
17.4 

19.1 

14.9 

15.5 

17.7 

10.9 

4.6 

0% 10% 20% 30%

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

不明・無回答

小学生（N=524）

 

東近江市子ども・子育て支援に関するニーズ調査結果 
【概要版】 

平成３１年３月 東近江市 

 

Ⅰ．調査の概要 

１．調査の目的 

本調査は、「第２期東近江市子ども・子育て支援事業計画」の策定に係る基礎資料として、保育ニ

ーズや東近江市の子育て支援サービスの利用状況・利用意向、また、子育て世帯の生活実態、要望・

意見などを把握することを目的に実施しました。 

 

２．調査対象 

●就学前児童調査：住民基本台帳から市内の０歳から５歳の子どもがいる世帯 2,000世帯を抽出 

●小 学 生 調 査：住民基本台帳から市内の小学生がいる世帯 1,000世帯を抽出 

 

３．調査期間・方法 

●調査期間：平成 31年 1 月 7日（月）～平成 31 年 1月 21日（月） 

●調査方法：郵送による配布・回収 

 

４．回収状況 

有効回収数（回収率）：就学前児童 1,039件（52.0％）、小学生 524件（52.4％） 

 

Ⅱ．調査結果 

回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下第２位で四捨

五入したものです。そのため、単数回答であっても合計値が 100.0％にならない場合があります。 

 

１．家族構成や暮らし及び就労状況について  

●調査対象の子どもの年齢・学年については、次のグラフのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

12.8 

14.2 

14.9 

16.0 

12.8 

15.0 

11.4 

2.9 

0% 10% 20% 30%

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

不明・無回答

就学前児童（N=1,039）

（平成 31 年 1 月 1 日基準） 
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1 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

93.3 

92.2 

19.6 

15.5 

55.6 

4.4 

2.2 

92.0 

88.5 

24.8 

17.9 

78.1 

2.9 

3.2 

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

母親

父親

祖母

祖父

兄弟姉妹

その他

不明・無回答

就学前児童（N=1,039）

小学生（N=524）

2.4 

2.2 

4.3 

5.0 

3.4 

7.3 

11.5 

4.9 

2.5 

10.5 

2.7 

6.3 

23.7 

10.3 

3.1 

0% 10% 20% 30%

平田地区

市辺地区

玉緒地区

御園地区

建部地区

中野地区

八日市地区

南部地区

永源寺地区

五個荘地区

愛東地区

湖東地区

能登川地区

蒲生地区

不明・無回答

就学前児童（N=1,039）

2.5 

2.7 

2.5 

4.8 

1.5 

6.7 

9.9 

5.7 

4.0 

8.8 

2.9 

7.6 

21.9 

15.1 

3.4 

0% 10% 20% 30%

小学生（N=524）

18.1 

11.5 

17.6 

14.7 

32.6 

60.5 

14.9 

5.5 

3.4 

7.8 

4.4 

1.7 

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

大きな負担を感じるものはない

給食費などの学校の諸経費

辞書・習字道具などの教材購入費

スポーツ少年団やクラブチームに

かかる費用（遠征・ユニフォームなど）

制服・体操服の購入費

学習塾や習い事にかかる費用

ゲーム機やゲームソフトなどの購入費

スマートフォンなどの通信料金

バスや電車の料金

医療費

その他

不明・無回答

小学生（N=524）

 

●同居の家族については、就学前児童では「母親」が 93.3％と最も高く、次いで「父親」が 92.2％、

「兄弟姉妹」が 55.6％となっています。小学生では「母親」が 92.0％と最も高く、次いで「父親」

が 88.5％、「兄弟姉妹」が 78.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●子どもにかかる費用で経済的に負担が大きいと感じるものについては、就学前児童では「教育・保

育の諸経費（保育料など含む）」が 51.2％と最も高く、小学生では「学習塾や習い事にかかる費用」

が 60.5％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27.8 

51.2 

30.4 

14.5 

3.0 

7.7 

2.4 

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

大きな負担を感じるものはない

教育・保育の諸経費（保育料など含む）

学習塾や習い事にかかる費用

玩具（おもちゃ）などの購入費

医療費

その他

不明・無回答

就学前児童（N=1,039）

《同居の家族》 《居住地区》 

《子どもにかかる費用のうち、経済的に負担が大きいと感じるもの》 
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2 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

66.4 

51.8 

22.7 

49.4 

53.5 

21.8 

52.1 

47.3 

25.4 

42.0 

55.0 

27.9 

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

保護者が家にいないときに子どもが

安心して過ごせる場所やサービスの提供

生活や就学のための経済的な補助

進路や生活などについて何でも相談できるところ

仲間と出会い、一緒に自然体験や

集団遊びなどいろいろな活動ができるところ

夏休みなどの長期休暇期間中に

子どもたちが自習できる場所

地域において職場体験ができるところ

27.2 

3.5 

1.9 

1.1 

1.6 

23.5 

5.0 

5.7 

1.7 

0.6 

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

子どもが無料または低料金で

食事ができる場所の提供

その他

特にない

わからない

不明・無回答

就学前児童（N=1,039）

小学生（N=524）

32.6 

1.5 

44.1 

1.0 

16.0 

1.5 

3.2 

26.1 

2.5 

43.2 

0.7 

21.6 

2.9 

3.0 

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

フルタイムで就労

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・アルバイトなどで就労

パート・アルバイトなどで就労しているが、

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

不明・無回答

〔小学生（母親）〕

【H30】母親（N=524）

【H25】母親（N=559）

90.3 

0.0 

1.1 

0.0 

0.6 

0.0 

8.0 

85.4 

0.0 

0.7 

0.0 

0.5 

0.0 

13.4 

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

〔小学生（父親）〕

【H30】父親（N=524）

【Ｈ25】父親（N=559）

93.2 

0.3 

0.1 

0.0 

0.7 

0.0 

5.8 

86.9 

0.1 

0.9 

0.0 

1.6 

0.0 

10.5 

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

フルタイムで就労

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・アルバイトなどで就労

パート・アルバイトなどで就労しているが、

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

不明・無回答

〔就学前児童（父親）〕

【Ｈ30】父親（N=1,039）

【Ｈ25】父親（N=1,118）

28.6 

12.1 

20.9 

1.8 

33.2 

1.5 

1.8 

17.6 

10.3 

20.3 

2.3 

43.4 

4.7 

1.4 

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

フルタイムで就労

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・アルバイトなどで就労

パート・アルバイトなどで就労しているが、

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

不明・無回答

〔就学前児童（母親）〕

【Ｈ30】母親（N=1,039）

【Ｈ25】母親（N=1,118）

 

●利用したいと思う支援については、就学前児童では「保護者が家にいないときに子どもが安心して

過ごせる場所やサービスの提供」が 66.4％と最も高く、小学生では「夏休みなどの長期休暇期間

中に子どもたちが自習できる場所」が 55.0％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●保護者の現在の就労形態については、就学前児童の母親では「以前は就労していたが、現在は就労

していない」が 33.2％で最も高くなっています。 

前回調査との比較では、母親で「フルタイムで就労」が 11.0 ポイント増加し、「以前は就労して

いたが、現在は就労していない」が 10.2 ポイント減少しています。 

小学生の母親では「パート・アルバイトなどで就労」が 44.1％で最も高くなっています。前回調

査との比較では、大きな傾向の差はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《利用したいと思う支援》 

《現在の就労形態》 
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72.7 

2.3 

10.3 

3.0 

7.1 

3.5 

1.1 

94.7 

0.7 

1.9 

0.0 

0.0 

0.1 

2.7 

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

特にない（現在の就労スタイルを続けたい）

フルタイムへの転職希望があり、

１年以内に実現できる見込みがある

フルタイムへの転職希望があるが、

１年以内に実現できる見込みはない

パート・アルバイトなどへの転職希望があり、

１年以内に実現できる見込みがある

パート・アルバイトなどへの転職希望があるが、

１年以内に実現できる見込みはない

仕事をやめて、子育てや家事に専念したい

（育児休業以外の長期休暇を含む）

不明・無回答

〔就学前児童〕

母親（N=659） 父親（N=972）

71.8 

2.7 

14.7 

2.7 

4.6 

2.7 

1.0 

94.4 

0.4 

2.7 

0.0 

0.0 

0.0 

2.5 

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

〔小学生〕

母親（N=415） 父親（N=479）

 

●転職や退職の希望については、いずれも「特にない」が７割以上と最も高くなっています。就学

前児童、小学生ともに母親は、何らかの転職・退職希望がある方が２割台後半となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●就労していない保護者の今後の就労希望については、就学前児童、小学生ともに母親は、「１年よ

り先、一番下の子どもが□歳になった頃に就労したい」が最も高く、就学前児童で 47.1％、小学

生で 38.0％となっています。 

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」は、就学前児童で 23.8％、小学生で 32.6％と

なっており、就学前児童、小学生ともに約７割の人が就労を希望されていることがわかります。 

●「１年より先、一番下の子どもが□歳になった頃に就労したい」を選んだ方の、就労したい時の一

番下の子どもの年齢についてみると、「３～４歳」が最も高く、就学前児童の母親で 54.7％、小学

生の母親で 25.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《今後の転職や退職の希望》 

《就労していない保護者の今後の就労希望》 《就労していない保護者の今後の就労希望》 

23.0 

21.7 

47.1 

38.0 

23.8 

32.6 

6.1 

7.6 

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

〔就学前児童〕母親

（N=361）

〔小学生〕母親

（N=92）

子育てや家事などに専念したい（就労予定なし）

1年より先、一番下の子どもが□歳になった頃に就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

不明・無回答

2.9 

25.7 

8.6 

22.9 

11.4 

8.6 

20.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

１～２歳

３～４歳

５～６歳

７～８歳

９～10歳

11～12歳

13歳以上

不明・無回答

〔小学生〕母親（N=35）

14.7 

54.7 

12.4 

12.9 

2.9 

1.8 

0.0 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80%

１～２歳

３～４歳

５～６歳

７～８歳

９～10歳

11～12歳

13歳以上

不明・無回答

〔就学前児童〕母親（N=170）
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２．平日の教育・保育事業※の利用について 

●現在の平日の教育・保育事業の利用状況については、「利用している」が 63.0％となっています。 

利用事業の種類については、「認定こども園」が 55.9％、「保育園」が 19.8％、「幼稚園」が 19.4％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●幼児教育・保育の無償化を踏まえ、今後利用したい教育・保育事業については、「幼稚園」「保育園」

「認定こども園」が、各歳ともに上位に挙がっています。また、調査時点で０歳、１歳、２歳の子

どもの場合は、「特に事業は利用せず、自宅などで過ごす」の割合が、『２歳の時』までで２割台～

３割台となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「家庭的保育」「事業所内保育施設・企業主導型保育施設」 

「その他の認可外の保育施設」「居宅訪問型保育」「その他」は省略。）  

63.0 35.1 1.8 

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

就学前児童

（N=1,039）

利用している 利用していない

1.4 

0.2 

0.8 

0.2 

0.0 

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

その他の

認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・

センター

その他

不明・無回答

19.4 

0.6 

19.8 

55.9 

2.4 

1.7 

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

幼稚園

幼稚園の預かり保育

保育園

認定こども園

小規模保育施設

事業所内保育施設

就学前児童（N=655）

《平日の教育・保育事業の利用の有無》 《平日に利用している教育・保育事業》 

《幼児教育・保育の無償化を踏まえ、子どもが５歳までに利用したい教育・保育事業》 

（平成 31 年１月１日現在の年齢） 

 

11.3 

7.3 

23.7 

39.8 

1.1 

0.4 

16.4 

0% 20% 40% 60%

５歳以上（N=274）

５歳の時

12.0 

3.0 

21.8 

53.4 

0.8 

0.0 

9.0 

11.3 

7.3 

23.7 

39.8 

1.1 

0.4 

16.4 

0% 20% 40% 60%

４歳（N=133）

４歳の時

５歳の時

10.8

6.0

22.9

46.4

0.6

1.2

10.8

9.0

7.8

24.1

51.2

0.6

0.0

6.6

9.0

7.8

22.9

51.8

0.6

0.0

7.2

0% 20% 40% 60%

３歳（N=166）

３歳の時

４歳の時

５歳の時

0.6

0.6

18.1

29.7

7.7

25.2

14.8

12.3

7.1

18.7

49.7

1.3

5.8

3.2

16.8

7.1

20.0

52.9

0.0

0.0

2.6

16.8

7.1

20.6

52.3

0.0

0.0

2.6

0% 20% 40% 60%

２歳（N=155）

２歳の時

３歳の時

４歳の時

５歳の時

0.7

0.7

17.6

31.1

7.4

25.7

12.2

1.4

0.7

19.6

39.9

8.1

21.6

6.1

11.5

4.1

31.8

48.6

1.4

0.7

1.4

13.5

4.7

31.8

48.0

0.7

0.0

0.7

13.5

4.7

31.1

48.6

0.7

0.0

0.7

0% 20% 40% 60%

１歳（N=148）

１歳の時

２歳の時

３歳の時

４歳の時

５歳の時

0.0

0.0

10.5

12.0

4.5

33.8

39.1

0.0

1.5

15.8

24.1

8.3

27.8

18.8

0.8

0.8

22.6

28.6

7.5

20.3

16.5

10.5

7.5

22.6

43.6

2.3

2.3

9.8

11.3

7.5

24.8

43.6

1.5

0.0

9.8

12.0

8.3

24.1

43.6

1.5

0.0

9.0

0% 20% 40% 60%

幼稚園

幼稚園と

幼稚園の

預かり保育

保育園

認定

こども園

小規模

保育施設

特に事業は

利用せず、

自宅などで

過ごす

不明・

無回答

０歳（N=133）

０歳の時

１歳の時

２歳の時

３歳の時

４歳の時

５歳の時

※教育・保育事業とは、幼稚園や保育園、 

認定こども園などの事業。 
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39.3 

13.9 

56.1 

1.6 

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

つどいの広場や子育て支援センター

を利用している

その他に市が実施している子育て支援事業

（児童センターなど）を利用している

利用していない

不明・無回答

就学前児童

０～２歳児（N=563）

24.0 

25.9 

16.3 

29.5 

4.8 

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

利用していないが、今後利用したい

すでに利用しているが、

今後利用日数を増やしたい

利用日数を増やしたいとは思わない

利用しない

不明・無回答

就学前児童

０～２歳児（N=563）

 

３．病児・病後児保育について 

●平日の教育・保育事業利用者に、この１年間に病気などで通常の教育・保育事業が利用できなかっ

た経験については、「あった」という回答が 80.2％みられました。 

●利用できなかった方の対応方法については、「母親が仕事を休んだ」が 70.7％と最も高くなってい

ます。 

●父親または母親が仕事を休んで対応した方については、病児・病後児保育を「できれば利用したい」

は 22.0％となっています。前回調査との比較では、「利用したいとは思わない」が 15.3ポイント

増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．地域子育て支援拠点事業※について 

●現在の地域子育て支援拠点事業の利用状況（０～２歳児）については、「つどいの広場や子育て支援

センターを利用している」が 39.3％、「その他に市が実施している子育て支援事業を利用している」

が 13.9％となっています。今後の利用意向では、「利用していないが、今後利用したい」が 24.0％、

「すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」が 25.9％という結果でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

80.2 18.0 1.8 

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

就学前児童

（N=655）

あった なかった 不明・無回答

22.0 

37.0 

75.7 

60.4 

2.4 

2.6 

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

【Ｈ30】就学前児童

（N=382）

【Ｈ25】就学前児童

（N=265）

できれば病児・病後児保育施設などを利用したい

利用したいとは思わない

不明・無回答

70.7 

26.9 

33.1 

21.0 

0.4 

4.6 

1.9 

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

母親が仕事を休んだ

父親が仕事を休んだ

親族・知人に子どもをみてもらった

父母の就労していない方が子どもをみた

子どもだけで留守番をさせた

その他

不明・無回答

就学前児童（N=525）

《病気などで教育・保育事業を利用できなかったことの有無》 《利用できなかった方の対応方法》 

《病児・病後児保育の希望》 

《地域子育て支援拠点事業の利用状況》 《地域子育て支援拠点事業の今後の利用意向》 

※地域子育て支援拠点事業とは、つどいの広場や 

子育て支援センターで実施している事業。 
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５．学童保育所について 

●学童保育所の利用意向については、就学前児童では「利用したい」が58.6％と最も高く、次いで「利

用する必要がない」が32.2％となっています。小学生では「利用する必要がない」が55.3％と最も

高く、次いで「すでに利用している」が 23.1％となっています。前回調査との比較では「利用する

必要がない」が18.6ポイント減少し、「すでに利用している」が12ポイント増加しています。 

  

  

 

 

 

 

 

 

６．育児休業の取得状況などについて 

●育児休業の取得経験については、母親は「取得した（または取得中）」が 44.6％、「働いていなか

った」が 26.1％、「産前産後に退職した」が 18.8％となっています。父親は「取得していない」

が 86.1％で、「取得した（または取得中）」は、わずか 2.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（「産前産後に退職した」は今回調査のみの選択肢） 

 

●育児休業を取得していない方の理由については、母親は「職場に育児休業の制度がなかった（就業

規則に定めがなかった）」が 20.5％、父親は「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」が

32.7％となっています。 

 

 

 

 

  

9.0 

6.4 

6.4 

1.3 

0.0 

5.1 

2.6 

32.7 

32.3 

0.3 

4.2 

6.1 

25.5 

1.3 

0% 20% 40% 60%

職場に育児休業を取りにくい

雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く

復帰したかった

育児休業をとった後に仕事へ

復帰するのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育園などに預けることができた

〔就学前児童〕

0.0 

9.0 

20.5 

12.8 

1.3 

34.6 

9.0 

32.1 

30.5 

7.8 

0.3 

1.7 

6.3 

4.4 

0% 20% 40% 60%

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母などの親族にみて

もらえるなど、制度を利用する必要がなかった

職場に育児休業の制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の

取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを

知らなかった

その他

不明・無回答

母親（N=78）

父親（N=895）

《学童保育所の利用意向》 

《育児休業の取得経験》 

《育児休業を取得していない理由》 

7.5 

16.6 

44.6 

33.3 

18.8 26.1 

48.1 

3.1 

2.0 

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

【H30】母親

（N=1,039）

【H25】母親

（N=1,118）

〔就学前児童〕

取得していない 取得した（または取得中）

産前産後に退職した 働いていなかった

不明・無回答

86.1 

79.3 

2.1 

2.3 

0.0 

0.6 

1.3 

11.2 

17.1 

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

【H30】父親

（N=1,039）

【H25】父親

（N=1,118）

〔就学前児童〕

取得していない 取得した（または取得中）

産前産後に退職した 働いていなかった

不明・無回答

58.6 

52.7 

6.4 

8.4 

32.2 

37.2 

2.7 

1.7 

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

【H30】就学前児童

（N=1,039）

【H25】就学前児童

（N=1,118）

利用したい 利用したくても利用できない

利用する必要がない 不明・無回答

9.0 

6.4 

9.2 

8.4 

55.3 

73.9 

23.1 

11.1 

3.4 

0.2 

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

【H30】小学生

（N=524）

【H25】小学生

（N=559）

利用したい 利用したくても利用できない

利用する必要がない すでに利用している

不明・無回答
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55.5 

16.0 

17.6 

14.5 

35.7 

22.9 

13.2 

3.2 

10.5 

8.2 

48.3 

9.9 

6.7 

10.9 

59.2 

19.3 

16.5 

21.5 

55.1 

27.0 

19.5 

5.2 

10.4 

7.2 

50.4 

7.7 

4.5 

2.1 

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

子どもが安心して遊べる場所づくり

親子が安心して集まれる

身近な場や機会の提供

親子で楽しめる観劇、音楽会などの

文化事業の充実

子育てに困ったときに相談したり

情報が得られる場の充実

安心して子どもが医療機関に

かかれる体制の整備

残業時間の短縮や育児休業・介護休業の

取得促進など企業に対する働きかけ

再就職についての支援

子育てサ－クルへの支援

経験豊かな高齢者による子どもの

預かりなどの子育て支援

休日における子育て相談の

窓口の場の提供

公園や歩道の整備

保育サービスの充実

家事支援サービスの整備

その他

不明・無回答

【H30】小学生

（N=524）

【H25】小学生

（N=559）

61.1 

26.9 

21.8 

12.9 

33.2 

31.8 

20.0 

5.7 

5.7 

10.1 

49.9 

37.4 

13.1 

5.6 

3.3 

52.3 

30.5 

24.2 

24.0 

48.5 

29.2 

27.2 

8.8 

9.3 

12.5 

50.4 

8.2 

5.2 

3.3 

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

【H30】就学前児童

（N=1,039）

【H25】就学前児童

（N=1,118）

子どもが安心して遊べる場所づくり

親子が安心して集まれる

身近な場や機会の提供

親子で楽しめる観劇、音楽会などの

文化事業の充実

子育てに困ったときに相談したり

情報が得られる場の充実

安心して子どもが医療機関に

かかれる体制の整備

残業時間の短縮や育児休業・介護休業の

取得促進など企業に対する働きかけ

再就職についての支援

子育てサ－クルへの支援

経験豊かな高齢者による子どもの

預かりなどの子育て支援

休日における子育て相談の

窓口の場の提供

公園や歩道の整備

保育サービスの充実

家事支援サービスの整備

その他

不明・無回答

 

●子どもが１歳になったときに必ず利用できる保育が

あれば、１歳になるまで育児休業を取得するかどうか

について（育児休業中の方）は、「１歳になるまで育

児休業を取得したい」が 91.4％でほとんどを占め、

「１歳になる前に復帰したい」は 4.3％にとどまって

います。 

 

７．子育て支援施策全般について 

●子育て支援で力を入れてほし

いことについては、就学前児

童、小学生ともに、上位２項目

が同じで、「子どもが安心して

遊べる場所づくり」が就学前

児童61.1％、小学生55.5％、

「公園や歩道の整備」が就学

前児童 49.9 ％、小学生

48.3％となっています。前回

調査との比較では、「安心して

子どもが医療機関にかかれる

体制の整備」が就学前児童で

15.3 ポイント、小学生で

19.4 ポイント減少していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

●子育ての環境や支援施策への満足度について、就学前児童では、「どちらともいえない」が 43.3％

と最も高く、次いで「満足度はやや高い」が 29.3％となっています。小学生では、「どちらともい

えない」が 49.6％と最も高く、次いで「満足度はやや低い」が 21.6％となっています。前回調査

との比較では『満足度高い計』（「満足度はやや高い」と「満足度は高い」の割合の合計）が就学前

で 16.2 ポイント、小学生で 8.4ポイント増加しています。 

 

 

91.4 4.3 4.3 

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

母親

（N=116）

〔就学前児童〕

１歳になるまで育児休業を取得したい

１歳になる前に復帰したい

不明・無回答

《１歳になるまで育児休業を取得するか》 

《子育て支援で力を入れてほしいこと》 

《子育ての環境や支援施策への満足度》 

東近江市子ども・子育て支援に関するニーズ調査結果【概要版】平成３１年３月 発行：東近江市 

4.3 

8.0 

16.6 

22.6 

43.3 

49.8 

29.3 

16.5 

5.5 

2.1 

1.1 

1.0 

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

【H30】就学前児童

（N=1,039）

【H25】就学前児童

（N=1,118）

満足度は低い 満足度はやや低い どちらともいえない

満足度はやや高い 満足度は高い 不明・無回答

7.3 

9.8 

21.6 

27.7 

49.6 

49.4 

16.8 

10.4 

3.4 

1.4 

1.3 

1.3 

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

【H30】小学生

（N=524）

【H25】小学生

（N=559）

満足度は低い 満足度はやや低い どちらともいえない

満足度はやや高い 満足度は高い 不明・無回答


