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Ⅱ 小学生保護者 

１ お子さんとご家族の状況について 
 

問１ 宛て名のお子さんは何年生ですか。（ＳＡ） 

子どもの学年は、低学年では「１年生」が19.8％、「２年生」が17.4％、「３年生」が15.8％とな

っています。 

高学年では、「４年生」が16.0％、「５年生」が13.8％、「６年生」が15.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。宛て名のお子さんからみた関係でお答えください。（Ｓ

Ａ） 

調査回答者は、「母親」が86.7％、「父親」が11.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ 宛て名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。宛て名のお子さんか

らみた関係でお答えください。（ＳＡ） 

子育てを主に行っている人は、「父母ともに」が最も多く52.4％、次いで「主に母親」が44.3％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.8 

17.4 

15.8 

16.0 

13.8 

15.6 

1.6 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

ｎ=752

問１ 学年

86.7 

11.4 

0.8 

1.1 

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

母親

父親

その他

無回答

ｎ=752
問２ 回答者

52.4 

44.3 

0.8 

0.7 

0.4 

1.5 

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

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

ｎ=752

問３ 主な子育て者
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問４ 宛て名のお子さんの同居している家族は何人ですか。なお、玄関は別でも隣接する２戸や２世帯住

宅の場合は、同居とみなして合計人数を書いてください。 

同居の家族は、「４人」が最も多く41.0％、次いで「３人」が24.3％、「５人」が17.2％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ 宛て名のお子さんが通学している小学校の種類はどれにあてはまりますか。（ＳＡ） 

子どもが通学している小学校は、「豊島区立の小学校」が最も多く82.8％、次いで「私立小学校・国

立小学校」が12.5％、「豊島区外の区立小学校」が1.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ 宛て名のお子さんは何人兄弟・姉妹ですか。宛て名のお子さんを含めた人数をお答えください。（Ｓ

Ａ） 

子どもの兄弟・姉妹は「2人」が最も多く51.2％、次いで「１人」が28.2％、「3人」が16.1％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3 

3.9 

24.3 

41.0 

17.2 

7.2 

3.7 

0.9 

0.1 

1.5 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

１人

２人

３人

４人

５人

６人

７人

８人

９人

無回答

ｎ=752
問４ 同居人数

82.8 

1.3 

12.5 

1.2 

1.1 

1.1 

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

豊島区立の小学校

豊島区外の区立小学校

私立小学校・国立小学校

特別支援学校

その他

無回答

ｎ=752

問５ 小学校の種類

28.2 

51.2 

16.1 

3.6 

0.9 

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

１人

２人

３人

４人以上

無回答

ｎ=752

問６ 兄弟・姉妹
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問７ 宛て名のお子さんと同居されているご家族と、近くに住んでいらっしゃる方の状況について。（ＭＡ） 

同居形態については、「父母同居」が最も多く74.6％、次いで「祖父母が近くに居住」が19.3％、

「祖母同居」が13.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８ お住まいのまちはどちらですか。（ＳＡ） 

居住地区は、「駒込」が最も多く7.7％、次いで「巣鴨」が7.6％、「長崎」が7.2％、「池袋本町」

が7.0％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 

7.6 

4.9 

3.1 

4.3 

6.3 

4.8 

2.5 

5.5 

4.7 

7.0 

2.9 

4.8 

6.9 

6.1 

7.2 

5.6 

2.5 

2.4 

2.0 

1.3 

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%

駒込

巣鴨

西巣鴨

北大塚

南大塚

上池袋

東池袋

南池袋

西池袋

池袋

池袋本町

雑司が谷

高田

目白

南長崎

長崎

千早

要町

高松

千川

無回答

ｎ=752
問８ 居住地区

7.0

4.4

6.9

1.3

19.3

13.6

9.0

8.5

0.7

74.6

0% 20% 40% 60% 80%

父母同居

父親同居(ひとり親家庭

母親同居(ひとり親家庭）

祖父同居

祖母同居

祖父母が近くに居住

祖父のみ近くに居住

祖母のみ近くに居住

その他

無回答

ｎ=752

問７　同居形態
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問９ 豊島区に、通算で何年お住まいですか。（ＳＡ） 

居住歴は、「６年～10年」が最も多く27.8％、次いで「11年～15年」が22.7％、「21年以上」

が21.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問10 豊島区にお住まいになるようになったきっかけは何ですか。（ＭＡ） 

豊島区への居住のきっかけについては、「親（または配偶者の親）の代からずっと」が最も多く36.7％、

次いで「本人（または配偶者）の通勤に便利」が31.8％、「山手線や地下鉄等に近く何かと便利」が

23.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 

18.4 

27.8 

22.7 

6.4 

21.9 

1.2 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

１年未満

１年～５年

６年～10年

11年～15年

16年～20年

21年以上

無回答

ｎ=752

問９ 居住歴

36.7 

1.3 

3.7 

5.7 

31.8 

7.4 

23.0 

17.6 

1.2 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

親（配偶者の親）の代からずっと

親(配偶者の親)の介護等のため

保育所や幼稚園等子育て環境がよい

小学校等の教育環境がよい

本人(配偶者)の通勤に便利

子どもの通学に便利

山手線や地下鉄等に近く何かと便利

その他

無回答

ｎ=752

問10 居住のきっかけ
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２ 保護者の就労状況について 
 

問11 宛て名のお子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます。（ＳＡ） 

母親の就労状況については、「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」は

30.1％、「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」が29.5％、「以

前は就労していたが、現在は就労していない」が31.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合
 
計
 

フ
ル
タ
イ
ム
 

（
産
休
・
育
休
・
介
護

休
業
中
で
は
な
い
）
 

フ
ル
タ
イ
ム
 

（
産
休
・
育
休
・
介
護

休
業
中
で
あ
る
）
 

パ
ー
ト
等
 

（
産
休
・
育
休
・
介
護

休
業
中
で
は
な
い
）
 

パ
ー
ト
等
 

（
産
休
・
育
休
・
介
護

休
業
中
で
あ
る
）
 

以
前
は
就
労
、
現
在
は

働
い
て
な
い
 

今
ま

で
就

労
し

た
こ

と
が
な
い
 

無
回
答
 

単位：％ 

752 30.1 0.7 29.5 0.3 31.4 4.9 3.2 

1 年生 149 35.6 2.0 23.5 0.0 32.9 2.7 3.4 学年 

2 年生 131 29.0 0.8 23.7 0.0 37.4 6.1 3.1 

 3 年生 119 25.2 0.8 29.4 0.0 37.0 5.9 1.7 

 4 年生 120 26.7 0.0 33.3 0.8 29.2 7.5 2.5 

 5 年生 104 33.7 0.0 38.5 0.0 22.1 3.8 1.9 

 6 年生 117 30.8 0.0 30.8 0.9 27.4 4.3 6.0 

 

●母親の就労状況について学年別にみると、１年生では「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」、２年生と３年生では「以前は就労していたが、現在は就労していない」、４年

生と５年生では「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」の割合

が最も多くなっています。また、６年生では「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」と「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」の割合が

同数となっています。 

30.1

0.7

29.5

0.3

31.4

4.9

3.2

0% 10% 20% 30% 40%

フルタイム（産休・育休・介護休業中でない）

フルタイム（産休・育休・介護休業中である）

パート等（産休・育休・介護休業中でない）

パート等（産休・育休・介護休業中である）

以前は就労、現在は働いてない

今まで就労したことがない

無回答

ｎ=752
問11　保護者の就労状況　母親
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合
 
計
 

フ
ル
タ
イ
ム
 

（
産
休
・
育
休
・
介
護

休
業
中
で
は
な
い
）
 

フ
ル
タ
イ
ム
 

（
産
休
・
育
休
・
介
護

休
業
中
で
あ
る
）
 

パ
ー
ト
等
 

（
産
休
・
育
休
・
介
護

休
業
中
で
は
な
い
）
 

パ
ー
ト
等
 

（
産
休
・
育
休
・
介
護

休
業
中
で
あ
る
）
 

以
前
は
就
労
、
現
在
は

働
い
て
な
い
 

今
ま

で
就

労
し

た
こ

と
が
な
い
 

無
回
答
 

単位：％ 

752 30.1 0.7 29.5 0.3 31.4 4.9 3.2 

駒込 58 24.1 0.0 34.5 0.0 31.0 8.6 1.7 

巣鴨 57 33.3 0.0 22.8 0.0 40.4 1.8 1.8 

西巣鴨 37 13.5 2.7 35.1 0.0 37.8 8.1 2.7 

北大塚 23 34.8 0.0 30.4 0.0 21.7 4.3 8.7 

南大塚 32 31.3 3.1 12.5 3.1 28.1 15.6 6.3 

上池袋 47 44.7 0.0 25.5 2.1 23.4 2.1 2.1 

東池袋 36 25.0 0.0 33.3 0.0 30.6 0.0 11.1 

南池袋 19 31.6 0.0 31.6 0.0 31.6 5.3 0.0 

西池袋 41 29.3 0.0 31.7 0.0 31.7 0.0 7.3 

居住 

地区 

池袋 35 20.0 2.9 28.6 0.0 34.3 11.4 2.9 

 池袋本町 53 28.3 0.0 32.1 0.0 35.8 1.9 1.9 

 雑司が谷 22 27.3 4.5 36.4 0.0 22.7 9.1 0.0 

 高田 36 19.4 0.0 25.0 0.0 38.9 11.1 5.6 

 目白 52 28.8 0.0 28.8 0.0 36.5 5.8 0.0 

 南長崎 46 30.4 0.0 30.4 0.0 28.3 4.3 6.5 

 長崎 54 31.5 0.0 40.7 0.0 25.9 0.0 1.9 

 千早 42 42.9 0.0 28.6 0.0 23.8 2.4 2.4 

 要町 19 47.4 0.0 15.8 0.0 31.6 5.3 0.0 

 高松 18 27.8 5.6 33.3 0.0 27.8 5.6 0.0 

 千川 15 26.7 0.0 33.3 0.0 33.3 6.7 0.0 

 

●母親の就労状況について居住地区別にみると、北大塚、南大塚、上池袋、千早、要町では「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」、駒込、東池袋、雑司が谷、長崎、高松では

「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」、巣鴨、西巣鴨、池袋、

池袋本町、高田、目白では「以前は就労していたが、現在は就労していない」の割合が最も多くなっ

ています。 
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父親の就労状況については、「フルタイムで就労しており、育休・介護休業中ではない」が85.2％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合
 
計
 

フ
ル
タ
イ
ム
 

（
育
休
・
介
護
休
業
中

で
は
な
い
）
 

フ
ル
タ
イ
ム
 

（
育
休
・
介
護
休
業
中

で
あ
る
）
 

パ
ー
ト
等
 

（
育
休
・
介
護
休
業
中

で
は
な
い
）
 

パ
ー
ト
等
 

（
育
休
・
介
護
休
業
中

で
あ
る
）
 

以
前
は
就
労
、
現
在
は

働
い
て
な
い
 

今
ま

で
就

労
し

た
こ

と
が
な
い
 

無
回
答
 

単位：％ 

752 85.2 0.0 0.8 0.4 0.5 0.1 12.9 

1 年生 149 88.6 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 10.7 

学年 

2 年生 131 83.2 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 14.5 

 3 年生 119 89.1 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 9.2 

 4 年生 119 85.7 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 13.4 

 5 年生 104 88.5 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.7 

 6 年生 116 78.4 0.0 1.7 0.0 0.9 0.0 19.0 

 

●父親の就労状況について学年別にみると、すべての学年で「フルタイムで就労しており、育休・介護

休業中ではない」の割合が最も多くなっています。 

 

 

85.2

0.0

0.8

0.4

0.5

0.1

12.9

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

フルタイム（育休・介護休業中でない）

フルタイム（育休・介護休業中である）

パート等（育休・介護休業中でない）

パート等（育休・介護休業中である）

以前は就労、現在は働いてない

今まで就労したことがない

無回答

ｎ=752
問11　保護者の就労状況　父親
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合
 
計
 

フ
ル
タ
イ
ム
 

（
育
休
・
介
護
休
業
中

で
は
な
い
）
 

フ
ル
タ
イ
ム
 

（
育
休
・
介
護
休
業
中

で
あ
る
）
 

パ
ー
ト
等
 

（
育
休
・
介
護
休
業
中

で
は
な
い
）
 

パ
ー
ト
等
 

（
育
休
・
介
護
休
業
中

で
あ
る
）
 

以
前
は
就
労
、
現
在
は

働
い
て
な
い
 

今
ま

で
就

労
し

た
こ

と
が
な
い
 

無
回
答
 

単位：％ 

752 85.2 0.0 0.8 0.4 0.5 0.1 12.9 

駒込 58 87.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 

巣鴨 57 87.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 

西巣鴨 37 91.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 5.4 

北大塚 23 69.6 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 26.1 

南大塚 31 71.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 25.8 

上池袋 47 89.4 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 8.5 

居住 

地区 

東池袋 35 74.3 0.0 2.9 2.9 0.0 0.0 20.0 

 南池袋 19 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 西池袋 41 87.8 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 9.8 

 池袋 35 71.4 0.0 8.6 0.0 0.0 0.0 20.0 

 池袋本町 53 77.4 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 20.8 

 雑司が谷 22 95.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 

 高田 36 97.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 

 目白 52 86.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 

 南長崎 46 87.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 

 長崎 54 83.3 0.0 1.9 0.0 1.9 0.0 13.0 

 千早 42 83.3 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 14.3 

 要町 19 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 高松 18 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 千川 15 86.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 

 

●父親の就労状況について居住地区別にみると、すべての地区で「フルタイムで就労しており、育休・

介護休業中ではない」の割合が最も多くなっています。 

 

【問 11 の「母親」または「父親」でフルタイムまたはパート等で就労していると回答した方】 

問12 週おおよその就労日数、家を出る時間と家に着く時間、土曜日や日曜日・祝祭日の就労状況、通勤

時間についてご記入ください。 

【母親】 

母親の１週あたりの就労日数については、「５日」が最も多く55.8％、次いで「４日」が11.9％、

「６日」が10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

4.4 

9.9 

11.9 

55.8 

10.5 

0.4 

4.8 

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

ｎ=455

問12-ア 母親の就労日数
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母親の出勤時間については、「10時」が最も多く38.7％、次いで「11時」が23.5％、「９時」が

16.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「７時」以前及び「13時」以降は小数点１以下の割合のため省略 

 

母親の帰宅時間については、「18時」が最も多く28.1％、次いで「19時」が15.2％、「17時」が

13.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「11時」以前及び「22時」以降は小数点１以下の割合のため省略 

 

1.8 

16.5 

38.7 

23.5 

8.6 

6.6 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

8時

9時

10時

11時

12時

無回答

ｎ=455

問12-イ 母親の出勤時間

1.3 

3.3 

5.9 

9.5 

7.3 

13.6 

28.1 

15.2 

4.2 

2.4 

6.8 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

無回答

ｎ=455

問12-イ 母親の帰宅時間
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母親の土曜日の就労については、「毎週休み」は57.8％、「月に何日かは就労」が35.8％となって

います。 

１か月あたり、土曜日に何日就労しているかについては、「２日」が最も多く30.7％、次いで「４日」

が25.2％、「１日」が23.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母親の日曜日・祝日の就労については、「すべて休み」が67.9％、次いで「時々就労」が22.4％、

「ほとんど就労」が5.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母親の通勤時間については、「30分～1時間未満」が最も多く33.4％、次いで「15分未満」が23.5％、

「15分～30分未満」が23.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.8

35.8

6.4

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

毎週休み

月に○日就労

無回答

ｎ=455問12-ウ　母親の土曜日の就労

67.9

22.4

5.7

4.0

0% 20% 40% 60% 80%

すべて休み

時々就労

ほとんど就労

無回答

ｎ=455問12-エ　母親の日曜日・祝日の就労

7.3

23.5

23.3

33.4

7.3

0.9

4.4

0% 10% 20% 30% 40%

なし

15分未満

15分～30分未満

30分～1時間未満

1時間～1時間30分未満

1時間30分以上

無回答

ｎ=455

問12-オ　母親の通勤時間

1.8

0.6

25.2

17.8

30.7

23.9

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

ｎ=163

問12-ウ　母親の土曜日の就労
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【父親】 

父親の１週あたりの就労日数については、「５日」が最も多く64.9％、次いで「６日」が26.9％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父親の出勤時間については、「７時」が最も多く32.2％、次いで「８時」が28.6％、「９時」が12.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「4時」以前及び「11時」以降は小数点１以下の割合のため省略 

 

父親の帰宅時間については、「20時」が最も多く16.3％、次いで「19時」が16.2％、「21時」が

12.9％、「22時」が12.6％となっています。また24時以降の午前「1時」が2.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「16時」以前及び「2時」以降は小数点１以下の割合のため省略 

0.0 

0.2 

0.3 

1.1 

64.9 

26.9 

1.4 

5.2 

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

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

ｎ=650

問12-ア 父親の就労日数

1.1 

8.2 

32.2 

28.6 

12.2 

4.6 

8.3 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

5時

6時

7時

8時

9時

10時

無回答

ｎ=650

問12-イ 父親の出勤時間

2.2 

2.5 

10.0 

16.2 

16.3 

12.9 

12.6 

8.3 

5.2 

8.8 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

1時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

無回答

ｎ=650

問12-イ 父親の帰宅時間
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父親の土曜日の就労については、「毎週休み」は 43.8％、「月に何日かは就労」が 47.4％となってい

ます。 

１か月あたり、土曜日に何日就労しているかについては、「４日」が最も多く40.9％、次いで「２日」

が24.4％、「１日」が14.9％、「3日」が14.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父親の日曜日・祝日の就労については、「すべて休み」が49.1％、「時々就労」が34.0％、「ほと

んど就労」が10.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父親の通勤時間については、「30分～1時間未満」が最も多く44.5％、次いで「15分～30分未満」

が18.3％、「1時間～1時間30分未満」が13.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.8

47.4

8.8

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

毎週休み

月に○日就労

無回答

ｎ=650問12-ウ　父親の土曜日の就労

49.1

34.0

10.6

6.3

0% 20% 40% 60%

すべて休み

時々就労

ほとんど就労

無回答

ｎ=650問12-エ　父親の日曜日・祝日の就労

4.5

7.4

18.3

44.5

13.7

5.1

6.6

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

なし

15分未満

15分～30分未満

30分～1時間未満

1時間～1時間30分未満

1時間30分以上

無回答

ｎ=650

問12-オ　父親の通勤時間

14.9

24.4

14.6

40.9

2.6

2.6

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

1日

2日

3日

4日

5日

無回答

ｎ=308問12-ウ　父親の土曜日の就労
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【問 11 の「母親」または「父親」で「５．以前は就労していたが、現在は就労していない」と回答した方】 

問13 その方（主にお子さんの身の回りの世話をしている方）が仕事をやめた最も大きな理由は何ですか。 

（ＳＡ） 

仕事を辞めた理由については、「自分で子どもの保育をしたほうがよいと思ったから」が最も多く

37.3％、次いで「家事や育児の負担が大きくなったから」が22.9％、「配偶者の転勤や住宅の購入等

による転居などのため」が10.2％となっています。 

また、「その他」として、「結婚を機に仕事を辞めた」という回答が7件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 11 の「母親」または「父親」でパート・アルバイト等で就労と回答した方】 

問14 フルタイムへの転換希望はありますか。（ＳＡ） 

母親のフルタイムへの転換希望については、「フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みが

ある」が8.9％、「フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない」が18.3％、「パート・

アルバイト等就労を続けることを希望」が65.6％となっています。 

父親のフルタイムへの転換希望については、「フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みが

ある」が22.2％、「フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない」が11.1％、「パー

ト・アルバイト等就労を続けることを希望」が55.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.9 

37.3 

10.2 

1.7 

9.7 

13.6 

4.7 

0% 10% 20% 30% 40%

家事や育児の負担が大きくなった

自分で子どもの保育をしたい

転勤や住宅の購入等による転居

子ども預けることに家族の理解なし

勤務先の環境が未整備

その他

無回答

ｎ=236

問13 仕事を辞めた理由

8.9 

18.3 

65.6 

3.1 

4.0 

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

転換希望、実現できる見込み

転換希望、実現の見込みはない

パート等、就労の継続を希望

子育てや家事に専念したい

無回答

ｎ=224

問14 フルタイムへの希望（母親）

22.2 

11.1 

55.6 

0.0 

11.1 

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

転換希望、実現できる見込み

転換希望、実現の見込みはない

パート等、就労の継続を希望

子育てや家事に専念したい

無回答

ｎ=9問14 フルタイムへの希望（父親）
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【問 11 の「母親」または「父親」で就労していないと回答した方】 

問15 就労したいという希望はありますか。（ＳＡ） 

【母親】 

母親の就労希望については、「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」が29.7％、「1

年より先、一番下の子どもが○歳になったころに就労したい」が34.1％、「すぐにでも、もしくは１年

以内に就労したい」が19.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計 
子育てや家事

などに専念し

たい 

1年より先、一

番下の子どもが

「○歳」になっ

たころに就労し

たい 

すぐにでも、も

しくは１年以内

に就労したい 

無回答 

単位：％ 

273 29.7 34.1 19.4 16.8 

1 年生 53 28.3 35.8 15.1 20.8 

学年 

2 年生 57 33.3 31.6 17.5 17.5 

 3 年生 51 21.6 43.1 25.5 9.8 

 4 年生 44 38.6 29.5 25.0 6.8 

 5 年生 27 33.3 37.0 11.1 18.5 

 6 年生 37 27.0 21.6 21.6 29.7 

 

●母親の就労希望について学年別にみると、１年生、３年生、５年生では「１年より先、一番下の子ど

もが○歳になったころに就労したい」、２年生、４年生、６年生では「子育てや家事などに専念した

い（就労の予定はない）」の割合が最も多くなっています。 

 

就労を希望する時の一番下の子どもの年齢については、「13歳」が最も多く18.3％、次いで「12歳」

が17.2％、「10歳」が15.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

15.1

0.0

17.2

18.3

1.1

3.2

0.0

0.0

1.1

5.4

1.1

3.2

10.8

12.9

7.5

0% 5% 10% 15% 20%

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

6歳

7歳

8歳

9歳

10歳

11歳

12歳

13歳

14歳

15歳

無回答

ｎ=93問15　母親の就労を希望する子どもの年齢

29.7

34.1

19.4

16.8

0% 10% 20% 30% 40%

子育てや家事などに専念したい

1年より先、一番下の子どもが

「○歳」になったころに就労したい

すぐにでも、

もしくは１年以内に就労したい

無回答

ｎ=273問15　母親の就労希望
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【「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」母親の希望する就労形態】 

希望する就労形態は、「フルタイム」が13.2％、「パートタイム、アルバイト等」が86.8％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「パートタイム、アルバイト等」を希望する母親の就労条件】 

パート・アルバイト等の場合は、１週あたりの就労希望日数は「３日」が最も多く54.3％、１日あた

りの就労希望時間は「５時間」が最も多く43.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【父親】 

父親の就労希望については、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が２人（40.0％）とな

っています。 

そのうち、「フルタイム」の希望は１人、パート・アルバイトの場合は「１人」が「週３日」「６時間」

の就労を希望しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0 

0.0 

40.0 

60.0 

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

子育てや家事などに専念したい

1年より先

１年以内に就労したい

無回答

ｎ=5

問15 父親の就労希望

2.2

0.0

2.2

13.0

15.2

54.3

10.9

2.2

0% 20% 40% 60%

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

無回答

ｎ=46

問15　母親の就労希望　１週あたり日数

6.5

23.9

43.5

15.2

4.3

4.3

2.2

0% 20% 40% 60%

3時間

4時間

5時間

6時間

7時間

8時間以上

無回答

ｎ=46

問15　母親の就労希望　１日あたり時間

13.2

86.8

0.0

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

フルタイム

パートタイム、アルバイト等

無回答

ｎ=53

問15　母親の就労希望　希望する就労形態
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【問 15 の「母親」または「父親」で就労したいと回答した方】 

問16 就労希望がありながら、現在働いていない理由は何ですか。（ＳＡ） 

【母親】 

母親で就労希望がありながら、現在働いていない理由については、「子育てしながら働ける適当な仕

事がないため」が最も多く33.8％、「自分の知識や能力に合う仕事がないため」が9.0％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【父親】 

父親で就労希望がありながら、現在働いていない理由について、「自分の知識や能力に合う仕事がな

いため」が１人（50.0％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 

33.8 

9.0 

2.1 

22.8 

29.7 

0% 10% 20% 30% 40%

保育サービスが受けられないため

適当な仕事がないため

能力に合う仕事がないため

家族の理解が得られない

その他

無回答

ｎ=145

問16 母親の働いていない理由

0.0 

0.0 

50.0 

0.0 

50.0 

0.0 

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

保育サービスが受けられないため

適当な仕事がないため

能力に合う仕事がないため

家族の理解が得られない

その他

無回答

ｎ=2

問16 父親の働いていない理由
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３ 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について 
【宛て名のお子さんが小学校低学年（１～３年生）の方】 

問17 宛て名のお子さんについて、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごしてい

ますか、また、小学校低学年のうちは、どのような場所で過ごさせたいと思いますか。（ＭＡ） 

小学校低学年のうちに、放課後の時間に過ごしている場所は、「習い事（各種音楽教室、各種スポー

ツクラブ、学習塾など）」が最も多く70.2％、次いで「自宅」が58.6％、「子どもスキップ」が40.4％

などとなっており、「学童クラブ」は28.6％となっています。 

また、どのような場所で過ごさせたいかについては、現状とほぼ同様の傾向となっており、「習い事

（各種音楽教室、各種スポーツクラブ、学習塾など）」が最も多く53.6％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放課後の過ごし方で、現状と希望の利用日数を記載した実数】 

  合計 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 

現状 218 43 65 36 28 32 5 9 

自宅 
希望 154 46 52 27 12 10 1 6 
現状 64 38 17 2 0 6 0 1 祖父母宅や友人・知

人宅 希望 54 35 13 3 1 2 0 0 
現状 267 59 86 75 32 12 2 1 

習い事 
希望 214 39 88 61 17 7 1 1 
現状 118 34 33 14 10 25 2 0 

子どもスキップ 
希望 134 28 43 27 11 25 0 0 
現状 18 5 4 5 1 3 0 0 

児童館 
希望 33 15 9 3 1 5 0 0 
現状 10 7 2 0 1 0 0 0 

放課後子ども教室 
希望 38 26 4 3 1 4 0 0 
現状 106 2 6 9 21 64 4 0 

学童クラブ 
希望 79 3 4 15 10 44 3 0 
現状 6 3 1 0 1 0 1 0 

区民ひろば 
希望 8 6 0 0 0 2 0 0 
現状 1 0 1 0 0 0 0 0 ファミリー・サポー

ト・センター 希望 0 0 0 0 0 0 0 0 
現状 88 42 19 14 7 4 1 1 

その他（公園など） 
希望 94 36 35 14 3 5 0 1 

 

0.3

30.3

0.5

38.6

13.5

53.6

33.6

8.3

9.3

19.8

2.0

0.0

23.6

21.6

58.6

19.5

70.2

40.4

9.5

10.8

28.6

3.0

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

子どもスキップ

児童館

放課後子ども教室

学童クラブ

区民ひろば

ファミリー・サポート・センター

その他（公園など）

無回答

現状

希望

ｎ=399
問17　小学校低学年の放課後の過ごし方
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合
計
 

自
宅
 

祖
父
母
宅
や
友
人
・
知

人
宅
 

習
い
事
 

子
ど
も
ス
キ
ッ
プ
 

児
童
館
 

放
課
後
子
ど
も
教
室
 

学
童
ク
ラ
ブ
 

区
民
ひ
ろ
ば
 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー
 

そ
の
他
（
公
園
な
ど
）
 

無
回
答
 

単位：％ 

399 58.6 19.5 70.2 40.4 9.5 10.8 28.6 3.0 0.3 30.3 0.5 

1 年生 149 57.7 14.1 61.1 43.6 6.0 9.4 35.6 0.7 0.0 22.1 0.0 

学年 

2 年生 131 52.7 21.4 72.5 41.2 12.2 9.2 29.8 3.1 0.0 32.1 1.5 

 3 年生 119 66.4 24.4 79.0 34.5 10.9 14.3 14.3 5.9 0.8 37.0 0.0 

 

●低学年の放課後の過ごし方について学年別にみると、すべての学年で「習い事（各種音楽教室、各種

スポーツクラブ、学習塾など）」の割合が最も多くなっています。 

 

【すべての方にうかがいます】 

問18 宛て名のお子さんについて、小学校高学年（４～６年生）のとき、放課後の時間をどのような場所で

過ごさせたいと思いますか。（ＭＡ） 

小学校高学年のうちに、放課後の時間に過ごしている場所は、「習い事（各種音楽教室、各種スポー

ツクラブ、学習塾など）」が最も多く74.3％、次いで「自宅」が57.3％、「その他（公園など）」が31.5％

などとなっており、「学童クラブ」は13.2％となっています。 

また、どのような場所で過ごさせたいかについては、現状とほぼ同様の傾向となっており、「自宅」

と「習い事（各種音楽教室、各種スポーツクラブ、学習塾など）」が42.0％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

31.5

9.6

42.0

15.4

42.0

25.5

8.9

9.8

12.4

5.3

0.9

25.5

26.9

57.3

19.4

74.3

29.5

10.8

10.5

13.2

6.3

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

子どもスキップ

児童館

放課後子ども教室

学童クラブ

区民ひろば

ファミリー・サポート・センター

その他（公園など）

無回答

現状

希望

ｎ=752問18　小学校高学年の放課後の過ごし方
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【放課後の過ごし方で、現状と希望の利用日数を記載した実数】 

  合計 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 

現状 303 64 87 49 20 57 7 19 

自宅 
希望 316 99 122 52 8 22 2 11 
現状 84 45 21 6 4 6 1 1 祖父母宅や友人・知

人宅 希望 116 64 33 6 6 6 0 1 
現状 344 44 77 110 65 36 6 6 

習い事 
希望 471 46 149 172 64 31 7 2 
現状 90 26 28 9 11 15 1 0 

子どもスキップ 
希望 192 48 62 40 11 30 1 0 
現状 45 28 9 6 1 1 0 0 

児童館 
希望 67 26 28 4 1 7 1 0 
現状 12 6 3 1 1 1 0 0 

放課後子ども教室 
希望 74 40 24 6 1 3 0 0 
現状 26 1 2 3 2 15 3 0 

学童クラブ 
希望 93 9 17 28 9 27 3 0 
現状 24 10 7 4 1 0 2 0 

区民ひろば 
希望 40 20 12 2 2 2 2 0 
現状 2 2 0 0 0 0 0 0 ファミリー・サポー

ト・センター 希望 7 4 2 1 0 0 0 0 
現状 133 62 33 20 10 7 1 0 

その他（公園など） 
希望 192 83 57 30 12 10 0 0 

 

 

合
計
 

自
宅
 

祖
父
母
宅
や
友
人
・
知

人
宅
 

習
い
事
 

子
ど
も
ス
キ
ッ
プ
 

児
童
館
 

放
課
後
子
ど
も
教
室
 

学
童
ク
ラ
ブ
 

区
民
ひ
ろ
ば
 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー
 

そ
の
他
（
公
園
な
ど
）
 

無
回
答
 

単位：％ 

752 57.3 19.4 74.3 29.5 10.8 10.5 13.2 6.3 0.9 31.5 9.6 

1 年生 149 40.9 13.4 64.4 34.2 6.0 12.8 20.8 2.7 0.0 18.8 14.8 学年 

2 年生 131 40.5 16.8 72.5 33.6 6.9 9.2 19.8 3.1 0.0 26.7 13.0 

 3 年生 119 51.3 19.3 72.3 35.3 8.4 11.8 10.1 4.2 0.0 29.4 14.3 

 4 年生 120 71.7 18.3 77.5 24.2 13.3 10.0 11.7 5.8 0.8 41.7 3.3 

 5 年生 104 72.1 25.0 84.6 21.2 19.2 12.5 4.8 12.5 0.0 38.5 1.9 

 6 年生 117 72.6 26.5 76.1 24.8 13.7 7.7 5.1 11.1 4.3 33.3 7.7 

 

●高学年の放課後の過ごし方について学年別にみると、すべての学年で「習い事（各種音楽教室、各種

スポーツクラブ、学習塾など）」の割合が最も多くなっています。 
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【問 17・問 18で「７．学童クラブ」を現在利用している方と利用希望がある方】 

問19 学童クラブの利用時間について「現在の利用時間」をお書きください。 

学童クラブの平日の利用時間については、下校時から「17時」までが35.3％、「18時」までが40.3％

となっています。 

また、土曜日の利用時間については、無回答が８割を超えていることから、土曜日の利用そのものが

２割程度であることが見込まれる中で、開始時間は「８時」や「９時」、終了時間は「17時」が多くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望の利用時間は、「現状のままでよい」が47.4％、「希望の時間がある」が30.1％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

【希望の時間がある場合について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7

0.0

2.2

35.3

40.3

0.0

0.7

20.9

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

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

無回答

ｎ=139問19　学童クラブの現在の利用時間　平日終了時間

82.7

1.4

0.0

0.0

1.4

9.4

4.3

0.7

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

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

無回答

ｎ=139
問19　学童クラブの現在の利用時

間　土曜開始時間

0.7

82.0

0.7

0.7

0.0

0.7

1.4

12.9

0.0

0.7

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

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

無回答

ｎ=139
問19　学童クラブの現在の利用時

間　土曜終了時間

47.4

30.1

22.4

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

現状のままでよい

希望の時間がある

無回答

ｎ=156

問19　学童クラブの現在の利用希望

14.9

4.3

44.7

21.3

14.9

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

17時

18時

19時

20時

無回答

ｎ=47問19　利用希望時間　平日終了時間
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【問 17 小学校低学年（１～３年生）」で「７．学童クラブ」の利用実績がない方】 

問20 利用していない理由は何ですか。（ＳＡ） 

学童クラブを利用していない理由については、「現在、就労していないから」が最も多く40.5％、「塾

や習い事が多くなり、時間の余裕がなくなった」が5.5％、「利用時間が希望と合わない」が3.5％など

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.5 

5.5 

3.5 

1.7 

2.0 

0.3 

16.6 

29.7 

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

現在、就労していないから

時間の余裕がなくなった

利用時間が希望と合わない

距離が遠くて通えない

利用していたが必要なくなった

申請したが利用できなかった

その他

無回答

ｎ=343

問20 学童クラブを利用していない理由

2.1

19.1

10.6

2.1

0.0

2.1

4.3

59.6

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

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時以降

無回答

ｎ=47
問19　利用希望時間

　　　土曜開始時間

59.6

2.1

12.8

10.6

12.8

0.0

2.1

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

15時

16時

17時

18時

19時

20時

無回答

ｎ=47
問19　利用希望時間

　　　土曜終了時間

36.2

2.1

2.1

0.0

0.0

6.4

44.7

8.5

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

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時以降

無回答

ｎ=47
問19　利用希望時間

　　　休日開始時間

0.0

2.1

12.8

19.1

25.5

2.1

38.3

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

15時

16時

17時

18時

19時

20時

無回答

ｎ=47
問19　利用希望時間

　　　休日終了時間
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４ お子さんの病気の際の対応について 
 

問21 この１年間に、宛て名のお子さんが病気やけがで学校を休なければならなかったことがありましたか。 

（ＳＡ） 

病気やけがで学校を休んだことが、「あった」が61.8％、「なかった」が35.8％となっています。 

また、子どもが休んだ時の対応は、「母親が仕事を休んだ」が最も多く46.7％、次いで「父親または

母親のうち就労していない方が子どもをみた」が35.5％、「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみ

てもらった」が17.2％となっています。対処方法別の日数については、すべての方法で「５日未満」が

多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.8 

35.8 

2.4 

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

あった

なかった

無回答

ｎ=752
問21 病気で学校を休んだこと

1.7

11.8

46.7

17.2

35.5

1.3

0.0

9.0

4.1

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

父親が仕事を休んだ

母親が仕事を休んだ

親族・知人にみてもらった

就労していない親がみた

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

子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

ｎ=465問21　子どもが休んだ時の対処

80.0

77.9

78.8

73.9

66.7

88.1

63.2

12.7

14.3

16.7

21.1

5.5

5.0

5.3

16.7

10.5

10.0

14.5

4.8

5.5

6.7

4.8

1.3

0.6

1.3

0.5

0.6

1.8

1.8

3.8

3.6

2.4

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

父親が仕事を休んだ

（n=55）

母親が仕事を休んだ

（n=217）

親族・知人にみてもらった

（n=80）

就労していない親がみた

（n=165）

ベビーシッターを利用した

（n=6）

子どもだけで留守番をさせた

（n=42）

その他

（n=19）

5日未満 5日以上 10日以上 15日以上

20日以上 25日以上 30日以上 無回答

問21 対処方法別日数
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５ お子さんの宿泊を伴う一時預かり等の利用について 
 

問22 この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、宛名のお子さんを泊り

がけで家族以外にみてもらわなければならないことはありましたか。（ＳＡおよびＭＡ） 

泊りがけで子どもを預けたことの有無については、「あった」が14.1％、「なかった」が83.6％と

なっています。 

その時の対処は、「（同居者を含む）親族・知人にみてもらった」が最も多く77.4％、次いで「仕方

なく子どもを同行させた」が14.2％、「仕方なく子どもだけで留守番をさせた」が12.3％となってい

ます。また、対処方法別の日数については、おおむねすべての方法で「５日未満」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1 

83.6 

2.3 

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

あった

なかった

無回答

ｎ=752問22 宿泊を伴う保育

77.4

2.8

2.8

14.2

12.3

1.9

0.9

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

親族・知人にみてもらった

ショートステイを利用した

ショートステイ以外の保育事業

仕方なく子どもを同行させた

子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

ｎ=106

問22　泊りがけの対処

64.6

66.7

33.3

86.7

69.2

100.0

18.3

6.7

7.7

12.2

33.3

33.3

6.7

1.2

23.1

2.4

33.3

1.2

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

親族・知人にみてもらった

（n=82）

ショートステイを利用した

（n=3）

ショートステイ以外の保育事業

（n=3）

仕方なく子どもを同行させた

（n=15）

子どもだけで留守番をさせた

（n=13）

その他

（n=2）

5日未満 5日以上 10日以上 15日以上

20日以上 25日以上 30日以上 無回答

問22 泊りがけの預かりの泊数
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問23 豊島区の宿泊を伴う「子どもショートステイ事業（短期預かり）」を知っていますか。（SA） 

「子どもショートステイ事業」の認知度については、「知っており、利用したことがある」が0.5％、

「知っているが利用したことはない」が14.2％、「知らない」が83.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

14.2 

83.8 

1.5 

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

知っており、利用したことがある

知っているが利用したことはない

知らない

無回答

ｎ=752

問23 ショートステイの認知度
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６ 子育て全般について 
 

問24 あなたは毎月どのくらいおこづかいをお子さんに渡していますか。（ＳＡ） 

子どもの毎月のおこづかいについては、「１千円未満」が28.7％、「1千～3千円未満」が7.0％とな

っており、「必要な時に渡している」が14.6％、「渡していない」が48.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 24 で「６．渡していない」以外を回答した方】 

問25 宛て名のお子さんはおこづかいを何に使っていますか。（MA） 

おこづかいの使い道については、「お菓子・ジュース」が最も多く58.3％、次いで「文房具」が35.8％、

「マンガ・雑誌」が29.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.7 

7.0 

0.7 

0.3 

14.6 

48.3 

0.4 

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

1千円未満

1千～3千円未満

3千～5千円未満

5千円以上

必要な時に渡している

渡していない

無回答

ｎ=752

問24 毎月の小遣い

6.5

13.5

1.3

58.3

1.6

29.3

26.2

13.2

11.4

22.0

35.8

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

お菓子・ジュース

朝食等の食事代

マンガ・雑誌

本

ゲームソフト

ゲームセンター

おもちゃ

文房具

アクセサリー

その他

無回答

n=386

問25　小遣いの使い道
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問26 宛て名のお子さんは、お子さん専用のパソコンや携帯電話を持っていますか。（SA） 

パソコンの有無については「持っている」が8.4％、「持っていないが持たせたい」が6.4％、「持た

せたいとは思わない」が73.9％となっています。 

携帯電話の有無については「持っている」が45.7％、「持っていないが持たせたい」が11.4％、「持

たせたいとは思わない」が39.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 26 で「パソコン」または「携帯電話」を「１．持っている」と回答した方】 

問26-１ お子さんの携帯電話などの料金は毎月どのくらいですか。（SA） 

携帯電話などの料金については、「1千円未満」が最も多く58.7％、次いで「1千～3千円未満」が

28.5％、「3千～5千円未満」が5.8％となっています。一方、「わからない」が3.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 

6.4 

73.9 

11.3 

0% 20% 40% 60% 80%

持っている

持っていないが持たせたい

持たせたいとは思わない

無回答

ｎ=752問26 パソコンの有無

45.7 

11.4 

39.6 

3.2 

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

持っている

持っていないが持たせたい

持たせたいとは思わない

無回答

ｎ=752問26 携帯電話の有無

58.7 

28.5 

5.8 

2.0 

0.6 

0.3 

3.2 

0.9 

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

1千円未満

1千～3千円未満

3千～5千円未満

5千～8千円未満

８千～1万円未満

1万円以上

わからない

無回答

ｎ=344

問26-1 携帯電話などの使用料
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【問 26 で「パソコン」または「携帯電話」を「１．持っている」と回答した方】 

問26-２ 宛て名のお子さんはインターネットでどのようなことをしていますか。（ＭＡ） 

インターネットでどのようなことをしているかについては、「動画サイトの閲覧」が最も多く41.9％、

次いで「インターネットでのゲーム」が37.1％、「ウェブサイトやブログの閲覧」が29.0％などとな

っています。一方、「インターネットは使っていない」が21.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問27 あなたは、子育てを楽しいと感じることが多いと思いますか。それとも辛いと感じることが多いと思い

ますか。（ＳＡ） 

子育てについては、「楽しいと感じることの方が多い」が最も多く66.1％、次いで「楽しいと感じる

ことと辛いと感じることが同じくらい」が26.7％、「辛いと感じることの方が多い」が2.1％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.1

26.7

2.1

1.5

2.8

0.8

0% 20% 40% 60% 80%

楽しいと感じることの方が多い

楽しいと辛いが同じくらい

辛いと感じることの方が多い

その他

わからない

無回答

ｎ=752

問27　子育ては楽しいか

21.0

3.2

1.6

16.1

29.0

41.9

11.3

1.6

37.1

0.0

9.7

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

メールのやりとり

ウェブサイトやブログの閲覧

動画サイトの閲覧

音楽などのダウンロード

ウェブサイトやブログの作成

インターネットでのゲーム

他人のサイト（ホームページ）やブログ

への書き込み

その他

インターネットは使っていない

わからない

無回答

ｎ=62問26-2　インターネットの利用状況
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問28 あなたは、子どもにどのような人に育ってほしいと思いますか。（ＭＡ） 

子どもがどのような人に育ってほしいかについては、「やさしく思いやりのある人」が最も多く

76.1％、次いで「自分で考え行動できる人」が66.5％、「困難に打ち勝つ強い心を持つ人」が46.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問29 あなたがお子さんの世話をする上で、祖父母や友人・知人による支援の状況は、次のどれにあては

まりますか。それぞれの項目ごとに１つだけ○をつけてください。（ＳＡ） 

【祖父母による支援】 

祖父母による子育て支援については、「日常的に支援してもらえる」が27.5％、「緊急時には支援し

てもらえる」が48.8％、「支援はない」が21.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【友人・知人による支援】 

友人・知人による子育て支援については、「日常的に支援してもらえる」が6.9％、「緊急時には支

援してもらえる」が48.9％、「支援はない」が39.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.5 

48.8 

21.5 

2.1 

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

日常的に支援してもらえる

緊急時には支援してもらえる

支援はない

無回答

ｎ=752

問29-ア 支援の状況【祖父母】

6.9 

48.9 

39.1 

5.1 

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

日常的に支援してもらえる

緊急時には支援してもらえる

支援はない

無回答

ｎ=752

問29-イ 支援の状況【友人・知人】

1.7

0.7

76.1

66.5

46.5

35.8

33.2

12.0

10.9

4.5

0% 20% 40% 60% 80%

やさしく思いやりのある人

自分で考え行動できる人

困難に打ち勝つ強い心を持つ人

社会のルールを守り、他人に迷惑をかけな

い人

目標に向かい努力する人

地域や社会に役立つことができる人

まじめで誠実な人

リーダーシップのある人

その他

無回答

ｎ=752

問28　どのような子どもに育ってほしいか
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問30 あなたは、子育てについて地域の方々からの支援があればよいと感じたことはありますか。（ＳＡ） 

地域の方々からの支援があればよいと、「感じたことがある」が46.7％、「感じたことはない」が

27.5％、「わからない」が23.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問31 あなたは、地域全体で子育てを支援していく“地域の子育て力”を向上させるためには、今後どのよ

うな取り組みを進めることが有効だと思いますか。（ＭＡ） 

地域の子育て力を向上させるために必要な取り組みについては、「隣り近所の人が子どもと顔見知り

になり、声を掛け合う関係をつくるなど」が最も多く59.3％、次いで「町内会・自治会等によるお祭り

やイベント開催、防犯活動など」が47.3％、「企業や商店街が行うイベント開催や施設提供、優待事業

など」が29.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問32 あなたは、現在、町会や青少年育成委員会などの地域の子育て支援活動に参加されていますか。

（ＳＡ） 

地域の子育て支援活動へ、「すでに参加している／参加したことがある」が27.3％、「参加していな

いが、将来、参加したい」が36.0％、「参加していないし、将来も参加しようとは思わない」が35.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

46.7 

27.5 

23.5 

2.3 

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

感じたことがある

感じたことはない

わからない

無回答

ｎ=752

問30 地域の支援

59.3 

47.3 

29.9 

24.5 

22.2 

21.1 

12.4 

2.4 

4.0 

0% 20% 40% 60% 80%

隣り近所の人が子どもと顔見知りになり、声を

掛け合う関係をつくるなど

町内会・自治会等によるお祭りやイベント開

催、防犯活動など

企業や商店街が行うイベント開催や施設提供、

優待事業など

ボランティアによるさまざまな子育て支援サー

ビスの提供など

子どもを持つ人自身が主体的に行う情報交換や

交流・活動など

NPO が行う情報提供、イベント開催、子育て支

援サービスの提供など

専門家による助言や学習会開催、地域の子育て

ネットワークの構築支援など

その他

無回答

ｎ=752

問31 地域の子育て力向上に必要なこと

27.3

36.0

35.5

1.2

0% 10% 20% 30% 40%

すでに参加／参加したことがある

参加していないが、参加したい

将来も参加しようとは思わない

無回答

ｎ=752

問32　地域の子育て支援活動への参加状況
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問33 子育てに関して、特に不安なことや悩んでいることはありますか。（ＭＡ） 

子育てに関して不安なこと、悩んでいることについては、「進学のこと」が最も多く40.3％、次いで

「遊ばせ方やしつけに関すること」が34.4％、「教育費のこと」が29.4％、「学習態度や成績のこと」

が26.5％となっています。一方、「特にない」が15.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問34 子育てに関する不安や悩みをどなたに相談していますか。不安や悩みが特にない場合は、不安や

悩みがあった場合を想定してお答えください。（ＭＡ） 

子育てに関する不安や悩みがあった場合の相談先については、「身内（親、配偶者、兄弟姉妹など）」

が最も多く83.5％、次いで「職場の人や知人・友人」が57.4％、「小学校の先生」が25.9％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.3 

34.4 

29.4 

26.5 

20.2 

20.1 

16.2 

15.4 

11.7 

5.2 

4.4 

4.0 

6.1 

15.8 

1.7 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

進学のこと

遊ばせ方やしつけに関すること

教育費のこと

学習態度や成績のこと

病気や成長に関すること

仕事と子育ての両立に関すること

性的関心への対処のこと

あいさつ・服装など生活態度のこと

食事や栄養のこと

気軽な相談の場がわからないこと

区の子育て支援情報が得にくいこと

子育てが精神的負担になること

その他

特にない

無回答

ｎ=752

問33 育児に関する不安や悩み

4.3

2.3

1.9

1.1

0.9

0.5

0.3

5.3

4.3

1.5

83.5

57.4

25.9

11.0

10.1

7.2

6.9

5.5

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

身内（親、配偶者、兄弟姉妹など）

職場の人や知人・友人

小学校の先生

インターネットの育児に関するＨＰ

隣り近所の人

専門のカウンセラー

病院や診療所の医師

育児書・育児雑誌

子どもスキップの職員

子ども家庭支援センターの職員

ＳＮＳの活用

児童館の職員

保健所の職員

区民ひろばの職員

民生委員・児童委員

その他

誰にも相談しない

無回答

ｎ=752

問34　不安や悩みの相談先
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問35 身近な地域で、子育てに関する情報・相談の場があった場合、どのような場になってほしいと思いますか。

（ＭＡ） 

身近な地域における情報・相談の場に求めることについては、「子どもに遊びを教えたり、しつけを

教えてくれる」が最も多く43.5％、次いで「その場で専門職員に相談したり、情報を得ることができる」

が37.5％、「母親や父親同士が集い、情報交換できる」が32.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合
計
 

母
親

や
父

親
同

士
が

集

い
、

情
報

交
換

で
き

る
 

遊
び

や
し

つ
け

を
教

え

て
く

れ
る

 

そ
の

場
で

専
門

職
員

に

相
談

で
き

る
 

家
庭

訪
問

し
て

、
相

談

に
の

っ
て

く
れ

る
 

夜
間

や
日

曜
で

も
相

談

で
き

る
 

電
話

や
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ

ト
で

相
談

で
き

る
 

 
 

そ
の

他
 

無
回

答
 

単位：％ 

752 32.4 43.5 37.5 5.2 17.6 24.7 2.9 5.2 

1 年生 149 34.9 45.0 41.6 4.7 16.1 22.1 4.7 4.7 学年 

2 年生 131 32.1 53.4 33.6 6.9 15.3 29.0 2.3 5.3 

 3 年生 119 27.7 47.1 40.3 4.2 17.6 20.2 0.8 3.4 

 4 年生 120 28.3 46.7 31.7 6.7 16.7 21.7 2.5 5.8 

 5 年生 104 33.7 36.5 37.5 3.8 20.2 27.9 4.8 4.8 

 6 年生 117 37.6 30.8 41.0 5.1 20.5 29.9 1.7 6.8 

 

●身近な地域における情報・相談の場に求めることについて学年別にみると、１年生から４年生では

「遊びやしつけを教えてくれる」、５年生と６年生では「その場で専門職員に相談できる」の割合が

最も多くなっています。 

 

問36 身近な場所で、子育てに関する情報・相談を気軽に受けられるとしたら、どこが最もよいと思います

か。（ＳＡ） 

身近で情報・相談を気軽に受けたい場所については、「小学校」が最も多く43.8％、次いで「児童館・

区民ひろば・子どもスキップ」が29.3％、「子ども家庭支援センター」が9.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.5

37.5

32.4

24.7

17.6

5.2

2.9

6.1

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

遊びやしつけを教えてくれる

その場で専門職員に相談できる

母親や父親同士が集い、情報交換できる

電話やインターネットで相談できる

夜間や日曜でも相談できる

家庭訪問して、相談にのってくれる

その他

無回答

ｎ=752

問35　情報・相談の場に望む内容

43.8

29.3

9.2

7.0

4.7

3.9

2.3

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

小学校

児童館・区民ひろば・子どもスキップ

子ども家庭支援センター

区役所・区民事務所

保健所

その他

無回答

ｎ=752

問36　情報・相談を受けたい場所
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問37 現在、子育てに関してどのような情報がほしい、あるいは不足していると感じますか。（ＭＡ） 

子育てに関して必要な情報については、「中学校など子どもの進路や進学に関する情報」が最も多く

36.0％、次いで「子どもと一緒に外出できる遊び場や施設等の情報」が22.1％、「医療機関に関する

情報」が21.8％、「音楽教室・体育教室などの習い事や塾の情報」が19.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問38 子どもを連れて外出する際に、特に気にかかる点は何ですか。（ＭＡ） 

子どもを連れて外出する際に気にかかる点については、「雨の日に子どもを遊ばせる場所がない」が

最も多く39.4％、次いで「公園に不審者がいる等、安全面で不安がある」が37.2％、「歩道がない通

りが多く、交通事故の心配がある」が27.0％、「歩道を自転車がスピードを出して走行すること」が

26.3％、「緑や広い歩道が少ないなど、街並みにゆとりやうるおいがない」が23.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.0 

22.1 

21.8 

19.0 

13.8 

12.9 

12.0 

10.6 

9.7 

6.0 

5.2 

4.7 

4.4 

4.0 

2.7 

1.5 

2.9 

11.7 

3.9 

0% 10% 20% 30% 40%

子どもの進路や進学に関する情報

子どもと一緒に外出できる場の情報

医療機関に関する情報

習い事や塾の情報

遊ばせ方やしつけに関する情報

小学校（区立、私立）に関する情報

子どもの病気や発育に関する情報

区の施策や事業等に関する情報

子育てに関する相談窓口の情報

自宅での保育サービスに関する情報

保育施設、幼稚園等に関する情報

駅や歩道橋のエレベーター等の情報

子どもの食事や栄養に関する情報

親同士のネットワークに関する情報

虐待防止に関する情報

外出先の授乳・おむつ替え場の情報

その他

特にない

無回答

ｎ=752

問37 必要な子育てに関する情報

8.8

3.9

10.8

4.4

39.4

37.2

27.0

26.3

23.5

16.1

9.3

9.0

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

雨天に子どもを遊ばせる場所がない

公園に安全面で不安がある

歩道がない通りでの交通事故の心配

歩道を自転車が高速で走行すること

街並みにゆとりやうるおいがない

近所に公園や広場がない

公園の遊具等が使いにくい

歩道の段差、陳列物、自転車など

街中にベンチ等の休める場所がない

おむつ替えや授乳できる場所がない

その他

無回答

ｎ=752

問38　外出の際気になること
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問39 豊島区が平成18年３月に制定した「子どもの権利に関する条例」について、ご存じですか。（SA） 

豊島区の「子どもの権利に関する条例」については、「内容をよく知っている」が0.7％、「内容を

だいたい知っている」が5.5％、「内容を少し知っている」が11.4％、「名前は聞いたことがあるが、

内容は知らない」が34.6％、「名前を聞いたことがない／知らない」が47.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7 

5.5 

11.4 

34.6 

47.2 

0.7 

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

内容をよく知っている

内容をだいたい知っている

内容を少し知っている

聞いたことがあるが内容は知らない

名前を聞いたことがない／知らない

無回答

ｎ=752

問39 子どもの権利に関する条例
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問40 子育て支援に関する施策や事業について、どのようなことを望みますか。（ＭＡ） 

子育て支援に関する施策や事業への希望については、「子どもが事故や犯罪に巻き込まれない環境整

備」が最も多く60.0％、次いで「子どもが安心して遊べる公園等の屋外遊び場の整備」が50.4％、「休

日・夜間診療などの小児医療体制の充実」が49.7％、「子育てに関する手当の充実や子育てにかかる経

済的負担の軽減」が41.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.6

14.0

13.2

10.5

10.1

6.8

5.2

3.5

2.9

2.9

0.8

60.0

50.4

49.7

41.4

33.8

22.7

21.4

19.8

0% 20% 40% 60% 80%

子どもが事故や犯罪に巻き込まれない

環境整備

子どもが安心して遊べる公園等の屋外

遊び場の整備

休日・夜間診療などの小児医療体制の

充実

子育てに関する手当の充実や子育てに

かかる経済的負担の軽減

小学生、中高生が安心して過ごせる、

子ども同士の交流・活動の場の整備

幼稚園・小中学校における教育内容や

教育環境の充実

仕事と子育ての両立を支援する保育

サービスの充実

児童虐待やいじめなどの権利侵害に対

する対応の強化

母親や乳幼児の健康診査・予防接種等

の母子健康事業の充実

小中学生が、学校・児童館・中高生セ

ンタージャンプ以外で安心して相談で

きる場と人の整備

子育て期の生活環境・住環境の整備

障害のある子どもや、ひとり親家庭な

どへの特に配慮を必要とする家庭への

支援の充実

子育てに関する相談支援・情報提供・

学習機会の充実

育児休業制度の拡充、労働時間の短縮

など企業の子育て支援の取り組みの促

進

在宅で子育てをしている家庭への支援

サービスの充実

子育て支援グループや地域団体などの

活動支援、ネットワークづくりの推進

家事・育児への男女共同参画の意識づ

くりの推進

その他

無回答

ｎ=752
問40　子育てに関する施策や事業
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問41 あなたは、豊島区の中での「子どもが育ち、子どもを育てていく環境」について、どのように感じます

か。それぞれの項目ごとにお答えください。（SA） 

豊島区の子育て環境について、取り組みが進んでいたり充実していると「そう思う」と「少しはそう

思う」項目については、「学校教育が充実している」が8.2％、32.7％、「地域における子育て支援や

見守り活動が活発に行われている」が5.2％、31.1％、「保育施設や幼稚園での保育・教育が充実して

いる」が4.0％、22.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

17.6

22.6

32.7

31.1

35.4

19.5

30.9

26.5

29.3

27.8

30.2

34.6

27.3

26.6

32.3

17.8

14.5

15.7

28.1

14.1

17.3

24.5

14.8

9.7

21.1

7.7

14.2

7.6

10.0

6.5

1.2

1.3

1.3

1.6

1.6

1.6

1.6

4.8

1.3

2.4

1.7

0.7

4.0

5.2

6.9

10.5

16.4

13.8

28.3

13.8

9.0

4.7

6.1

1.5

2.7

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

ア．子どもの権利を保障する取り組みが

進んでいる

イ．子どもの遊び場が充実している

ウ．安心して子どもを産む環境づくりが

できている

エ．職業生活と家庭生活を両立させるた

めの支援が行われている

オ．子育てを視野にいれた住宅対策や道

路・施設整備が行われている

カ．保育施設や幼稚園での保育・教育が

充実している

キ．学校教育が充実している

ク．地域における子育て支援や見守り活

動が活発に行われている

そう思う 少しはそう思う どちらともいえない

あまり思わない 思わない わからない

無回答

ｎ=752
問41　子育て環境


