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65.2%

62.1%

9.2%

13.2%

21.3%

18.3%

12.6%

14.0%

4.8%

7.3%

14.0%

10.8%

4.3%

4.8%

18.4%

16.9%

0.5%

1.3%

41.5%

36.8%

3.9%

6.2%

4.3%

8.3%

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

本人

妻から

本人

妻から

0～3時間 3～6時間 6～9時間 9～12時間 12～24時間 無回答

平日

休日

第２章 子どもがいる人の子育てに関する意識  

２－１ 子どもと過ごす時間 

子どもと過ごす時間について、回答者本人と本人から見た配偶者について聞いたとこ

ろ、平日の男性で「0～3 時間」（回答者本人 65.2％、妻から見た夫 62.1％）が最も多

く、次いで「3～6 時間」（回答者本人 21.3％、妻から見た夫 18.3％）となっている。

前回調査は「0～3 時間」（回答者本人 75.2％、妻から見た夫 61.8％）「3～6 時間」（回

答者本人 15.3%、妻から見た夫 17.1%）となっており、前回調査と比較すると「0～3 時

間」の割合が減少し、「3～6 時間」の割合が増加している。  

休日の男性については、「12～24 時間」（回答者本人 41.5%、妻から見た夫 36.8%）

が最も多く、次いで「9～12 時間」（回答者本人 18.4%、妻から見た夫 16.9%）となっ

ている。前回調査は「12～24 時間」（回答者本人 35.5%、妻から見た夫 35.0%）となっ

ており、前回調査と比較すると「12～24 時間」の割合が増加している。  

女性については、回答者本人・夫から見た妻ともに、平日では「12～24 時間」が３割

前後と最も多く、次いで「3～6 時間」が３割弱となっている。休日では、「12～24 時

間」が最も多い。  

年齢別では、平日で、20 歳代は「12～24 時間」（60.0％）、30 歳代、40 歳代は「0

～3 時間」が多くなっている。休日では、すべての年代において「12～24 時間」の割合

が最も多くなっている。  

１週間の労働時間別では、休日は労働時間に関わらず、12～24 時間が最も多くなって

いるが、60 時間以上までは労働時間が多くなるほどその割合は少なくなっている。  

⇒P36 に“２－４子育てへの関わり状況”とのクロス集計の分析を記述している。  

 

 

図２－１－１  男性の子どもと過ごす時間  

本人 N=207、妻から N=372   
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75.2%

61.8%

15.6%

15.7%

15.3%

17.1%

17.9%

12.8%

3.8%

6.1%

10.7%

10.2%

2.7%

5.3%

16.4%

17.1%

0.8%

1.8%

35.5%

35.0%

2.3%

7.9%

3.8%

9.1%

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

本人

妻から

本人

妻から

0～3時間 3～6時間 6～9時間 9～12時間 12～24時間 無回答

平日

休日

回答者数 0～3時間 3～6時間 6～9時間 9～12時間 12～24時間 無回答
平日
　本人 207 65.2% 21.3% 4.8% 4.3% 0.5% 3.9%
　妻から 372 62.1% 18.3% 7.3% 4.8% 1.3% 6.2%
休日
　本人 207 9.2% 12.6% 14.0% 18.4% 41.5% 4.3%
　妻から 372 13.2% 14.0% 10.8% 16.9% 36.8% 8.3%

回答者数 0～3時間 3～6時間 6～9時間 9～12時間 12～24時間 無回答
平日
　本人 372 16.4% 28.0% 16.9% 9.7% 28.2% 0.8%
　夫から 207 7.7% 23.2% 17.9% 11.1% 33.3% 6.8%
休日
　本人 372 6.5% 9.1% 8.1% 11.8% 62.1% 2.4%
　夫から 207 2.4% 5.3% 7.7% 18.8% 58.5% 7.2%

図２－１－２  男性の子どもと過ごす時間（前回調査）  

本人 N=262、妻から N=508     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－１－１ 子どもと過ごす時間  

男性  

 

 

 

 

 

 

女性  

 

 

 

 

 

 

 

表２－１－２ 子どもと過ごす時間（本人・平日）  

 

 

 

 

 

 

回答者数 0～3時間 3～6時間 6～9時間 9～12時間 12～24時間 無回答

総数 585 33.8% 25.5% 12.8% 7.7% 18.3% 1.9%

男女別

　男性 207 65.2% 21.3% 4.8% 4.3% 0.5% 3.9%

　女性 372 16.4% 28.0% 16.9% 9.7% 28.2% 0.8%

年齢別

　20歳代 35 22.9% 8.6% 0.0% 8.6% 60.0% 0.0%

　30歳代 215 30.2% 21.9% 9.3% 7.9% 29.3% 1.4%

　40歳代 325 37.5% 29.8% 16.0% 7.7% 6.8% 2.2%

１週間の労働時間別

　20時間未満 157 31.8% 29.9% 16.6% 9.6% 12.1% 0.0%

　20～40時間未満 100 17.0% 38.0% 20.0% 8.0% 16.0% 1.0%

　40～50時間未満 94 46.8% 28.7% 3.2% 9.6% 6.4% 5.3%

　50～60時間未満 57 68.4% 19.3% 5.3% 3.5% 0.0% 3.5%

　60時間以上 48 72.9% 14.6% 6.3% 4.2% 0.0% 2.1%
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表２－１－３ 子どもと過ごす時間（本人・休日）  

  

回答者数 0～3時間 3～6時間 6～9時間 9～12時間 12～24時間 無回答

総数 585 7.5% 10.4% 10.3% 14.0% 54.7% 3.1%

男女別

　男性 207 9.2% 12.6% 14.0% 18.4% 41.5% 4.3%

　女性 372 6.5% 9.1% 8.1% 11.8% 62.1% 2.4%

年齢別

　20歳代 35 0.0% 0.0% 8.6% 5.7% 82.9% 2.9%

　30歳代 215 1.9% 5.6% 5.1% 10.7% 74.9% 1.9%

　40歳代 325 12.0% 14.8% 13.5% 16.9% 39.1% 3.7%

１週間の労働時間別

　20時間未満 157 5.7% 8.9% 8.9% 19.1% 56.7% 0.6%

　20～40時間未満 100 11.0% 13.0% 9.0% 13.0% 51.0% 3.0%

　40～50時間未満 94 9.6% 12.8% 12.8% 17.0% 40.4% 7.4%

　50～60時間未満 57 7.0% 14.0% 24.6% 15.8% 36.8% 1.8%

　60時間以上 48 12.5% 14.6% 10.4% 12.5% 47.9% 2.1%
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87.9%

67.0%

66.2%

65.5%

62.2%

61.2%

54.7%

43.8%

36.4%

23.9%

17.9%

1.5%

0.2%

0.5%

0.7%

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

子どもが成長する姿を見ることができる

子どもから教えられることがある

子どもを持つ喜びを実感できる

家庭が明るくなる

自分の親への感謝の気持ちが生まれる

子育てにより自分が成長できる

家族の会話が増える

生活にはりあいができる

子育てを通じて友人が増える

子育ての経験が仕事等に役立つ

夫婦の愛情がより深まる

その他

良いと思うことは特にない

わからない

無回答

２－２ 子育ての良い点 

子育ての良い点について、「子どもが成長する姿を見ることができる」（87.9％）で

最も多く、次いで「子どもから教えられることがある」（67.0％）となっている。  

男女別では、「子どもから教えられることがある」（男性 55.1%、女性 73.9%）、「自

分の親への感謝の気持ちが生まれる」（男性 51.2%、女性 68.5%）、「子育てにより自

分が成長できる」（男性 50.2%、女性 67.5%）、「子育てを通じて友人が増える」（男

性 17.4%、女性 47.0%）で女性の割合が 15 ポイント以上高くなっている。  

年齢別では、年代が下がるほど「家庭が明るくなる」、「自分の親への感謝の気持ち

が生まれる」などの割合が多く、一方で「生活にはりあいができる」、「子育てを通じ

て友人が増える」、「子育ての経験が仕事等に役立つ」では年代が上がるほど割合が多

くなっている。  

 

図２－２ 子育ての良い点（いくつでも選択）N=585       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－２ 子育ての良い点（いくつでも選択）  

回

答

者

数

子

ど

も

が

成

長

す

る

姿

を

見

る

こ

と

が

で

き

る

子

ど

も

か

ら

教

え

ら

れ

る

こ

と

が

あ

る

子

ど

も

を

持

つ

喜

び

を

実

感

で

き

る

家

庭

が

明

る

く

な

る

自

分

の

親

へ

の

感

謝

の

気

持

ち

が

生

ま

れ

る

子

育

て

に

よ

り

自

分

が

成

長

で

き

る

家

族

の

会

話

が

増

え

る

生

活

に

は

り

あ

い

が

で

き

る

子

育

て

を

通

じ

て

友

人

が

増

え

る

子

育

て

の

経

験

が

仕

事

等

に

役

立

つ

夫

婦

の

愛

情

が

よ

り

深

ま

る

そ

の

他

良

い

と

思

う

こ

と

は

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

総数 585 87.9% 67.0% 66.2% 65.5% 62.2% 61.2% 54.7% 43.8% 36.4% 23.9% 17.9% 1.5% 0.2% 0.5% 0.7%

男女別

　男性 207 84.1% 55.1% 58.0% 65.7% 51.2% 50.2% 56.0% 42.5% 17.4% 15.5% 21.3% 1.0% 0.0% 1.0% 1.9%

　女性 372 90.1% 73.9% 70.7% 65.6% 68.5% 67.5% 53.8% 44.6% 47.0% 29.0% 15.9% 1.9% 0.3% 0.3% 0.0%

年齢別

　20歳代 35 94.3% 68.6% 71.4% 77.1% 74.3% 82.9% 54.3% 11.4% 25.7% 17.1% 22.9% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0%

　30歳代 215 86.5% 68.8% 74.4% 71.2% 66.0% 60.5% 54.9% 39.1% 33.0% 22.3% 21.9% 2.3% 0.0% 0.9% 0.5%

　40歳代 325 88.3% 65.8% 60.9% 60.9% 58.5% 59.4% 54.5% 50.2% 40.0% 26.2% 14.8% 0.9% 0.3% 0.3% 0.9%



30 

 

57.1%

48.9%

35.2%

35.2%

25.5%

19.3%

18.6%

9.4%

6.0%

3.9%

2.7%

8.7%

1.2%

0.9%

0% 20% 40% 60%

子育てに出費がかさむ

自分の自由な時間が持てない

子育てによる身体の疲れが大きい

子育てによる精神的疲れが大きい

子どもが病気のとき

仕事が十分にできない

夫婦で楽しむ時間がない

子育てが十分にできない

子育てが大変なことを身近な人が理解してくれない

困ったときや不安なときに相談できる人がいない

その他

負担に思うことは特にない

わからない

無回答

２－３ 子育ての負担な点 

子育ての負担な点について、「子育てに出費がかさむ」（ 57.1％）で最も多く、次い

で「自分の自由な時間が持てない」（48.9％）となっている。  

男女別では、「子育てによる身体の疲れが大きい」（男性 23.7%、女性 40.9%）、「子

育てによる精神的疲れが大きい」（男性 20.3％、女性 43.0％）「子どもが病気のとき」

（男性 16.9％、女性 30.1％）、「仕事が十分にできない」（男性 7.2%、女性 26.1%）

で女性の割合が 10 ポイント以上高くなっている。「夫婦で楽しむ時間がない」（男性

25.6％、女性 15.1％）で男性の割合が高くなっている。  

年齢別では、年代が下がるほど「自分の自由な時間がもてない」、「子育てによる精

神的疲れが大きい」、「仕事が十分にできない」、「夫婦で楽しむ時間がない」の割合

が多く、年代が上がるほど「子どもが病気のとき」の割合が多くなっている。  

就業形態別では、「子育てに出費がかさむ」で正社員・正規社員（ 55.8％）、派遣・

契約・期限付きの社員・職員（47.6％）、パート・アルバイト・非常勤（66.4％）、自

営業・家族従業（62.1％）の割合が高くなっており、専業主婦・主夫は「自分の自由な

時間が持てない」（59.4％）の割合が高くなっている。  

⇒P62 に“２－１２子育ての喜び”とのクロス集計の分析を記述している。  

 

図２－３ 子育ての負担な点（いくつでも選択）  

N=585    
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表２－３ 子育ての負担な点（いくつでも選択）  
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他
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に

思

う

こ

と

は
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わ

か

ら

な

い

無

回

答

総数 585 57.1% 48.9% 35.2% 35.2% 25.5% 19.3% 18.6% 9.4% 6.0% 3.9% 2.7% 8.7% 1.2% 0.9%

男女別

　男性 207 52.2% 44.9% 23.7% 20.3% 16.9% 7.2% 25.6% 7.2% 3.9% 2.4% 1.0% 15.0% 2.4% 2.4%

　女性 372 59.7% 51.1% 40.9% 43.0% 30.1% 26.1% 15.1% 10.2% 7.3% 4.8% 3.8% 5.4% 0.5% 0.0%

年齢別

　20歳代 35 65.7% 77.1% 37.1% 45.7% 22.9% 31.4% 42.9% 14.3% 8.6% 2.9% 2.9% 5.7% 0.0% 0.0%

　30歳代 215 53.0% 54.9% 37.7% 34.4% 23.7% 21.9% 22.3% 12.1% 5.6% 4.2% 3.3% 3.7% 0.9% 0.9%

　40歳代 325 58.8% 41.5% 32.3% 33.8% 26.5% 16.3% 14.2% 6.5% 5.8% 3.7% 2.5% 12.6% 1.5% 0.9%

就業形態別

　正社員・正規職員 269 55.8% 51.7% 30.1% 27.9% 22.3% 14.5% 25.7% 11.5% 5.2% 3.3% 2.2% 11.5% 1.9% 1.9%

　派遣・契約・期限付

きの社員・職員
21 47.6% 42.9% 33.3% 33.3% 38.1% 33.3% 19.0% 9.5% 4.8% 9.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　パート・アルバイ

ト・非常勤
149 66.4% 40.9% 32.9% 36.9% 28.2% 25.5% 10.1% 6.7% 6.7% 4.7% 2.7% 8.7% 0.0% 0.0%

　自営業・家族従業 29 62.1% 34.5% 41.4% 34.5% 24.1% 27.6% 6.9% 3.4% 10.3% 0.0% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0%

　内職・在宅勤務 3 33.3% 66.7% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0%

　学生 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　専業主婦・主夫 101 45.5% 59.4% 49.5% 52.5% 25.7% 18.8% 16.8% 7.9% 5.0% 4.0% 5.0% 2.0% 2.0% 0.0%

　無職 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　その他 4 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%

１週間の労働時間別

　20時間未満 157 60.5% 44.6% 34.4% 36.3% 31.8% 28.0% 14.6% 12.1% 7.0% 2.5% 4.5% 10.2% 1.3% 0.0%

　20～40時間未満 100 65.0% 41.0% 36.0% 37.0% 21.0% 21.0% 12.0% 6.0% 7.0% 7.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%

　40～50時間未満 94 53.2% 55.3% 30.9% 27.7% 23.4% 18.1% 23.4% 4.3% 7.4% 5.3% 2.1% 10.6% 2.1% 2.1%

　50～60時間未満 57 49.1% 49.1% 19.3% 19.3% 19.3% 5.3% 26.3% 12.3% 3.5% 0.0% 1.8% 12.3% 0.0% 1.8%

　60時間以上 48 58.3% 50.0% 22.9% 20.8% 14.6% 8.3% 29.2% 16.7% 4.2% 2.1% 0.0% 8.3% 2.1% 4.2%

子どもの人数別

　１人 154 46.8% 49.4% 37.0% 31.2% 21.4% 18.8% 20.8% 5.2% 5.2% 4.5% 3.9% 9.7% 3.2% 0.6%

　２人 279 55.6% 47.3% 31.9% 36.2% 24.0% 17.2% 18.3% 10.0% 5.7% 4.3% 2.5% 9.7% 0.7% 1.1%

　３人 97 71.1% 51.5% 37.1% 37.1% 33.0% 20.6% 14.4% 7.2% 7.2% 2.1% 2.1% 6.2% 0.0% 0.0%

　４人 10 80.0% 50.0% 30.0% 30.0% 30.0% 40.0% 10.0% 30.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　５人 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　６人 2 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%
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２－４ 子育てへの関わり状況 

子育てへの関わり状況について、回答者本人と本人から見た配偶者について聞いたと

ころ、本人の評価は、「十分である」と「ある程度は十分である」を合せた『十分』が

78.2％で、「あまり十分ではない」と「不十分である」を合せた『不十分』は 20.7％で

あった。  

男女別では、女性の夫からの評価は『十分』（92.7％）、『不十分』（1.9％）と評価

が高いのに対し、男性の妻からの評価は『十分』（60.5％）、『不十分』（35.2％）と

なっている。また、本人の評価では『十分』（男性 58.9％、女性 89.5％）で女性が、『不

十分』（男性 38.2％、女性 10.2％）で男性の割合が多くなっている。  

前回調査と比較すると、女性の夫からの評価、男性の妻からの評価ともに『十分』の

割合が増えている。  

年齢別では、配偶者への評価、本人の評価のいずれも、年齢が下がるほど「十分であ

る」の割合が高くなっている。  

就業形態別では、正社員・正規社員で本人よりも配偶者への評価が高い。一方でパー

ト・アルバイト・非常勤、専業主婦・主夫では、本人の評価が配偶者への評価より高く

なっており、その差は 30 ポイント前後と大きくなっている。  

1 週間の労働時間別で見ると、20 時間未満、20～40 時間未満では本人の評価が高く、

配偶者への評価が低くなっており、逆に 40 時間以上では配偶者への評価の方が高くな

っている。  

“２－１  子どもと過ごす時間”（P26）とクロス集計をしてみると、平日・休日とも

に子どもと過ごす時間が「0～3 時間」で、本人の評価及び妻・夫からの評価両方で「不

十分である」の割合が高くなっている。  

⇒P45 に“２－７男性の育児への参加状況” 、P62 に“２－１２子育ての喜び”とのク

ロス集計の分析を記述している。  

 

図２－４－１ 男女別 子育てへの関わり状況  

男性：本人の評価 N=207、妻からの評価 N=372  

女性：本人の評価 N=372、夫からの評価 N=207 

 

13.5%

16.7%

38.2%

64.7%

45.4%

43.8%

51.3%

28.0%

29.0%

26.9%

8.6%

1.9%

9.2%

8.3%

1.6%

0.0%

2.9%

4.3%

0.3%

5.3%

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

本人の評価

妻からの評価

本人の評価

夫からの評価

十分である ある程度は十分である あまり十分ではない 不十分である 無回答

男性

女性

89.5

60.5

58.9

92.7

38.2

35.2

1.9

10.2
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14.0%

13.2%

15.8%

17.2%

52.3%

40.5%

42.1%

44.8%

25.6%

31.4%

30.8%

24.7%

7.0%

10.7%

7.5%

8.8%

1.2%

4.1%

3.8%

4.6%

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

理想≦予定子ども数

理想＞予定子ども数

理想≦予定子ども数

理想＞予定子ども数

十分である ある程度は十分である あまり十分ではない 不十分である 無回答

本人の

評価

妻から

の評価

62.0

57.9

53.7

66.3

33.5

32.6

38.3

42.1

17.2%

16.1%

34.8%

59.5%

46.2%

40.9%

55.1%

30.2%

25.2%

23.6%

7.7%

4.6%

9.2%

12.2%

1.2%

0.8%

2.3%

7.1%

1.2%

5.0%

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

本人の評価

妻からの評価

本人の評価

夫からの評価

十分である ある程度は十分である あまり十分ではない 不十分である 無回答

男性

女性

63.4

5.4

8.9

35.8

34.4

89.7

89.9

57.0

図２－４－２  男女別 子育てへの関わり状況（前回調査）  

男性：本人の評価 N=262、妻からの評価 N=508  

女性：本人の評価 N=508、夫からの評価 N=262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－４－３ 理想の子どもの数と予定の子どもの数との乖離の有無別 

子育てへの関わり状況（男性の妻からの評価） 

理想≦予定子ども数 N=133、理想＞予定子ども数 N=239 
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表２－４－１ 子育てへの関わり状況（本人の評価）  

 

表２－４－２  子育てへの関わり状況（配偶者への評価）  

 

十分である
ある程度は

十分である

あまり十分

ではない

不十分であ

る

総数 585 78.2% 29.1% 49.1% 20.7% 16.4% 4.3% 1.2%

男女別

　男性 207 58.9% 13.5% 45.4% 38.2% 29.0% 9.2% 2.9%

　女性 372 89.5% 38.2% 51.3% 10.2% 8.6% 1.6% 0.3%

年齢別

　20歳代 35 82.9% 54.3% 28.6% 14.3% 14.3% 0.0% 2.9%

　30歳代 215 79.5% 26.5% 53.0% 19.5% 14.4% 5.1% 0.9%

　40歳代 325 77.2% 28.3% 48.9% 21.5% 17.2% 4.3% 1.2%

就業形態別

　正社員・正規職員 269 62.8% 18.2% 44.6% 35.0% 26.4% 8.6% 2.2%

　派遣・契約・期限付

きの社員・職員
21 90.5% 23.8% 66.7% 9.5% 9.5% 0.0% 0.0%

　パート・アルバイ

ト・非常勤
149 93.3% 32.9% 60.4% 6.7% 6.0% 0.7% 0.0%

　自営業・家族従業 29 82.7% 24.1% 58.6% 17.2% 13.8% 3.4% 0.0%

　内職・在宅勤務 3 100.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　学生 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　専業主婦・主夫 101 95.0% 57.4% 37.6% 4.0% 4.0% 0.0% 1.0%

　無職 1 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%

　その他 4 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

１週間の労働時間別

　20時間未満 157 81.5% 27.4% 54.1% 18.4% 14.6% 3.8% 0.0%

　20～40時間未満 100 94.0% 36.0% 58.0% 6.0% 5.0% 1.0% 0.0%

　40～50時間未満 94 70.2% 17.0% 53.2% 25.5% 22.3% 3.2% 4.3%

　50～60時間未満 57 56.2% 15.8% 40.4% 42.1% 31.6% 10.5% 1.8%

　60時間以上 48 45.8% 8.3% 37.5% 52.1% 37.5% 14.6% 2.1%

回答者数
十分 不十分

無回答

十分である
ある程度は

十分である

あまり十分

ではない

不十分であ

る

総数 585 71.8% 33.5% 38.3% 23.6% 17.8% 5.8% 4.6%

男女別

　男性 207 92.7% 64.7% 28.0% 1.9% 1.9% 0.0% 5.3%

　女性 372 60.5% 16.7% 43.8% 35.2% 26.9% 8.3% 4.3%

年齢別

　20歳代 35 80.0% 40.0% 40.0% 17.1% 11.4% 5.7% 2.9%

　30歳代 215 75.4% 36.3% 39.1% 21.4% 17.7% 3.7% 3.3%

　40歳代 325 69.2% 31.7% 37.5% 25.0% 18.8% 6.2% 5.8%

就業形態別

　正社員・正規職員 269 79.6% 49.1% 30.5% 14.9% 11.9% 3.0% 5.6%

　派遣・契約・期限付

きの社員・職員
21 71.4% 14.3% 57.1% 19.0% 9.5% 9.5% 9.5%

　パート・アルバイ

ト・非常勤
149 63.1% 15.4% 47.7% 32.2% 24.8% 7.4% 4.7%

　自営業・家族従業 29 72.4% 41.4% 31.0% 20.6% 17.2% 3.4% 6.9%

　内職・在宅勤務 3 66.6% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0%

　学生 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　専業主婦・主夫 101 66.4% 22.8% 43.6% 33.6% 25.7% 7.9% 0.0%

　無職 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

　その他 4 75.0% 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0%

１週間の労働時間別

　20時間未満 157 63.7% 28.0% 35.7% 29.9% 22.9% 7.0% 6.4%

　20～40時間未満 100 66.0% 18.0% 48.0% 32.0% 24.0% 8.0% 2.0%

　40～50時間未満 94 78.8% 39.4% 39.4% 10.6% 8.5% 2.1% 10.6%

　50～60時間未満 57 87.7% 54.4% 33.3% 8.8% 5.3% 3.5% 3.5%

　60時間以上 48 93.7% 72.9% 20.8% 4.2% 4.2% 0.0% 2.1%

回答者数
十分 不十分

無回答
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表２－４－３  理想の子どもの数と予定の子どもの数との乖離の有無別  

子育てへの関わり状況  

（本人の評価）  

 

（配偶者への評価）  

  

十分である ある程度は

十分である

あまり十分

ではない

不十分であ

る

男性

理想≦予定子ども数 86 66.3% 14.0% 52.3% 32.6% 25.6% 7.0% 1.2%

理想＞予定子ども数 121 53.7% 13.2% 40.5% 42.1% 31.4% 10.7% 4.1%

女性

理想≦予定子ども数 133 90.9% 36.8% 54.1% 9.1% 8.3% 0.8% 0.0%

理想＞予定子ども数 239 88.7% 38.9% 49.8% 10.9% 8.8% 2.1% 0.4%

理

想

子

ど

も

数

と

予

定

子

ど

も

数

と

の

乖

離

子育ての関わり状況

無回答総計

不十分十分

十分である ある程度は

十分である

あまり十分

ではない

不十分であ

る

夫から

理想≦予定子ども数 86 97.6% 67.4% 30.2% 1.2% 1.2% 0.0% 1.2%

理想＞予定子ども数 121 89.2% 62.8% 26.4% 2.5% 2.5% 0.0% 8.3%

妻から

理想≦予定子ども数 133 57.9% 15.8% 42.1% 38.3% 30.8% 7.5% 3.8%

理想＞予定子ども数 239 62.0% 17.2% 44.8% 33.5% 24.7% 8.8% 4.6%

十分

理

想

子

ど

も

数

と

予

定

子

ど

も

数

と

の

乖

離

子育ての関わり状況

総計 無回答

不十分
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表２－４－４  子どもと過ごす時間別 子育てへの関わり状況  

（男性）  

 

（女性）  

 

  

十分である
ある程度は

十分である

あまり十分

ではない

不十分であ

る

本人

0～3時間 135 51.9% 10.4% 41.5% 48.1% 34.8% 13.3% 0.0%

3～6時間 44 79.5% 22.7% 56.8% 18.2% 18.2% 0.0% 2.3%

6～9時間 10 70.0% 30.0% 40.0% 30.0% 30.0% 0.0% 0.0%

9～12時間 9 88.9% 11.1% 77.8% 11.1% 0.0% 11.1% 0.0%

12～24時間 1 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%

妻から

0～3時間 231 54.1% 13.0% 41.1% 45.4% 33.3% 12.1% 0.4%

3～6時間 68 79.4% 19.1% 60.3% 20.6% 19.1% 1.5% 0.0%

6～9時間 27 74.0% 25.9% 48.1% 25.9% 25.9% 0.0% 0.0%

9～12時間 18 100.0% 44.4% 55.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

12～24時間 5 100.0% 40.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

本人

0～3時間 19 26.3% 10.5% 15.8% 73.7% 42.1% 31.6% 0.0%

3～6時間 26 57.6% 3.8% 53.8% 42.3% 38.5% 3.8% 0.0%

6～9時間 29 48.3% 13.8% 34.5% 51.7% 41.4% 10.3% 0.0%

9～12時間 38 57.9% 2.6% 55.3% 39.4% 28.9% 10.5% 2.6%

12～24時間 86 73.3% 23.3% 50.0% 26.7% 20.9% 5.8% 0.0%

妻から

0～3時間 49 38.8% 6.1% 32.7% 59.2% 30.6% 28.6% 2.0%

3～6時間 52 55.8% 15.4% 40.4% 44.3% 30.8% 13.5% 0.0%

6～9時間 40 52.5% 10.0% 42.5% 47.5% 42.5% 5.0% 0.0%

9～12時間 63 61.9% 12.7% 49.2% 38.0% 31.7% 6.3% 0.0%

12～24時間 137 81.0% 26.3% 54.7% 18.9% 18.2% 0.7% 0.0%

子

ど

も

と

過

ご

す

時

間
（

平

日
）

子

ど

も

と

過

ご

す

時

間
（

休

日
）

子育ての関わり

回答者数
十分 不十分

無回答

十分である
ある程度は

十分である

あまり十分

ではない

不十分であ

る

本人

0～3時間 61 73.8% 23.0% 50.8% 26.2% 16.4% 9.8% 0.0%

3～6時間 104 88.5% 23.1% 65.4% 11.5% 11.5% 0.0% 0.0%

6～9時間 63 96.8% 52.4% 44.4% 3.2% 3.2% 0.0% 0.0%

9～12時間 36 91.6% 44.4% 47.2% 8.3% 8.3% 0.0% 0.0%

12～24時間 105 94.3% 50.5% 43.8% 4.8% 4.8% 0.0% 1.0%

夫から

0～3時間 16 87.6% 43.8% 43.8% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0%

3～6時間 48 97.9% 52.1% 45.8% 2.1% 2.1% 0.0% 0.0%

6～9時間 37 97.3% 70.3% 27.0% 2.7% 2.7% 0.0% 0.0%

9～12時間 23 100.0% 56.5% 43.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

12～24時間 69 100.0% 88.4% 11.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

本人

0～3時間 24 70.8% 25.0% 45.8% 29.1% 20.8% 8.3% 0.0%

3～6時間 34 82.3% 23.5% 58.8% 17.6% 17.6% 0.0% 0.0%

6～9時間 30 90.0% 26.7% 63.3% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0%

9～12時間 44 88.6% 38.6% 50.0% 11.3% 6.8% 4.5% 0.0%

12～24時間 231 92.7% 42.9% 49.8% 7.0% 6.1% 0.9% 0.4%

夫から

0～3時間 5 80.0% 60.0% 20.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0%

3～6時間 11 100.0% 45.5% 54.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

6～9時間 16 100.0% 62.5% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

9～12時間 39 100.0% 59.0% 41.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

12～24時間 121 97.5% 75.2% 22.3% 2.5% 2.5% 0.0% 0.0%

無回答

子

ど

も

と

過

ご

す

時

間
（

平

日
）

子

ど

も

と

過

ご

す

時

間
（

休

日
）

子育ての関わり

回答者数
十分 不十分
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77.2%

15.2%

3.8%

6.3%

8.9%

6.3%

8.9%

2.5%

12.7%

8.9%

66.4%

34.4%

25.2%

19.8%

35.1%

21.4%

24.4%

35.9%

2.3%

2.3%

63.2%

7.9%

2.6%

5.3%

0.0%

15.8%

13.2%

0.0%

23.7%

2.6%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

25.0%

0.0%

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

仕事が忙しすぎるため

趣味や自分の個人的な楽しみの方を大切にするため

子どものことや家庭のことにあまり関心がないため

子どもの世話が面倒だと考えているため

子育ての大変さを理解していないため

子どもとどう接したらよいかわからないため

子育てに関する知識や情報が乏しいため

子育ては女性がするべきものと考えているため

その他

無回答

男性本人の評価

男性妻からの評価

女性本人の評価

女性夫からの評価

２－５ 子育てへの関わりが不十分な理由 

子育てへの関わりが不十分な理由について、男女別では、男性は、本人及び妻からの

評価ともに「仕事が忙しすぎるため」が本人 77.2％、妻から見た夫 66.4％とそれぞれ最

も高くなっている。本人の評価と妻からの評価で比較すると、「子育ての大変さを理解

していないため」、「子育ては女性がするべきものと考えているため」では本人の評価

より妻からの評価で不十分な理由としての割合が 20 ポイント以上高くなっている。  

年齢別では、本人の評価及び配偶者の評価において、「子どもの世話が面倒だと考え

ているため」、「子育ての大変さを理解していないため」、「子どもとどう接したらよ

いかわからないため」は年代が上がるほど割合が高い。一方で配偶者の評価において、

「仕事が忙しすぎるため」は、年代が下がるほど割合が高くなっている。  

1 週間の労働時間別では、配偶者への評価において、労働時間が少ないほど「子育て

に関する知識や情報が乏しいため」、「子育ては女性がするべきものと考えているため」

の割合が多くなっている。  

“１－４  理想の子どもの数と予定の子どもの数”  （P14）とクロス集計をしてみる

と、理想より予定子ども数が少ない場合、男性本人及び妻からの評価ともに「趣味や自

分の個人的な楽しみの方を大切にするため」、「子育ての大変さを理解していないため」

の割合が多くなっている。  

 

 図２－５ 男女別 子育てへの関わりが不十分な理由（いくつでも選択）  

男性：本人の評価 N=79、妻からの評価 N=131  

女性：本人の評価 N=38、夫からの評価 N=4    
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表２－５－１ 子育てへの関わりが不十分な理由（いくつでも選択）  

（本人の評価）  

 

（配偶者への評価）  

 

 

表２－５－２ 理想の子どもの数と予定の子どもの数との乖離の有無別  

男性の子育てへの関わりが不十分な理由（いくつでも選択）  

 

  

回答者数
仕事が忙し

すぎるため

趣味や自分

の個人的な

楽しみの方

を大切にす

るため

子どものこ

とや家庭の

ことにあま

り関心がな

いため

子どもの世

話が面倒だ

と考えてい

るため

子育ての大

変さを理解

していない

ため

子どもとど

う接したら

よいかわか

らないため

子育てに関

する知識や

情報が乏し

いため

子育ては女

性がするべ

きものと考

えているた

め

その他 無回答

総数 121 72.7% 13.2% 4.1% 5.8% 6.6% 9.1% 9.9% 2.5% 15.7% 6.6%

男女別

　男性 79 77.2% 15.2% 3.8% 6.3% 8.9% 6.3% 8.9% 2.5% 12.7% 8.9%

　女性 38 63.2% 7.9% 2.6% 5.3% 0.0% 15.8% 13.2% 0.0% 23.7% 2.6%

年齢別

　20歳代 5 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0%

　30歳代 42 78.6% 14.3% 2.4% 4.8% 2.4% 9.5% 11.9% 0.0% 21.4% 4.8%

　40歳代 70 70.0% 12.9% 4.3% 7.1% 8.6% 10.0% 10.0% 2.9% 11.4% 8.6%

１週間の労働時間別

　20時間未満 29 75.9% 6.9% 0.0% 13.8% 3.4% 13.8% 17.2% 0.0% 20.7% 3.4%

　20～40時間未満 6 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%

　40～50時間未満 24 66.7% 16.7% 8.3% 8.3% 8.3% 0.0% 0.0% 4.2% 12.5% 12.5%

　50～60時間未満 24 79.2% 20.8% 0.0% 4.2% 4.2% 0.0% 8.3% 4.2% 12.5% 12.5%

　60時間以上 25 88.0% 8.0% 4.0% 0.0% 12.0% 12.0% 12.0% 0.0% 12.0% 0.0%

回答者数
仕事が忙し

すぎるため

趣味や自分

の個人的な

楽しみの方

を大切にす

るため

子どものこ

とや家庭の

ことにあま

り関心がな

いため

子どもの世

話が面倒だ

と考えてい

るため

子育ての大

変さを理解

していない

ため

子どもとど

う接したら

よいかわか

らないため

子育てに関

する知識や

情報が乏し

いため

子育ては女

性がするべ

きものと考

えているた

め

その他 無回答

総数 138 67.4% 34.1% 25.4% 20.3% 34.8% 21.7% 24.6% 34.8% 2.9% 2.2%

男女別

　男性 4 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0%

　女性 131 66.4% 34.4% 25.2% 19.8% 35.1% 21.4% 24.4% 35.9% 2.3% 2.3%

年齢別

　20歳代 6 83.3% 33.3% 16.7% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0%

　30歳代 46 76.1% 43.5% 19.6% 15.2% 32.6% 13.0% 30.4% 34.8% 2.2% 4.3%

　40歳代 81 63.0% 28.4% 27.2% 22.2% 35.8% 24.7% 22.2% 34.6% 3.7% 1.2%

１週間の労働時間別

　20時間未満 47 68.1% 31.9% 21.3% 23.4% 34.0% 21.3% 27.7% 38.3% 2.1% 2.1%

　20～40時間未満 32 62.5% 40.6% 31.3% 21.9% 40.6% 25.0% 18.8% 34.4% 3.1% 0.0%

　40～50時間未満 10 60.0% 20.0% 30.0% 20.0% 20.0% 20.0% 10.0% 30.0% 10.0% 0.0%

　50～60時間未満 5 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%

　60時間以上 2 100.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%

回答者数
仕事が忙し

すぎるため

趣味や自分

の個人的な

楽しみの方

を大切にす

るため

子どものこ

とや家庭の

ことにあま

り関心がな

いため

子どもの世

話が面倒だ

と考えてい

るため

子育ての大

変さを理解

していない

ため

子どもとど

う接したら

よいかわか

らないため

子育てに関

する知識や

情報が乏し

いため

子育ては女

性がするべ

きものと考

えているた

め

その他 無回答

男性

理想≦予定子ども数 28 85.7% 10.7% 0.0% 7.1% 7.1% 10.7% 14.3% 3.6% 7.1% 7.1%
理想＞予定子ども数 51 72.5% 17.6% 5.9% 5.9% 9.8% 3.9% 5.9% 2.0% 15.7% 9.8%
女性

理想≦予定子ども数 51 64.7% 23.5% 19.6% 17.6% 27.5% 15.7% 19.6% 31.4% 3.9% 3.9%
理想＞予定子ども数 80 67.5% 41.3% 28.8% 21.3% 40.0% 25.0% 27.5% 38.8% 1.3% 1.3%

理

想

子

供

数

と

予

定

子

ど

も

数

と

の

乖

離

男性の子育てへのかかわりが不十分な理由



39 

 

72.5%

9.2%

7.7%

3.9%

1.9%

0.5%

4.8%

0.5%

0.0%

6.3%

75.5%

5.9%

2.7%

1.9%

2.7%

0.8%

4.0%

1.9%

0.0%

10.2%

12.6%

1.1%

24.7%

7.5%

3.0%

13.4%

3.8%

37.9%

19.4%

3.5%

15.5%

3.4%

24.6%

8.2%

3.9%

11.6%

5.3%

28.0%

10.6%

11.1%

0% 20% 40% 60% 80%

これまでと変わらない

労働時間を増やした

労働時間を減らした

勤務時間（フレックスタイム含む）、勤務日を変えた

勤務地を変えた

正社員からパート・アルバイトに変えた

転職した

仕事を辞めた

元々仕事はしていなかった

無回答

男性本人の評価

男性妻からの評価

女性本人の評価

女性夫からの評価

２－６ 子どもが生まれてからの働き方・時間の使い方 

（１）働き方  

子どもが生まれてからの働き方について、回答者本人と本人から見た配偶者について

聞いたところ、「これまでと変わらない」（34.2％）が最も多く、次いで、「仕事を辞

めた」（24.6％）、「労働時間を減らした」（18.6％）の順となっている。  

男女別では、男性では「これまでと変わらない」（本人 72.5％、妻から 75.5％）が 7

割以上と最も多い。女性では「仕事を辞めた」（本人 37.9％、夫から 28.0％）が最も多

く、次いで「労働時間を減らした」、「正社員からパート・アルバイトに変えた」の順

となっている。  

 

 

図２－６－１ 男女別  子どもが生まれてからの働き方（いくつでも選択）  

男性：本人の評価 N=207、妻からの評価 N=372  

女性：本人の評価 N=372、夫からの評価 N=207  
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表２－６－１ 子どもが生まれてからの働き方（いくつでも選択）  

（本人の評価）  

 

（配偶者への評価）  

 

回答者数 これまでと

変わらない

労働時間を

増やした

労働時間を

減らした

勤務時間

（フレック

スタイム含

む）、勤務

日を変えた

勤務地を変

えた

正社員から

パート・ア

ルバイトに

変えた

転職した 仕事を辞め

た

元々仕事は

していな

かった

無回答

総数 585 34.2% 3.9% 18.6% 6.3% 2.7% 8.9% 4.3% 24.6% 12.5% 4.4%

男女別

　男性 207 72.5% 9.2% 7.7% 3.9% 1.9% 0.5% 4.8% 0.5% 0.0% 6.3%

　女性 372 12.6% 1.1% 24.7% 7.5% 3.0% 13.4% 3.8% 37.9% 19.4% 3.5%

年齢別

　20歳代 35 31.4% 0.0% 11.4% 5.7% 2.9% 2.9% 5.7% 31.4% 17.1% 8.6%

　30歳代 215 32.1% 4.7% 24.7% 8.8% 4.2% 7.4% 5.6% 23.3% 10.7% 5.6%

　40歳代 325 36.0% 4.0% 15.7% 4.6% 1.5% 10.5% 3.1% 24.6% 12.3% 3.4%

１週間の労働時間別

　20時間未満 157 29.3% 1.9% 24.2% 10.2% 4.5% 12.1% 4.5% 29.3% 10.8% 2.5%

　20～40時間未満 100 13.0% 2.0% 32.0% 11.0% 3.0% 26.0% 3.0% 40.0% 12.0% 0.0%

　40～50時間未満 94 51.1% 4.3% 24.5% 4.3% 4.3% 3.2% 6.4% 9.6% 2.1% 5.3%

　50～60時間未満 57 71.9% 14.0% 7.0% 3.5% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 1.8% 3.5%

　60時間以上 48 70.8% 8.3% 4.2% 2.1% 2.1% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 10.4%

回答者数 これまでと

変わらない

労働時間を

増やした

労働時間を

減らした

勤務時間

（フレック

スタイム含

む）、勤務

日を変えた

勤務地を変

えた

正社員から

パート・ア

ルバイトに

変えた

転職した 仕事を辞め

た

元々仕事は

していな

かった

無回答

総数 585 53.8% 5.5% 10.6% 4.1% 3.1% 4.8% 4.4% 11.1% 3.8% 10.4%

男女別

　男性 207 15.5% 3.4% 24.6% 8.2% 3.9% 11.6% 5.3% 28.0% 10.6% 11.1%

　女性 372 75.5% 5.9% 2.7% 1.9% 2.7% 0.8% 4.0% 1.9% 0.0% 10.2%

年齢別

　20歳代 35 60.0% 11.4% 17.1% 8.6% 0.0% 5.7% 2.9% 5.7% 0.0% 2.9%

　30歳代 215 51.6% 6.5% 10.2% 5.1% 4.2% 4.7% 7.4% 13.5% 3.3% 9.8%

　40歳代 325 54.8% 3.4% 9.8% 3.1% 2.8% 4.6% 2.8% 10.5% 4.6% 12.0%

１週間の労働時間別

　20時間未満 157 63.1% 2.5% 11.5% 4.5% 1.9% 2.5% 3.2% 10.8% 1.9% 8.3%

　20～40時間未満 100 76.0% 7.0% 4.0% 2.0% 3.0% 0.0% 4.0% 2.0% 0.0% 9.0%

　40～50時間未満 94 33.0% 3.2% 10.6% 2.1% 4.3% 10.6% 5.3% 17.0% 7.4% 19.1%

　50～60時間未満 57 26.3% 7.0% 21.1% 10.5% 7.0% 15.8% 3.5% 22.8% 7.0% 7.0%

　60時間以上 48 16.7% 4.2% 20.8% 12.5% 2.1% 8.3% 8.3% 27.1% 14.6% 10.4%
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19.3%

45.9%

9.2%

40.6%

30.0%

37.7%

3.4%

41.7%

19.6%

5.6%

38.7%

12.6%

15.1%

11.0%

5.4%

48.1%

32.8%

43.0%

56.2%

60.8%

0.8%

6.8%

34.3%

27.1%

41.1%

45.4%

43.0%

11.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

これまでと変わらない

友人との付き合い、趣味の活動時間を減らした

子どもに関係した友人との付き合い、新しい趣味（ボランティア、PTA含む）の

活動を始めた

子どもを含めて家族で楽しめることを始めた

子ども中心の生活とし、自分の時間はもたないようになった

家事をする時間が増えた

無回答 男性本人の評価 男性妻からの評価

女性本人の評価 女性夫からの評価

子どもに関係した友人との付き合い、新しい趣味

（ボランティア、PTA含む）の活動を始めた

（２）日ごろの自分の時間の過ごし方  

子どもが生まれてからの時間の使い方について、回答者本人と本人から見た配偶者に

ついて聞いたところ、男性では、本人の評価と妻からの評価を比較すると、「友人との

付き合い、趣味の活動時間を減らした」（本人 45.9％、妻から見た夫 19.6％）、「家事

をする時間が増えた」（本人 37.7％、妻から見た夫 15.1％）、「子ども中心の生活とし、

自分の時間はもたないようになった」（本人 30.0％、妻から見た夫 12.6％）で妻からの

評価は低くなっている。  

女性では「家事をする時間が増えた」（本人 60.8％、夫から見た妻 43.0％）が本人の

評価で最も多く、次いで「子ども中心の生活とし、自分の時間はもたないようになった」

（本人 56.2％、夫から見た妻 45.4％）となっている。  

女性の有業無業別では、女性の本人の評価においては、有業の場合に「家事をする時

間が増えた」の割合が高く、無業の場合に「子ども中心の生活とし、自分の時間はもた

ないようになった」や「家事をする時間が増えた」の割合が高くなっている。  

 

 

 図２－６－２ 男女別 子どもが生まれてからの時間の過ごし方（いくつでも選択）  

男性：本人の評価 N=207、妻からの評価 N=372  

女性：本人の評価 N=372、夫からの評価 N=207  
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表２－６－２ 子どもが生まれてからの時間の過ごし方（いくつでも選択）  

（本人について）  

 

（配偶者について）  

 

 

表２－６－３ 女性の有業無業別 子どもが生まれてからの時間の過ごし方（いくつでも選択）  

（自身について）  

 

回答者数 これまでと

変わらない

友人との付

き合い、趣

味の活動時

間を減らし

た

子どもに関係

した友人との

付き合い、新

しい趣味（ボ

ランティア、

PTA含む）の活

動を始めた

子どもを含

めて家族で

楽しめるこ

とを始めた

子ども中心

の生活と

し、自分の

時間はもた

ないように

なった

家事をする

時間が増え

た

無回答

総数 585 10.4% 47.0% 24.3% 42.4% 47.0% 52.3% 1.7%

男女別

　男性 207 19.3% 45.9% 9.2% 40.6% 30.0% 37.7% 3.4%

　女性 372 5.4% 48.1% 32.8% 43.0% 56.2% 60.8% 0.8%

年齢別

　20歳代 35 11.4% 57.1% 17.1% 51.4% 57.1% 45.7% 2.9%

　30歳代 215 8.8% 53.5% 20.9% 43.7% 47.9% 58.1% 2.3%

　40歳代 325 11.4% 42.2% 27.4% 40.3% 45.2% 49.2% 1.2%

１週間の労働時間別

　20時間未満 157 9.6% 49.7% 30.6% 45.9% 49.0% 57.3% 1.3%

　20～40時間未満 100 2.0% 44.0% 36.0% 36.0% 51.0% 66.0% 0.0%

　40～50時間未満 94 19.1% 47.9% 14.9% 40.4% 40.4% 44.7% 3.2%

　50～60時間未満 57 14.0% 54.4% 14.0% 45.6% 33.3% 40.4% 0.0%

　60時間以上 48 14.6% 45.8% 8.3% 29.2% 29.2% 29.2% 8.3%

回答者数 これまでと

変わらない

友人との付

き合い、趣

味の活動時

間を減らし

た

子どもに関係

した友人との

付き合い、新

しい趣味（ボ

ランティア、

PTA含む）の活

動を始めた

子どもを含

めて家族で

楽しめるこ

とを始めた

子ども中心

の生活と

し、自分の

時間はもた

ないように

なった

家事をする

時間が増え

た

無回答

総数 585 29.1% 25.1% 13.2% 39.3% 24.3% 25.1% 11.1%

男女別

　男性 207 6.8% 34.3% 27.1% 41.1% 45.4% 43.0% 11.1%

　女性 372 41.7% 19.6% 5.6% 38.7% 12.6% 15.1% 11.0%

年齢別

　20歳代 35 31.4% 37.1% 8.6% 51.4% 34.3% 20.0% 5.7%

　30歳代 215 24.7% 32.1% 11.6% 40.9% 27.0% 29.8% 10.2%

　40歳代 325 31.7% 18.8% 15.1% 37.2% 21.5% 22.8% 12.0%

１週間の労働時間別

　20時間未満 157 31.8% 27.4% 10.2% 38.9% 24.8% 21.7% 9.6%

　20～40時間未満 100 48.0% 12.0% 8.0% 33.0% 12.0% 12.0% 11.0%

　40～50時間未満 94 19.1% 26.6% 21.3% 38.3% 27.7% 31.9% 16.0%

　50～60時間未満 57 12.3% 36.8% 28.1% 42.1% 38.6% 49.1% 8.8%

　60時間以上 48 4.2% 27.1% 25.0% 33.3% 39.6% 39.6% 12.5%

回答者数 これまでと

変わらない

友人との付

き合い、趣

味の活動時

間を減らし

た

子どもに関係

した友人との

付き合い、新

しい趣味（ボ

ランティア、

PTA含む）の活

動を始めた

子どもを含

めて家族で

楽しめるこ

とを始めた

子ども中心

の生活と

し、自分の

時間はもた

ないように

なった

家事をする

時間が増え

た

無回答

　子を持つ女性（全体） 372 5.4% 48.1% 32.8% 43.0% 56.2% 60.8% 0.8%

　有業 269 4.5% 50.6% 35.3% 41.3% 55.0% 61.3% 0.7%

　無業 102 7.8% 41.2% 26.5% 48.0% 58.8% 58.8% 1.0%
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２－７ 男性の育児への参加状況 

男性の育児への参加状況について、小学校入学前の育児について、父親（回答者本人

又は女性回答者の夫）が行っている（行っていた）育児の状況を聞いたところ、いずれ

の項目も『週１～２日程度』又は『ほとんどしない』の割合が多くなっている。  

『週１～２日程度』の割合が最も多い項目は、「散歩など、屋外へ遊びに連れて行く」

（69.4％）、「日常生活上のしつけ」（38.6％）、「妻の気持ちや考えを理解する」（37.4％）、

「妻の悩み事を聞く」（37.3％）、「家の中で、話や遊び相手をする」（36.8％）、「入

浴させる」（36.4％）、「おむつを取り替える」（33.7%）となっている。  

『ほとんどしない』の割合が最も多い項目は、「ベビーシッター等の手配・交渉」

（83.9％）、「保育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り迎え」（64.3％）、「寝

かしつける」（43.6％）、「食事の世話をする」（41.2％）となっている。  

また、『週 5 日以上』は、「入浴させる」（24.3％）、「家の中で、話や遊び相手を

する」（22.6％）が多くなっている。  

男性の育児について妻が行ってほしいことについては、「散歩など、屋外へ遊びに連

れていく」（57.3％）が最も多く、次いで、「家の中で、話しや遊び相手をする」（ 49.2％）、

「入浴をさせる」（45.7％）の順となっている。一方で「ベビーシッター等の手配・交

渉」（4.3％）が最も低く、次いで、「保育所・幼稚園等（日中預けている場所）の送り

迎え」（16.7％）、「食事の世話をする」（17.7％）の順となっている。  

年齢別では、年代が下るほど、「家の中で、話しや遊び相手をする」、「入浴をさせ

る」、「寝かしつける」、「おむつを取り替える」の割合が多くなっている。  

 

“２－４子育てへの関わり状況 ”（P32）とクロス集計をしてみると、男性の子育てへ

の関わりについて、「入浴をさせる」、「家の中で、話しや遊びをする」は、「週 3～4

回程度」で、その他すべての項目は、「週 1～2 回程度」で、妻からの評価『十分』が

60％以上の割合となっている。  

一方で、「ほとんどしない」に対して妻からの評価の『不十分』の割合が 40％未満と

低いのは、「ベビーシッター等の手配・交渉」（37.9％）、「保育所・幼稚園等（日中

預けている場所）の送り迎え」（38.8％）となっている。  
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22.6%

24.3%

3.8%

14.7%

12.8%

10.8%

17.6%

8.5%

10.8%

5.6%

0.2%

1.2%

25.3%

21.9%

6.7%

18.5%

15.6%

14.9%

16.4%

9.2%

11.6%

4.3%

0.0%

1.0%

36.8%

36.4%

69.4%

38.6%

37.4%

37.3%

33.7%

33.7%

26.5%

15.7%

0.9%

3.6%

8.2%

11.6%

13.7%

21.4%

26.5%

29.6%

25.3%

41.2%

43.6%

64.3%

83.9%

24.4%

7.2%

5.8%

6.5%

6.8%

7.7%

7.5%

7.0%

7.4%

7.5%

10.1%

15.0%

69.7%

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

家の中で、話や遊び相手をする

入浴させる

散歩など、屋外へ遊びに連れて行く

日常生活上のしつけ

妻の気持ちや考えを理解する

妻の悩み事を聞く

おむつを取り替える

食事の世話をする

寝かしつける

保育所・幼稚園等(日中預けている場所)の送り迎え

ベビーシッター等の手配・交渉

その他

週５日以上 週3～4日程度 週1～2日程度 ほとんどしない 無回答

図２－７ 男性の育児への参加状況  

N=585     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－７－１  男性の育児について行ってほしい（行いたい）こと  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回

答

者

数

散

歩

な

ど

、

屋

外

へ

遊

び

に

連

れ

て

行

く

家

の

中

で

、

話

や

遊

び

相

手

を

す

る

入

浴

さ

せ

る

寝

か

し

つ

け

る

日

常

生

活

上

の

し

つ

け

お

む

つ

を

取

り

替

え

る

食

事

の

世

話

を

す

る

保

育

所

・

幼

稚

園

等

（

日

中

預

け

て

い

る

場

所

）

の

送

り

迎

え

ベ

ビ

ー

シ

ッ

タ

ー

等

の

手

配

・

交

渉

そ

の

他

行

っ

て

ほ

し

い

こ

と

は

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

総数 585 53.8% 45.6% 40.9% 29.1% 29.1% 21.2% 17.1% 15.2% 3.9% 3.2% 5.6% 4.1% 15.9%

男女別

　男性 207 47.8% 39.1% 32.4% 24.6% 25.6% 21.7% 16.4% 12.1% 3.4% 1.4% 6.3% 6.3% 21.3%

　女性 372 57.3% 49.2% 45.7% 32.0% 30.9% 21.0% 17.7% 16.7% 4.3% 4.3% 5.1% 3.0% 12.6%

年齢別

　20歳代 35 48.6% 51.4% 65.7% 31.4% 31.4% 28.6% 20.0% 8.6% 0.0% 5.7% 5.7% 2.9% 11.4%

　30歳代 215 56.7% 48.4% 42.8% 29.8% 28.8% 22.8% 16.7% 17.2% 3.7% 2.3% 3.7% 5.1% 12.1%

　40歳代 325 52.9% 43.4% 37.2% 28.6% 28.9% 19.7% 17.5% 14.5% 4.3% 3.7% 6.5% 3.7% 18.5%
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表２－７－２ 男性の育児への参加状況  

  

回答者数 週５日以上 週3～4日程度 週1～2日程度 ほとんどしない 無回答

総数 585 8.5% 9.2% 33.7% 41.2% 7.4%
　男性 207 6.8% 15.9% 37.2% 30.0% 10.1%
　女性 372 9.7% 5.6% 32.0% 46.8% 5.9%
　20歳代 35 17.1% 14.3% 22.9% 40.0% 5.7%
　30歳代 215 8.8% 10.2% 43.3% 31.6% 6.0%
　40歳代 325 7.7% 8.3% 29.2% 46.2% 8.6%
総数 585 17.6% 16.4% 33.7% 25.3% 7.0%
　男性 207 21.7% 24.2% 30.0% 14.0% 10.1%
　女性 372 15.3% 12.4% 36.0% 30.9% 5.4%
　20歳代 35 31.4% 20.0% 28.6% 17.1% 2.9%
　30歳代 215 19.1% 18.6% 31.2% 25.1% 6.0%
　40歳代 325 15.1% 14.8% 36.3% 25.5% 8.3%
総数 585 24.3% 21.9% 36.4% 11.6% 5.8%
　男性 207 29.0% 25.6% 29.0% 9.2% 7.2%
　女性 372 22.0% 19.1% 40.9% 12.9% 5.1%
　20歳代 35 28.6% 22.9% 28.6% 17.1% 2.9%
　30歳代 215 18.6% 22.8% 41.9% 12.1% 4.7%
　40歳代 325 27.7% 20.3% 34.5% 10.5% 7.1%
総数 585 10.8% 11.6% 26.5% 43.6% 7.5%
　男性 207 15.0% 15.9% 27.5% 31.4% 10.1%
　女性 372 8.6% 8.9% 26.1% 50.3% 6.2%
　20歳代 35 17.1% 8.6% 37.1% 34.3% 2.9%
　30歳代 215 9.3% 12.1% 28.8% 43.7% 6.0%
　40歳代 325 11.1% 11.1% 24.3% 44.3% 9.2%
総数 585 22.6% 25.3% 36.8% 8.2% 7.2%
　男性 207 25.1% 30.0% 31.9% 4.3% 8.7%
　女性 372 21.2% 22.8% 39.0% 10.5% 6.5%
　20歳代 35 51.4% 22.9% 22.9% 0.0% 2.9%
　30歳代 215 22.3% 22.8% 41.9% 7.9% 5.1%
　40歳代 325 19.7% 27.1% 34.8% 9.2% 9.2%
総数 585 3.8% 6.7% 69.4% 13.7% 6.5%
　男性 207 3.4% 12.1% 68.1% 7.7% 8.7%
　女性 372 4.0% 3.8% 70.2% 16.7% 5.4%
　20歳代 35 2.9% 5.7% 82.9% 5.7% 2.9%
　30歳代 215 2.8% 7.4% 68.4% 15.8% 5.6%
　40歳代 325 4.6% 6.2% 68.9% 12.6% 7.7%
総数 585 14.7% 18.5% 38.6% 21.4% 6.8%
　男性 207 16.4% 26.6% 36.2% 11.6% 9.2%
　女性 372 14.0% 13.7% 39.8% 26.9% 5.6%
　20歳代 35 28.6% 14.3% 40.0% 14.3% 2.9%
　30歳代 215 13.0% 16.3% 42.8% 22.3% 5.6%
　40歳代 325 14.8% 20.0% 35.7% 21.2% 8.3%
総数 585 5.6% 4.3% 15.7% 64.3% 10.1%
　男性 207 3.9% 5.3% 17.9% 60.4% 12.6%
　女性 372 6.7% 3.8% 14.8% 65.9% 8.9%
　20歳代 35 0.0% 2.9% 8.6% 62.9% 25.7%
　30歳代 215 6.0% 3.7% 14.0% 65.6% 10.7%
　40歳代 325 6.2% 4.9% 17.8% 62.8% 8.3%
総数 585 0.2% 0.0% 0.9% 83.9% 15.0%
　男性 207 0.0% 0.0% 1.0% 85.0% 14.0%
　女性 372 0.3% 0.0% 0.8% 83.1% 15.9%
　20歳代 35 0.0% 0.0% 0.0% 65.7% 34.3%
　30歳代 215 0.0% 0.0% 1.4% 85.1% 13.5%
　40歳代 325 0.3% 0.0% 0.6% 84.6% 14.5%
総数 585 10.8% 14.9% 37.3% 29.6% 7.5%
　男性 207 11.1% 18.8% 36.2% 24.6% 9.2%
　女性 372 10.8% 12.6% 37.6% 32.3% 6.7%
　20歳代 35 22.9% 22.9% 34.3% 17.1% 2.9%
　30歳代 215 9.3% 16.7% 41.4% 26.5% 6.0%
　40歳代 325 10.2% 12.9% 35.1% 32.6% 9.2%
総数 585 12.8% 15.6% 37.4% 26.5% 7.7%
　男性 207 13.5% 22.7% 34.8% 19.8% 9.2%
　女性 372 12.6% 11.8% 38.7% 29.8% 7.0%
　20歳代 35 28.6% 14.3% 45.7% 8.6% 2.9%
　30歳代 215 14.4% 16.7% 37.7% 25.1% 6.0%
　40歳代 325 9.8% 15.4% 36.3% 28.9% 9.5%
総数 585 1.2% 1.0% 3.6% 24.4% 69.7%
　男性 207 1.0% 1.0% 3.9% 28.0% 66.2%
　女性 372 1.3% 1.1% 3.2% 22.8% 71.5%
　20歳代 35 2.9% 0.0% 0.0% 25.7% 71.4%
　30歳代 215 1.4% 1.4% 2.8% 24.7% 69.8%
　40歳代 325 0.9% 0.9% 4.3% 24.9% 68.9%

その他

食事の世話をする

おむつを取り替える

入浴させる

寝かしつける

家の中で、話や遊び相

手をする

散歩など、屋外へ遊び
に連れて行く

日常生活上のしつけ

保育所・幼稚園等（日
中預けている場所）の

送り迎え

ベビーシッター等の手

配・交渉

妻の悩み事を聞く

妻の気持ちや考えを理

解する
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表２－７－３ 男性の育児への参加状況別 子育てへの関わり状況（妻からの評価）  

 

  

十分であ

る

ある程度

は十分で

ある

あまり十

分ではな

い

不十分で

ある

週５日以上 36 77.8% 25.0% 52.8% 22.3% 16.7% 5.6% 0.0%

週3～4日程度 21 95.2% 38.1% 57.1% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8%

週1～2日程度 119 67.2% 18.5% 48.7% 32.8% 29.4% 3.4% 0.0%

ほとんどしない 174 52.8% 12.6% 40.2% 46.5% 33.3% 13.2% 0.6%

週５日以上 57 80.7% 31.6% 49.1% 19.3% 17.5% 1.8% 0.0%

週3～4日程度 46 76.0% 21.7% 54.3% 23.9% 21.7% 2.2% 0.0%

週1～2日程度 134 60.4% 16.4% 44.0% 39.6% 30.6% 9.0% 0.0%

ほとんどしない 115 51.3% 9.6% 41.7% 46.9% 33.0% 13.9% 1.7%

週５日以上 82 84.2% 35.4% 48.8% 15.8% 14.6% 1.2% 0.0%

週3～4日程度 71 69.0% 16.9% 52.1% 29.5% 23.9% 5.6% 1.4%

週1～2日程度 152 56.6% 10.5% 46.1% 42.8% 32.9% 9.9% 0.7%

ほとんどしない 48 39.6% 10.4% 29.2% 60.4% 39.6% 20.8% 0.0%

週５日以上 32 84.4% 31.3% 53.1% 15.6% 15.6% 0.0% 0.0%

週3～4日程度 33 93.9% 30.3% 63.6% 6.1% 6.1% 0.0% 0.0%

週1～2日程度 97 73.2% 17.5% 55.7% 26.8% 20.6% 6.2% 0.0%

ほとんどしない 187 48.2% 11.8% 36.4% 50.8% 38.0% 12.8% 1.1%

週５日以上 79 86.0% 35.4% 50.6% 13.9% 13.9% 0.0% 0.0%

週3～4日程度 85 75.3% 20.0% 55.3% 23.5% 18.8% 4.7% 1.2%

週1～2日程度 145 51.7% 8.3% 43.4% 47.6% 40.0% 7.6% 0.7%

ほとんどしない 39 30.8% 7.7% 23.1% 69.2% 33.3% 35.9% 0.0%

週５日以上 15 80.0% 40.0% 40.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0%

週3～4日程度 14 92.8% 21.4% 71.4% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0%

週1～2日程度 261 66.7% 19.2% 47.5% 32.6% 27.2% 5.4% 0.8%

ほとんどしない 62 37.1% 3.2% 33.9% 62.9% 37.1% 25.8% 0.0%

週５日以上 52 84.7% 38.5% 46.2% 15.3% 11.5% 3.8% 0.0%

週3～4日程度 51 82.4% 15.7% 66.7% 15.7% 11.8% 3.9% 2.0%

週1～2日程度 148 63.5% 14.2% 49.3% 35.8% 31.1% 4.7% 0.7%

ほとんどしない 100 42.0% 12.0% 30.0% 58.0% 40.0% 18.0% 0.0%

週５日以上 25 68.0% 16.0% 52.0% 32.0% 28.0% 4.0% 0.0%

週3～4日程度 14 78.6% 28.6% 50.0% 21.4% 7.1% 14.3% 0.0%

週1～2日程度 55 61.9% 16.4% 45.5% 36.4% 36.4% 0.0% 1.8%

ほとんどしない 245 60.8% 15.9% 44.9% 38.8% 28.2% 10.6% 0.4%

週５日以上 1 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%

週3～4日程度 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

週1～2日程度 3 66.7% 0.0% 66.7% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0%

ほとんどしない 309 61.8% 16.8% 45.0% 37.9% 28.8% 9.1% 0.3%

週５日以上 40 87.5% 40.0% 47.5% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0%

週3～4日程度 47 80.8% 25.5% 55.3% 19.1% 17.0% 2.1% 0.0%

週1～2日程度 140 65.7% 16.4% 49.3% 34.3% 30.0% 4.3% 0.0%

ほとんどしない 120 45.0% 8.3% 36.7% 53.3% 35.0% 18.3% 1.7%

週５日以上 47 85.1% 40.4% 44.7% 14.9% 14.9% 0.0% 0.0%

週3～4日程度 44 79.6% 27.3% 52.3% 20.5% 18.2% 2.3% 0.0%

週1～2日程度 144 65.3% 15.3% 50.0% 34.8% 28.5% 6.3% 0.0%

ほとんどしない 111 44.1% 7.2% 36.9% 54.0% 36.9% 17.1% 1.8%

週５日以上 5 60.0% 20.0% 40.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0%

週3～4日程度 4 100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

週1～2日程度 12 75.0% 8.3% 66.7% 25.0% 16.7% 8.3% 0.0%

ほとんどしない 85 49.4% 10.6% 38.8% 49.4% 40.0% 9.4% 1.2%

妻の気持ちや考え

を理解する

その他

保育所・幼稚園等

（日中預けている

場所）の送り迎え

ベビーシッター等

の手配・交渉

妻の悩み事を聞く

家の中で、話や遊

び相手をする

散歩など、屋外へ

遊びに連れて行く

日常生活上のしつ

け

男
性
の
育
児
の
状
況

食事の世話をする

おむつを取り替え

る

入浴させる

寝かしつける

子育てへの関わり（妻からの評価）

総計

十分 不十分

無回答
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49.7%

44.4%

31.6%

23.6%

9.4%

8.9%

7.2%

5.1%

4.3%

3.8%

3.6%

3.4%

2.7%

0.7%

0.7%

0% 20% 40% 60%

幼稚園<預かり保育を含む>

誰でも自由に利用できる憩い・遊び・相談の場

(地域子育て支援センター等)

認可保育所

放課後児童クラブ<学童保育>

放課後子ども教室

認定こども園

一時・特定保育

ファミリーサポートセンター

認可外保育施設

子育て情報・支援ネットワーク

病児・病後児保育

事業所内保育

休日保育

居宅訪問型保育、家庭的保育

その他

２－８ 子育てに利用した制度・利用したかった（してみたい）制度  

（１）利用した制度  

利用した制度について、「幼稚園＜預かり保育を含む＞」が 49.7％と最も多く、次い

で「誰でも自由に利用できる憩い・遊び・相談の場 (地域子育て支援センター等 )」が 44.4％、

「認可保育所」が 31.6％となっている。  

 

 

 

図２－８－１  利用した制度（いくつでも選択）  

N=585    
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回

答

者

数

幼

稚

園

<

預

か

り

保

育

を

含

む

>

誰

で

も

自

由

に

利

用

で

き

る

憩

い

・

遊

び

・

相

談

の

場

(

地

域

子

育

て

支

援

セ

ン

タ

ー

等

)

認

可

保

育

所

放

課

後

児

童

ク

ラ

ブ

<

学

童

保

育

>

放

課

後

子

ど

も

教

室

認

定

こ

ど

も

園

一

時

・

特

定

保

育

フ

ァ

ミ

リ

ー

サ

ポ

ー

ト

セ

ン

タ

ー

認

可

外

保

育

施

設

子

育

て

情

報

・

支

援

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

病

児

・

病

後

児

保

育

事

業

所

内

保

育

休

日

保

育

居

宅

訪

問

型

保

育

、

家

庭

的

保

育

そ

の

他

総数 585 49.7% 44.4% 31.6% 23.6% 9.4% 8.9% 7.2% 5.1% 4.3% 3.8% 3.6% 3.4% 2.7% 0.7% 0.7%

男女別

　男性 207 53.1% 33.8% 26.1% 19.8% 5.3% 5.8% 3.9% 2.4% 2.9% 3.4% 2.9% 2.9% 2.9% 0.0% 0.0%

　女性 372 47.8% 50.8% 34.7% 25.3% 11.6% 10.5% 9.1% 6.7% 5.1% 4.0% 4.0% 3.8% 2.7% 1.1% 1.1%

年齢別

　20歳代 35 11.4% 54.3% 31.4% 0.0% 0.0% 2.9% 2.9% 14.3% 2.9% 5.7% 2.9% 8.6% 2.9% 0.0% 0.0%

　30歳代 215 43.7% 53.0% 29.8% 19.1% 6.5% 10.7% 9.8% 4.2% 2.8% 3.7% 5.1% 3.3% 2.8% 0.5% 0.5%

　40歳代 325 57.2% 38.2% 33.2% 28.9% 12.0% 8.3% 6.2% 4.9% 5.5% 3.7% 2.8% 3.1% 2.8% 0.9% 0.9%

居住地別

　名古屋地域 136 51.5% 34.6% 30.1% 14.7% 16.9% 5.1% 5.1% 6.6% 2.2% 3.7% 5.9% 2.9% 2.2% 0.7% 1.5%

　尾張地域 236 49.2% 46.6% 36.4% 23.3% 8.5% 5.5% 10.6% 5.1% 5.5% 3.4% 4.2% 3.4% 1.7% 0.8% 0.4%

　西三河地域 132 51.5% 54.5% 20.5% 25.8% 3.8% 15.9% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 1.5% 3.0% 5.3% 0.8% 0.8%

　東三河地域 62 43.5% 38.7% 43.5% 35.5% 8.1% 12.9% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 0.0% 3.2% 3.2% 0.0% 0.0%

就業形態別

　正社員・正規職員 269 45.0% 35.3% 34.6% 27.9% 7.8% 7.4% 5.9% 5.9% 3.7% 4.8% 4.8% 4.5% 3.3% 0.4% 0.7%

　派遣・契約・期限付

きの社員・職員
21 42.9% 33.3% 47.6% 38.1% 9.5% 14.3% 14.3% 9.5% 9.5% 0.0% 4.8% 0.0% 9.5% 4.8% 0.0%

　パート・アルバイ

ト・非常勤
149 49.7% 52.3% 36.2% 28.9% 12.8% 10.7% 5.4% 4.7% 6.0% 4.0% 2.7% 4.0% 2.0% 0.7% 0.0%

　自営業・家族従業 29 48.3% 41.4% 41.4% 20.7% 13.8% 10.3% 6.9% 3.4% 10.3% 0.0% 3.4% 0.0% 3.4% 3.4% 0.0%

　内職・在宅勤務 3 66.7% 100.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　学生 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　専業主婦・主夫 101 64.4% 59.4% 9.9% 2.0% 7.9% 7.9% 11.9% 4.0% 1.0% 3.0% 1.0% 2.0% 0.0% 0.0% 2.0%

　無職 1 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

　その他 4 50.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

一緒に暮らしている人

別
　配偶者（事実婚を含

む）
544 50.7% 46.0% 31.1% 23.2% 9.2% 8.6% 7.7% 5.1% 4.4% 3.9% 3.7% 3.7% 2.6% 0.6% 0.7%

　子ども 558 50.0% 45.3% 31.9% 23.5% 9.5% 8.8% 7.5% 5.4% 4.5% 3.9% 3.6% 3.6% 2.7% 0.7% 0.7%

　自分の父 35 34.3% 42.9% 34.3% 14.3% 0.0% 5.7% 0.0% 5.7% 2.9% 2.9% 2.9% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0%

　自分の母 46 41.3% 39.1% 34.8% 19.6% 6.5% 8.7% 0.0% 4.3% 2.2% 4.3% 4.3% 2.2% 6.5% 2.2% 0.0%

　配偶者の父 21 38.1% 47.6% 42.9% 19.0% 14.3% 14.3% 4.8% 0.0% 4.8% 4.8% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0%

　配偶者の母 35 42.9% 45.7% 37.1% 17.1% 8.6% 11.4% 2.9% 0.0% 5.7% 5.7% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0%

　自分のきょうだい 2 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　その他 14 50.0% 50.0% 28.6% 14.3% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0%

表２－８－１ 利用した制度（いくつでも選択）  
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17.4%

14.4%

13.3%

11.2%

10.5%

9.0%

8.1%

8.1%

8.0%

7.8%

7.3%

6.5%

5.7%

3.5%

0.7%

0% 5% 10% 15% 20%

病児・病後児保育

放課後子ども教室

放課後児童クラブ<学童保育>

休日保育

一時・特定保育

ファミリーサポートセンター

認可保育所

誰でも自由に利用できる憩い・遊び・相談の場(地域…

認定こども園

子育て情報・支援ネットワーク

幼稚園<預かり保育を含む>

事業所内保育

居宅訪問型保育、家庭的保育

認可外保育施設

その他

誰でも自由に利用できる憩い・遊び・相談の場

(地域子育て支援センター等)

16.4%

12.0%

10.3%

10.1%

9.6%

8.5%

7.9%

7.4%

7.2%

6.7%

6.0%

4.4%

2.6%

1.5%

0.5%

0% 5% 10% 15% 20%

病児・病後児保育

放課後子ども教室

休日保育

一時・特定保育

放課後児童クラブ<学童保育>

幼稚園<預かり保育を含む>

ファミリーサポートセンター

認可保育所

認定こども園

事業所内保育

誰でも自由に利用できる憩い・遊び・相談の場

(地域子育て支援センター等)

子育て情報・支援ネットワーク

居宅訪問型保育、家庭的保育

認可外保育施設

その他

（２）利用したかった（してみたい）制度  

利用したかった（してみたい）制度について、「病児・病後児保育」が 16.4％と最も

多く、次いで「放課後子ども教室」が 12.0％、「休日保育」が 10.3％となっている。  

男女別では、「病児・病後児保育」（男性 8.7％、女性 20.2％）において男女の差が

大きくなっている。  

年齢別では、20 歳代で、「認可保育所」（34.3％）、「幼稚園＜預かり保育を含む＞」

（31.4％）、30 歳代で「病児・病後児保育」（18.6％）が高くなっている。また、40

歳代では全体的に割合が低くなっている。  

 

図２－８－２（１） 利用したかった（してみたい）制度（いくつでも選択）  

N=585            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－８－２（２） 利用したかった（してみたい）制度（前回調査）  

               N=811            
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回

答

者

数

病

児

・

病

後

児

保

育

放

課

後

子

ど

も

教

室

休

日

保

育

一

時

・

特

定

保

育

放

課

後

児

童

ク

ラ

ブ

<

学

童

保

育

>

幼

稚

園

<

預

か

り

保

育

を

含

む

>

フ

ァ

ミ

リ

ー

サ

ポ

ー

ト

セ

ン

タ

ー

認

可

保

育

所

認

定

こ

ど

も

園

事

業

所

内

保

育

誰

で

も

自

由

に

利

用

で

き

る

憩

い

・

遊

び

・

相

談

の

場

(

地

域

子

育

て

支

援

セ

ン

タ

ー

等
)

子

育

て

情

報

・

支

援

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

居

宅

訪

問

型

保

育

、

家

庭

的

保

育 認

可

外

保

育

施

設

総数 585 16.4% 12.0% 10.3% 10.1% 9.6% 8.5% 7.9% 7.4% 7.2% 6.7% 6.0% 4.4% 2.6% 1.5%

男女別

　男性 207 8.7% 8.7% 9.7% 6.3% 6.8% 8.7% 4.3% 10.1% 6.8% 5.3% 7.7% 4.8% 0.5% 1.9%

　女性 372 20.2% 13.7% 10.5% 12.4% 11.3% 8.6% 9.7% 5.9% 7.5% 7.5% 4.8% 4.3% 3.8% 1.3%

年齢別

　20歳代 35 11.4% 11.4% 14.3% 14.3% 14.3% 31.4% 8.6% 34.3% 20.0% 5.7% 8.6% 8.6% 2.9% 8.6%

　30歳代 215 18.6% 15.8% 12.6% 16.3% 15.3% 13.0% 8.8% 9.8% 9.8% 8.4% 7.0% 5.1% 3.3% 0.9%

　40歳代 325 15.1% 9.5% 8.3% 5.8% 5.2% 3.4% 6.8% 3.1% 4.3% 5.8% 4.9% 3.7% 1.8% 1.2%

居住地別

　名古屋地域 136 16.9% 7.4% 4.4% 10.3% 8.8% 10.3% 4.4% 11.8% 8.1% 9.6% 9.6% 7.4% 2.9% 1.5%

　尾張地域 236 20.3% 14.4% 15.3% 11.0% 11.9% 8.1% 9.7% 5.5% 6.4% 6.8% 5.1% 3.8% 2.5% 1.7%

　西三河地域 132 9.8% 12.1% 7.6% 9.1% 8.3% 10.6% 8.3% 9.1% 9.8% 2.3% 4.5% 3.8% 0.8% 1.5%

　東三河地域 62 12.9% 14.5% 6.5% 9.7% 6.5% 3.2% 6.5% 3.2% 3.2% 11.3% 4.8% 3.2% 3.2% 1.6%

就業形態別

　正社員・正規職員 269 14.9% 11.5% 10.8% 7.1% 8.9% 8.6% 5.6% 8.2% 6.3% 6.7% 6.3% 3.7% 0.7% 1.9%

　派遣・契約・期限付

きの社員・職員
21 28.6% 14.3% 14.3% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 0.0% 4.8% 0.0% 9.5% 0.0% 4.8% 0.0%

　パート・アルバイ

ト・非常勤
149 22.1% 7.4% 10.7% 10.7% 10.1% 5.4% 8.7% 5.4% 7.4% 8.1% 5.4% 6.0% 3.4% 0.7%

　自営業・家族従業 29 13.8% 10.3% 10.3% 10.3% 6.9% 6.9% 13.8% 0.0% 6.9% 3.4% 0.0% 6.9% 6.9% 3.4%

　内職・在宅勤務 3 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　学生 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　専業主婦・主夫 101 8.9% 17.8% 7.9% 18.8% 13.9% 15.8% 11.9% 11.9% 10.9% 7.9% 6.9% 4.0% 5.0% 2.0%

　無職 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　その他 4 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

一緒に暮らしている人

別
　配偶者（事実婚を含

む）
544 15.8% 12.1% 10.5% 10.5% 10.3% 9.2% 7.5% 7.7% 7.5% 7.0% 6.3% 4.8% 2.8% 1.7%

　子ども 559 16.1% 11.4% 10.2% 10.0% 9.8% 8.8% 7.5% 7.5% 7.2% 6.8% 6.1% 4.5% 2.5% 1.4%

　自分の父 35 14.3% 8.6% 14.3% 5.7% 5.7% 5.7% 0.0% 2.9% 8.6% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9%

　自分の母 46 13.0% 10.9% 8.7% 4.3% 4.3% 4.3% 0.0% 0.0% 6.5% 2.2% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0%

　配偶者の父 21 33.3% 14.3% 14.3% 4.8% 14.3% 9.5% 4.8% 0.0% 4.8% 14.3% 0.0% 0.0% 4.8% 0.0%

　配偶者の母 35 25.7% 20.0% 17.1% 11.4% 8.6% 8.6% 8.6% 0.0% 2.9% 8.6% 5.7% 5.7% 2.9% 0.0%

　自分のきょうだい 2 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　その他 14 21.4% 0.0% 21.4% 14.3% 14.3% 7.1% 0.0% 7.1% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% 14.3% 7.1%

表２－８－２ 利用したかった（してみたい）制度（いくつでも選択）  
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18.8%

42.9%

23.3%

11.9%

21.4%

24.0%

10.9%

25.6%

28.6%

30.8%

42.9%

23.1%

6.7%

11.1%

2.1%

2.9%

8.3%

5.1%

3.6%

0.0%

6.5%

0.0%

4.8%

0.0%

17.1%

23.1%

0.0%

0.0%

14.6%

22.9%

18.3%

15.3%

32.1%

38.0%

8.7%

41.9%

38.1%

30.8%

5.7%

0.0%

13.3%

33.3%

5.2%

10.0%

10.0%

11.9%

8.9%

14.0%

10.9%

11.6%

7.1%

2.6%

0.0%

0.0%

46.7%

11.1%

49.0%

12.9%

31.7%

44.1%

19.6%

8.0%

52.2%

0.0%

2.4%

20.5%

17.1%

34.6%

20.0%

11.1%

3.1%

1.4%

1.7%

3.4%

3.6%

8.0%

0.0%

7.0%

7.1%

2.6%

5.7%

3.8%

0.0%

11.1%

7.3%

7.1%

6.7%

8.5%

10.7%

6.0%

10.9%

11.6%

11.9%

12.8%

11.4%

15.4%

13.3%

22.2%

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

病児・病後児保育

放課後子ども教室

休日保育

一時・特定保育

放課後児童クラブ<学童保育>

幼稚園<預かり保育を含む>

ファミリーサポートセンター

認可保育所

認定こども園

事業所内保育

誰でも自由に利用できる憩い・遊び・相談の場(地域子育て

支援センター等)

子育て情報・支援ネットワーク

居宅訪問型保育、家庭的保育

認可外保育施設

住んでいる市町村で実施していれば 制度を知っていれば

制度の利用条件が合えば 経済的に可能ならば

困ったときに役にたちそうだから その他

無回答

誰でも自由に利用できる憩い・遊び・相談の場

(地域子育て支援センター等)

（３）利用したかった（してみたい）理由  

利用したかった（してみたい）理由について、「困ったときに役にたちそうだから利

用してみたい」が「ファミリーサポートセンター」52.2%、「病児・病後児保育」49.0％、

「一時・特定保育」44.1％、「子育て情報・支援ネットワーク」34.6％と最も多くなっ

ている。  

「住んでいる市町村で実施していれば利用した（してみたい）から」では、「放課後

子ども教室」、「誰でも自由に利用できる憩い・遊び・相談の場（地域子育て支援セン

ター等）」でそれぞれ 42.9％と最も多い。  

「制度の利用条件が合えば利用した（してみたい）から」では、「認可保育所」41.9％

と最も多くなっている。  

「経済的に可能ならば利用した（してみたい）から」では、「居宅訪問型保育、家庭

的保育」が 46.7％と最も高くなっている。  

 

 

図２－８－３ 利用したかった（してみたい）理由  
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表２－８－１ 利用したかった（してみたい）理由《病児・病後児保育》  

 

表２－８－２ 利用したかった（してみたい）理由《放課後子ども教室》  

表２－８－３  利用したかった（してみたい）理由《休日保育》  

表２－８－４  利用したかった（してみたい）理由《一時・特定保育》  

 

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 96 18.8% 2.1% 14.6% 5.2% 49.0% 3.1% 7.3%

男女別

　男性 18 27.8% 0.0% 0.0% 5.6% 55.6% 5.6% 5.6%

　女性 75 14.7% 2.7% 18.7% 5.3% 48.0% 2.7% 8.0%

年齢別

　20歳代 4 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0%

　30歳代 40 12.5% 2.5% 17.5% 5.0% 57.5% 2.5% 2.5%

　40歳代 49 22.4% 2.0% 10.2% 6.1% 44.9% 4.1% 10.2%

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 70 42.9% 2.9% 22.9% 10.0% 12.9% 1.4% 7.1%

男女別

　男性 18 22.2% 5.6% 22.2% 5.6% 33.3% 0.0% 11.1%

　女性 51 51.0% 2.0% 21.6% 11.8% 5.9% 2.0% 5.9%

年齢別

　20歳代 4 25.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　30歳代 34 50.0% 2.9% 11.8% 5.9% 17.6% 2.9% 8.8%

　40歳代 31 38.7% 3.2% 25.8% 16.1% 9.7% 0.0% 6.5%

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 60 23.3% 8.3% 18.3% 10.0% 31.7% 1.7% 6.7%

男女別

　男性 20 25.0% 10.0% 10.0% 0.0% 35.0% 5.0% 15.0%

　女性 39 20.5% 7.7% 23.1% 15.4% 30.8% 0.0% 2.6%

年齢別

　20歳代 5 0.0% 20.0% 40.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0%

　30歳代 27 22.2% 3.7% 22.2% 7.4% 40.7% 0.0% 3.7%

　40歳代 27 25.9% 11.1% 11.1% 11.1% 29.6% 0.0% 11.1%

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 59 11.9% 5.1% 15.3% 11.9% 44.1% 3.4% 8.5%

男女別

　男性 13 0.0% 7.7% 7.7% 15.4% 61.5% 0.0% 7.7%

　女性 46 15.2% 4.3% 17.4% 10.9% 39.1% 4.3% 8.7%

年齢別

　20歳代 5 0.0% 0.0% 20.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0%

　30歳代 35 14.3% 0.0% 20.0% 8.6% 54.3% 0.0% 2.9%

　40歳代 19 10.5% 15.8% 5.3% 10.5% 26.3% 10.5% 21.1%



53 

 

表２－８－５ 利用したかった（してみたい）理由《放課後児童クラブ＜学童保育＞》  

表２－８－６ 利用したかった（してみたい）理由《幼稚園＜預かり保育を含む＞》  

 

表２－８－７ 利用したかった（してみたい）理由《ファミリーサポートセンター》  

 

表２－８－８ 利用したかった（してみたい）理由《認可保育所》  

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 56 21.4% 3.6% 32.1% 8.9% 19.6% 3.6% 10.7%

男女別

　男性 14 21.4% 7.1% 14.3% 7.1% 35.7% 0.0% 14.3%

　女性 42 21.4% 2.4% 38.1% 9.5% 14.3% 4.8% 9.5%

年齢別

　20歳代 5 0.0% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0%

　30歳代 33 33.3% 3.0% 18.2% 3.0% 27.3% 3.0% 12.1%

　40歳代 17 5.9% 5.9% 47.1% 23.5% 11.8% 0.0% 5.9%

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば利

用した(して

みたい)から

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 50 24.0% 0.0% 38.0% 14.0% 8.0% 8.0% 6.0%

男女別

　男性 18 33.3% 0.0% 38.9% 5.6% 0.0% 11.1% 11.1%

　女性 32 18.8% 0.0% 37.5% 18.8% 12.5% 6.3% 3.1%

年齢別

　20歳代 11 9.1% 0.0% 54.5% 18.2% 0.0% 9.1% 9.1%

　30歳代 28 32.1% 0.0% 35.7% 10.7% 3.6% 7.1% 7.1%

　40歳代 11 18.2% 0.0% 27.3% 18.2% 27.3% 9.1% 0.0%

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 46 10.9% 6.5% 8.7% 10.9% 52.2% 0.0% 10.9%

男女別

　男性 9 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 11.1%

　女性 36 5.6% 8.3% 11.1% 13.9% 50.0% 0.0% 11.1%

年齢別

　20歳代 3 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

　30歳代 19 21.1% 0.0% 5.3% 10.5% 52.6% 0.0% 10.5%

　40歳代 22 0.0% 4.5% 9.1% 9.1% 63.6% 0.0% 13.6%

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 43 25.6% 0.0% 41.9% 11.6% 0.0% 7.0% 11.6%

男女別

　男性 21 28.6% 0.0% 47.6% 0.0% 0.0% 9.5% 14.3%

　女性 22 22.7% 0.0% 36.4% 22.7% 0.0% 4.5% 9.1%

年齢別

　20歳代 12 16.7% 0.0% 50.0% 8.3% 0.0% 8.3% 16.7%

　30歳代 21 38.1% 0.0% 42.9% 9.5% 0.0% 9.5% 0.0%

　40歳代 10 10.0% 0.0% 30.0% 20.0% 0.0% 0.0% 30.0%
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回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 35 42.9% 17.1% 5.7% 0.0% 17.1% 5.7% 11.4%

男女別

　男性 16 50.0% 12.5% 6.3% 0.0% 18.8% 6.3% 6.3%

　女性 18 33.3% 22.2% 5.6% 0.0% 16.7% 5.6% 16.7%

年齢別

　20歳代 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 33.3%

　30歳代 15 66.7% 6.7% 0.0% 0.0% 13.3% 13.3% 0.0%

　40歳代 16 25.0% 31.3% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 18.8%

表２－８－９  利用したかった（してみたい）理由《認定こども園》  

表２－８－１０ 利用したかった（してみたい）理由《事業所内保育》  

 

表２－８－１１ 利用したかった（してみたい）理由  

《誰でも自由に利用できる憩い・遊び・相談の場 (地域子育て支援センター等 ) 》  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば利

用した(して

みたい)から

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 42 28.6% 4.8% 38.1% 7.1% 2.4% 7.1% 11.9%

男女別

　男性 14 14.3% 0.0% 50.0% 7.1% 0.0% 14.3% 14.3%

　女性 28 35.7% 7.1% 32.1% 7.1% 3.6% 3.6% 10.7%

年齢別

　20歳代 7 14.3% 0.0% 28.6% 14.3% 0.0% 14.3% 28.6%

　30歳代 21 28.6% 4.8% 38.1% 9.5% 4.8% 9.5% 4.8%

　40歳代 14 35.7% 7.1% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3%

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 39 30.8% 0.0% 30.8% 2.6% 20.5% 2.6% 12.8%

男女別

　男性 11 18.2% 0.0% 18.2% 9.1% 36.4% 0.0% 18.2%

　女性 28 35.7% 0.0% 35.7% 0.0% 14.3% 3.6% 10.7%

年齢別

　20歳代 2 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　30歳代 18 16.7% 0.0% 27.8% 0.0% 38.9% 5.6% 11.1%

　40歳代 19 42.1% 0.0% 31.6% 5.3% 5.3% 0.0% 15.8%
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表２－８－１２ 利用したかった（してみたい）理由《子育て情報・支援ネットワーク》  

 

表２－８－１３ 利用したかった（してみたい）理由《居宅訪問型保育、家庭的保育》  

 

表２－８－１４ 利用したかった（してみたい）理由《認可外保育施設》  

 

  

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 26 23.1% 23.1% 0.0% 0.0% 34.6% 3.8% 15.4%

男女別

　男性 10 30.0% 10.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 20.0%

　女性 16 18.8% 31.3% 0.0% 0.0% 31.3% 6.3% 12.5%

年齢別

　20歳代 3 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0%

　30歳代 11 45.5% 9.1% 0.0% 0.0% 27.3% 9.1% 9.1%

　40歳代 12 0.0% 41.7% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 25.0%

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 15 6.7% 0.0% 13.3% 46.7% 20.0% 0.0% 13.3%

男女別

　男性 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

　女性 14 7.1% 0.0% 14.3% 50.0% 21.4% 0.0% 7.1%

年齢別

　20歳代 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　30歳代 7 14.3% 0.0% 14.3% 57.1% 14.3% 0.0% 0.0%

　40歳代 6 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3%

回答者数

住んでいる

市町村で実

施していれ

ば利用した

(してみた

い)から

制度を知っ

ていれば利

用したから

制度の利用

条件が合え

ば利用した

(してみた

い)から

経済的に可

能ならば

利用した(し

てみたい)か

ら

困ったとき

に役にたち

そうだから

利用してみ

たい

その他 無回答

総数 9 11.1% 0.0% 33.3% 11.1% 11.1% 11.1% 22.2%

男女別

　男性 4 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0%

　女性 5 20.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 20.0% 20.0%

年齢別

　20歳代 3 33.3% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

　30歳代 2 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%

　40歳代 4 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 50.0%
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20.3%

10.6%

6.8%

5.6%

2.6%

1.5%

0.7%

0.3%

0.3%

20.7%

34.5%

14.2%

0% 10% 20% 30% 40%

育児休業制度

短時間勤務制度（フレックスタイム制度）

育児に関する費用の補助

子の看護休暇

在宅勤務

所定外時間勤務の免除

勤務地の限定ないしは指定

再雇用制度

その他育児に関連した制度

制度を利用できる時期に働いていたが、利用したことはない

制度を利用できる時期に働いていないため、利用したことはない

無回答

２－９ 職場での育児関連制度の利用状況 

職場での育児関連制度の利用状況について、「育児休業制度」が 20.3％と最も多く、

次いで「短時間勤務制度（フレックスタイム制度）」が 10.6％、「育児に関する費用の

補助」が 6.8％となっている。なお、「制度を利用できる時期に働いていたが、利用し

たことはない」は 20.7％、「制度を利用できる時期に働いていないため、利用したこと

はない」は 34.5％となっている。  

男女別では、男性は、「制度を利用できる時期に働いていたが、利用したことはない」

は 39.1％と最も多くなっており、次いで、「育児に関する費用の補助」が 12.1％、「育

児休業制度」が 9.2％の順となっている。また、女性は、「制度を利用できる時期に働

いていないため、利用したことはない」が 48.7%となっており、利用した制度では、「育

児休業制度」が 26.9％と最も多く、次いで「短時間勤務制度（フレックスタイム制度）」

が 12.6％となっている。  

 

 

図２－９ 職場での育児関連制度の利用状況（いくつでも選択）  

N=585 
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表２－９ 職場での育児関連制度の利用状況（いくつでも選択）  

 

  

回

答

者

数

育

児

休

業

制

度

短

時

間

勤

務

制

度
（

フ

レ
ッ

ク

ス

タ

イ

ム

制

度
）

育

児

に

関

す

る

費

用

の

補

助 子

の

看

護

休

暇

在

宅

勤

務

所

定

外

時

間

勤

務

の

免

除

勤

務

地

の

限

定

な

い

し

は

指

定

再

雇

用

制

度

そ

の

他

育

児

に

関

連

し

た

制

度

制

度

を

利

用

で

き

る

時

期

に

働

い

て

い

た

が
、

利

用

し

た

こ

と

は

な

い

制

度

を

利

用

で

き

る

時

期

に

働

い

て

い

な

い

た

め
、

利

用

し

た

こ

と

は

な

い

無

回

答

総数 585 20.3% 10.6% 6.8% 5.6% 2.6% 1.5% 0.7% 0.3% 0.3% 20.7% 34.5% 14.2%

男女別

　男性 207 9.2% 7.2% 12.1% 5.8% 2.4% 1.0% 0.5% 0.0% 0.5% 39.1% 8.7% 23.2%

　女性 372 26.9% 12.6% 4.0% 5.6% 2.7% 1.9% 0.8% 0.5% 0.3% 10.2% 48.7% 9.1%

年齢別

　20歳代 35 22.9% 5.7% 11.4% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 37.1% 14.3%

　30歳代 215 24.7% 13.0% 8.8% 5.1% 3.3% 1.9% 1.4% 0.9% 0.5% 21.4% 31.2% 10.7%

　40歳代 325 17.8% 9.8% 5.2% 6.5% 2.5% 1.5% 0.3% 0.0% 0.3% 20.9% 35.4% 16.6%

就業形態別

　正社員・正規職員 269 26.8% 16.0% 10.4% 9.3% 3.0% 3.0% 1.1% 0.0% 0.7% 30.1% 10.8% 16.0%

　派遣・契約・期限

付きの社員・職員
21 33.3% 14.3% 4.8% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 0.0% 4.8% 33.3% 23.8%

　パート・アルバイ

ト・非常勤
149 18.1% 7.4% 4.0% 2.0% 1.3% 0.7% 0.7% 0.7% 0.0% 10.1% 52.3% 12.1%

　自営業・家族従業 29 6.9% 6.9% 0.0% 3.4% 6.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 41.4% 20.7% 27.6%

　内職・在宅勤務 3 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0%

　学生 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　専業主婦・主夫 101 7.9% 2.0% 3.0% 1.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.9% 75.2% 5.9%

　無職 1 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　その他 4 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0%

一緒に暮らしている

人別
　配偶者（事実婚を

含む）
544 20.8% 11.0% 7.2% 5.9% 2.8% 1.7% 0.6% 0.4% 0.4% 20.2% 34.6% 13.8%

　子ども 558 20.8% 10.9% 6.8% 5.7% 2.7% 1.6% 0.7% 0.4% 0.4% 20.6% 34.8% 13.3%

　自分の父 35 25.7% 8.6% 8.6% 2.9% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 22.9% 37.1% 11.4%

　自分の母 46 21.7% 8.7% 6.5% 2.2% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 26.1% 32.6% 17.4%

　配偶者の父 21 38.1% 0.0% 4.8% 14.3% 4.8% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 19.0% 23.8% 9.5%

　配偶者の母 35 31.4% 5.7% 8.6% 5.7% 2.9% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 20.0% 34.3% 8.6%

　自分のきょうだい 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

　その他 14 21.4% 7.1% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 42.9% 14.3%
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33.0%

30.9%

17.6%

21.3%

19.1%

10.1%

16.5%

7.4%

2.1%

10.6%

2.1%

2.7%

2.1%

9.0%

4.0%

1.1%

8.5%

5.5%

0.0%

5.1%

0.7%

4.8%

6.3%

0.0%

2.6%

47.4%

5.5%

19.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

自分の仕事に忙しく、同僚に迷惑がかかる

配偶者が子育てに協力してくれるため、取得する必要がなかった

職場に育児休業制度がなかった

取得しにくい又は取得させない雰囲気が職場内にあった

配偶者が取得したため、取得する必要がなかった

子どもを預かってくれる人(場所)があったため、取得する必要がなかった

取得すると収入が減る

取得したいと思わなかった

育児休業の対象者ではなかった

勤務評価に影響する

制度を知らなかった

制度を利用できる時期に働いていない

その他

無回答
男性

女性

２－１０ 育児休業を取得しなかった理由 

育児休業を取得しなかった理由について、男性は、「自分の仕事に忙しく、同僚に迷

惑がかかる」が 33.0％と最も多く、次いで「配偶者が子育てに協力してくれるため、取

得する必要がなかった」が 30.9％となっている。女性は、「制度を利用できる時期に働

いていない」が 47.4％となっている。次いで、「職場に育児休業制度がなかった」が

8.5％、「育児休業の対象者ではなかった」が 6.3％の順となっている。  

就業形態別では、正社員・正規職員で、「自分の仕事に忙しく、同僚に迷惑がかかる」、

「配偶者が子育てに協力してくれるため、取得する必要がなかった」、「取得しにくい

又は取得させない雰囲気が職場内にあった」の割合が多くなっており、自営業・家庭従

業では、「子どもを預かってくれる人（場所）があったため、取得する必要がなかった」

が 18.5％と他の業態よりも多くなっている。  

 

 

図２－１０ 男女別 育児休業を取得しなかった理由（いくつでも選択）  

男性 N=188、女性 N=272  
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表２－１０ 育児休業を取得しなかった理由（いくつでも選択）  

 

  

回

答

者

数

自

分

の

仕

事

に

忙

し

く

、

同

僚

に

迷

惑

が

か

か

る

配

偶

者

が

子

育

て

に

協

力

し

て

く

れ

る

た

め

、

取

得

す

る

必

要

が

な

か

っ

た

職

場

に

育

児

休

業

制

度

が

な

か

っ

た

取

得

し

に

く

い

又

は

取

得

さ

せ

な

い

雰

囲

気

が

職

場

内

に

あ

っ

た 配

偶

者

が

取

得

し

た

た

め

、

取

得

す

る

必

要

が

な

か

っ

た

子

ど

も

を

預

か

っ

て

く

れ

る

人

(

場

所

)

が

あ

っ

た

た

め

、

取

得

す

る

必

要

が

な

か

っ

た

取

得

す

る

と

収

入

が

減

る

取

得

し

た

い

と

思

わ

な

か

っ

た

育

児

休

業

の

対

象

者

で

は

な

か

っ

た

勤

務

評

価

に

影

響

す

る

制

度

を

知

ら

な

か

っ

た

制

度

を

利

用

で

き

る

時

期

に

働

い

て

い

な

い

そ

の

他

無

回

答

総数 466 15.9% 13.3% 12.2% 12.2% 7.7% 7.3% 7.1% 5.8% 4.5% 4.3% 2.4% 29.4% 4.1% 15.2%

男女別

　男性 188 33.0% 30.9% 17.6% 21.3% 19.1% 10.1% 16.5% 7.4% 2.1% 10.6% 2.1% 2.7% 2.1% 9.0%

　女性 272 4.0% 1.1% 8.5% 5.5% 0.0% 5.1% 0.7% 4.8% 6.3% 0.0% 2.6% 47.4% 5.5% 19.9%

年齢別

　20歳代 27 7.4% 11.1% 14.8% 3.7% 14.8% 7.4% 3.7% 3.7% 11.1% 0.0% 3.7% 29.6% 3.7% 18.5%

　30歳代 162 20.4% 13.0% 9.9% 16.0% 13.6% 5.6% 9.3% 7.4% 4.3% 8.6% 1.9% 32.1% 2.5% 9.3%

　40歳代 267 14.2% 13.9% 13.5% 10.5% 3.7% 8.2% 6.4% 5.2% 4.1% 2.2% 2.6% 27.0% 5.2% 18.4%

就業形態別

　正社員・正規職員 197 31.5% 27.9% 16.2% 20.3% 17.3% 11.2% 14.7% 7.6% 1.5% 10.2% 2.0% 9.6% 1.0% 7.6%

　派遣・契約・期限

付きの社員・職員
14 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 42.9% 7.1% 35.7%

　パート・アルバイ

ト・非常勤
122 3.3% 1.6% 10.7% 8.2% 0.0% 3.3% 0.0% 4.9% 9.0% 0.0% 4.1% 36.9% 8.2% 22.1%

　自営業・家族従業 27 7.4% 11.1% 14.8% 0.0% 7.4% 18.5% 7.4% 3.7% 3.7% 0.0% 0.0% 22.2% 14.8% 11.1%

　内職・在宅勤務 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

　学生 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　専業主婦・主夫 93 4.3% 0.0% 6.5% 5.4% 0.0% 2.2% 1.1% 5.4% 4.3% 0.0% 2.2% 58.1% 1.1% 21.5%

　無職 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　その他 3 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0%

一緒に暮らしている

人別
　配偶者（事実婚を

含む）
431 16.0% 13.7% 11.8% 12.5% 7.9% 6.5% 7.4% 5.8% 4.6% 4.6% 2.3% 29.2% 4.4% 15.8%

　子ども 442 16.1% 13.3% 12.0% 12.0% 7.7% 7.0% 7.2% 5.4% 4.8% 4.5% 2.5% 29.9% 4.1% 14.9%

　自分の父 26 7.7% 23.1% 11.5% 0.0% 3.8% 23.1% 11.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.1% 0.0% 26.9%

　自分の母 36 13.9% 16.7% 11.1% 0.0% 2.8% 19.4% 8.3% 5.6% 5.6% 0.0% 2.8% 16.7% 0.0% 22.2%

　配偶者の父 13 30.8% 30.8% 23.1% 30.8% 0.0% 15.4% 15.4% 0.0% 7.7% 0.0% 7.7% 30.8% 0.0% 23.1%

　配偶者の母 24 20.8% 25.0% 16.7% 20.8% 0.0% 20.8% 12.5% 0.0% 8.3% 0.0% 4.2% 41.7% 0.0% 8.3%

　自分のきょうだい 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%

　その他 11 0.0% 9.1% 9.1% 0.0% 9.1% 18.2% 9.1% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 27.3% 0.0% 27.3%
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67.2%

55.6%

44.3%

40.2%

28.9%

28.2%

23.4%

11.6%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80%

保育所や幼稚園の送り迎え、近所での買物などの際に、

あいさつをする程度の人がいる

子ども同士を遊ばせながら、立ち話をする程度の人がいる

子どもを連れて家を行き来できる人がいる

子育ての悩みを相談できる人がいる

子どもを連れて、一緒に遊びや旅行に出かける人がいる

子どもを預けられる人がいる

子どもをしかったり、注意してくれる人がいる

子どもを通して関わっている人はいない

無回答

２－１１ 子どもを通じた近所づきあい 

子どもを通じた近所づきあいについて、「保育所や幼稚園の送り迎え、近所での買物

などの際に、あいさつをする程度の人がいる」が 67.2％と最も多く、次いで「子ども同

士を遊ばせながら、立ち話をする程度の人がいる」が 55.6％となっている。  

男女別では、「子どもを通して関わっている人はいない」（男性 15.5％、女性 9.7％）

で男性の割合が高くなっているが、その他、なんらかの近所づきあいがある選択肢にお

いては、すべて女性の割合が高くなっている。  

年齢別では、「子どもを通して関わっている人はいない」は、年齢が下がるほど割合

が多くなっている。  

⇒P62 に“２－１２子育ての喜び”とのクロス集計の分析を記述している。  

 

図２－１１ 子どもを通じた近所づきあい（いくつでも選択）  N=585  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－１１ 子どもを通じた近所づきあい（いくつでも選択）  

 

回

答

者

数

保

育

所

や

幼

稚

園

の

送

り

迎

え
、

近

所

で

の

買

物

な

ど

の

際

に
、

あ

い

さ

つ

を

す

る

程

度

の

人

が

い

る

子

ど

も

同

士

を

遊

ば

せ

な

が

ら
、

立

ち

話

を

す

る

程

度

の

人

が

い

る

子

ど

も

を

連

れ

て

家

を

行

き

来

で

き

る

人

が

い

る

子

育

て

の

悩

み

を

相

談

で

き

る

人

が

い

る

子

ど

も

を

連

れ

て
、

一

緒

に

遊

び

や

旅

行

に

出

か

け

る

人

が

い

る

子

ど

も

を

預

け

ら

れ

る

人

が

い

る

子

ど

も

を

し

か
っ

た

り
、

注

意

し

て

く

れ

る

人

が

い

る

子

ど

も

を

通

し

て

関

わ
っ

て

い

る

人

は

い

な

い

無

回

答

総数 585 67.2% 55.6% 44.3% 40.2% 28.9% 28.2% 23.4% 11.6% 1.4%

男女別

　男性 207 54.1% 44.0% 30.4% 17.9% 19.3% 23.2% 21.7% 15.5% 2.9%

　女性 372 74.5% 61.6% 52.4% 52.2% 34.1% 30.9% 24.5% 9.7% 0.5%

年齢別

　20歳代 35 42.9% 40.0% 42.9% 45.7% 22.9% 31.4% 25.7% 17.1% 2.9%

　30歳代 215 69.3% 57.2% 43.7% 37.2% 29.3% 26.5% 22.3% 15.3% 0.5%

　40歳代 325 68.0% 56.0% 45.5% 40.6% 29.2% 28.9% 24.3% 8.9% 1.8%
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47.4%

53.1%

44.4%

39.1%

36.2%

41.1%

7.9%

4.8%

8.9%

1.2%

1.0%

1.3%

4.1%

4.3%

4.0%

0.3%

0.5%

0.3%

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

総数

男性

女性

喜びを感じるときの方がかなり多い 喜びを感じるときの方がやや多い

喜びを感じるときの方がやや少ない 喜びを感じるときの方がかなり少ない

わからない 無回答

２－１２ 子育ての喜び 

子育ての喜びについて、「喜びを感じるときの方がかなり多い」（ 47.4％）と「喜び

を感じるときの方がやや多い」（39.1％）をあわせた『喜びを感じるときの方が多い』

が 86.5％となっている。  

“２－３ 子育ての負担な点”（P30）とクロス集計をしてみると、『喜びを感じる

ときの方が少ない』の割合が多いのは、「困ったときや不安なときに相談できる人がい

ない」30.4％、「子育てが大変なことを身近な人が理解してくれない」20.0％となって

いる。  

“２－４ 子育てへの関わり状況（P32）”  とクロス集計をしてみると、『喜びを感

じるときの方が多い』において、配偶者の子育てへの関わりが「十分である」は、夫か

ら妻への評価 91.0％、妻から夫への評価 93.5％と、ともに最も高くなっている。  

“２－１１ 子どもを通じた近所づきあい”（P60）とクロス集計をしてみると、「子

どもを通して関わっている人はいない」人は、『喜びを感じるときの方が少ない』は

16.2％で、ほかの選択肢より割合が高くなっている。  

 

 

 

図２－１２ 子育ての喜び  

N=585（男性 N=207、女性 N=372）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－１２－１ 子育ての喜び  

 

 

喜びを感じる

ときの方がか

なり多い

喜びを感じる

ときの方がや

や多い

喜びを感じる

ときの方がや

や少ない

喜びを感じる

ときの方がか

なり少ない

総数 585 86.5% 47.4% 39.1% 9.1% 7.9% 1.2% 4.1% 0.3%

男女別

　男性 207 89.3% 53.1% 36.2% 5.8% 4.8% 1.0% 4.3% 0.5%

　女性 372 85.5% 44.4% 41.1% 10.2% 8.9% 1.3% 4.0% 0.3%

年齢別

　20歳代 35 88.6% 68.6% 20.0% 8.6% 8.6% 0.0% 2.9% 0.0%

　30歳代 215 88.3% 48.8% 39.5% 7.5% 7.0% 0.5% 4.2% 0.0%

　40歳代 325 86.4% 44.6% 41.8% 8.6% 6.8% 1.8% 4.3% 0.6%

回答者数

喜びを感じるときの方が多い 喜びを感じるときの方が少ない

わからない 無回答
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回答者数 喜びを感じるときの方が多い 喜びを感じるときの方が少ない わからない 無回答

喜びを感じ

るときの方

がかなり多

い

喜びを感じ

るときの方

がやや多い

喜びを感じ

るときの方

がやや少な

い

喜びを感じ

るときの方

がかなり少

ない

子育てによる身体の疲れが大きい 206 85.0% 40.3% 44.7% 12.2% 10.7% 1.5% 2.9% 0.0%

子育てによる精神的疲れが大きい 206 77.6% 32.5% 45.1% 16.5% 14.1% 2.4% 5.8% 0.0%

子育てに出費がかさむ 334 85.6% 43.4% 42.2% 10.2% 9.3% 0.9% 4.2% 0.0%

自分の自由な時間が持てない 286 85.7% 39.9% 45.8% 10.4% 8.7% 1.7% 3.8% 0.0%

夫婦で楽しむ時間がない 109 80.8% 45.0% 35.8% 11.0% 10.1% 0.9% 8.3% 0.0%

仕事が十分にできない 113 83.2% 33.6% 49.6% 12.4% 10.6% 1.8% 4.4% 0.0%

子育てが大変なことを身近な人が理解して

くれない
35 62.8% 17.1% 45.7% 20.0% 14.3% 5.7% 17.1% 0.0%

困ったときや不安なときに相談できる人が

いない
23 60.9% 17.4% 43.5% 30.4% 17.4% 13.0% 4.3% 4.3%

子育てが十分にできない 55 71.0% 25.5% 45.5% 23.6% 20.0% 3.6% 5.5% 0.0%

子どもが病気のとき 149 84.5% 45.6% 38.9% 11.4% 10.1% 1.3% 4.0% 0.0%

その他 16 87.6% 56.3% 31.3% 6.3% 6.3% 0.0% 6.3% 0.0%

負担に思うことは特にない 51 94.1% 74.5% 19.6% 4.0% 2.0% 2.0% 2.0% 0.0%

わからない 7 85.8% 42.9% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0%

子育ての喜び

子

育

て

を

し

て

負

担

に

思

う

こ

と

表２－１２－２ 子育ての負担な点別 子育ての喜び  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－１２－３ 配偶者の子育てへの関わり別  子育ての喜び  

 

 

表２－１２－４ 子どもを通じた近所づきあいの程度別  子育ての喜び  

 

喜びを感じ

るときの方

がかなり多

い

喜びを感じ

るときの方

がやや多い

喜びを感じ

るときの方

がやや少な

い

喜びを感じ

るときの方

がかなり少

ない

夫→妻

十分である 134 91.0% 60.4% 30.6% 3.7% 3.0% 0.7% 5.2% 0.0%

ある程度は十分である 58 86.2% 32.8% 53.4% 10.3% 10.3% 0.0% 3.4% 0.0%

あまり十分ではない 4 75.0% 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%

不十分である 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

妻→夫

十分である 62 93.5% 53.2% 40.3% 6.5% 6.5% 0.0% 0.0% 0.0%

ある程度は十分である 163 89.6% 50.9% 38.7% 8.0% 7.4% 0.6% 1.8% 0.6%

あまり十分ではない 100 81.0% 36.0% 45.0% 13.0% 10.0% 3.0% 6.0% 0.0%

不十分である 31 64.6% 19.4% 45.2% 22.6% 19.4% 3.2% 12.9% 0.0%

無回答回答者数

子育ての喜び

配

偶

者

の

子

育

て

へ

の

関

わ

り

喜びを感じるときの方が多い 喜びを感じるときの方が少ない わからない

喜びを感じ

るときの方

がかなり多

い

喜びを感じ

るときの方

がやや多い

喜びを感じ

るときの方

がやや少な

い

喜びを感じ

るときの方

がかなり少

ない

子どもを預けられる人がいる 165 90.3% 57.6% 32.7% 7.9% 7.9% 0.0% 1.8% 0.0%

子どもをしかったり、注意してく

れる人がいる
137 91.3% 57.7% 33.6% 5.1% 5.1% 0.0% 3.6% 0.0%

子どもを連れて家を行き来できる

人がいる
259 88.0% 51.7% 36.3% 6.9% 6.9% 0.0% 5.0% 0.0%

子ども同士を遊ばせながら、立ち

話をする程度の人がいる
325 89.0% 50.8% 38.2% 7.1% 6.5% 0.6% 4.0% 0.0%

子どもを連れて、一緒に遊びや旅

行に出かける人がいる
169 91.1% 56.2% 34.9% 5.9% 5.3% 0.6% 3.0% 0.0%

子育ての悩みを相談できる人がい

る
235 89.4% 54.5% 34.9% 7.3% 6.4% 0.9% 3.4% 0.0%

保育所や幼稚園の送り迎え、近所

での買物などの際に、あいさつを

する程度の人がいる

393 87.7% 48.3% 39.4% 8.6% 8.1% 0.5% 3.6% 0.0%

子どもを通して関わっている人は

いない
68 82.3% 39.7% 42.6% 16.2% 10.3% 5.9% 1.5% 0.0%

無回答 8 62.5% 25.0% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 25.0%

子育ての喜び

回答者数

喜びを感じるときの方が多い 喜びを感じるときの方が少ない

わからない 無回答

子

ど

も

を

通

じ

た

近

所

づ

き

あ

い

の

程

度


