偏っている

家事・育児に偏っている

おおむねバランスが取

れている

無回答

(%)

※上位 5位 


