
東大阪市子ども・子育て会議（第２５回）

会 議 次 第

平成２９年９月２０日(水) 
午前１０時００分から１２時００分

総合庁舎 １８階 研修室

１． 開会  

２． 議事  

（１）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者選考部会からの報告【資料１】

（２）子ども・子育て支援事業計画の中間見直しについて【資料２】

（３）公立の就学前教育・保育施設再編整備計画について【資料３】

３． その他

４． 閉会



氏名

1 大阪大谷大学教育学部教育学科准教授 井上　寿美

2 幼稚園保護者 奥野　大輔

3 東大阪市立幼稚園長会幼保問題担当 斎藤　由美子

4 東大阪労働組合総連合委員 甲斐　龍子

5 UAゼンセン万代ユニオン中央執行副委員長 櫛田　育子

6 大阪府立大学地域保健学域教育福祉学類 関川　芳孝

7 東大阪市立小学校長会役員 出口　和隆

8 東大阪市私立幼稚園協会会長 竹村　明

9 保育所保護者 中泉　あゆみ

10 大阪人間科学大学社会福祉学部教授 中川　千恵美

11 東大阪市障がい児相談支援及び通所サービス等施設連絡会長 中西　良介

12 小学校児童保護者 西濱　靖子

13 東大阪市ＰＴＡ協議会学校園委員会委員長 宮内　美奈

14 東大阪市留守家庭児童育成クラブ協議会会計 平川　康照

15 公立保育所長代表 古川　玲子

16 東大阪市私立保育会会長 森田　信司

17 東大阪大学副学長 吉岡　眞知子

子ども・子育て会議委員名簿（五十音順、敬称略）
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配 布 資 料 一 覧

【資料１－１】   東大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

選考部会からの報告

【資料２】   ニーズ調査の概要について

【資料２－１】 ニーズ調査の単純集計表

【資料２－２】 未入所児童アンケート調査 概要

【資料２－３】 未入所児童 アンケート調査 調査票

【資料２－４】 未入所児童アンケート調査の単純集計表

【資料３－１】 公立の就学前教育・保育施設再編整備計画の課題整理につい   

        て

【資料３－２】 参考資料

【資料３－３】 公立の就学前教育・保育施設再編整備計画

第２５回子ども・子育て会議  



東大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者選考部会からの報告

（１） 幼保連携型認定こども園

【法人の募集条件について】

Ｅリージョン内  １箇所 

【法人の応募数】

 Ｅリージョン内 １法人

【選考までの経過】

平成２９年６月１日より、募集要項にもとづき設置・運営法人の募集を行ったところ、

平成２９年７月３日から７月６日までの申請書類受付期間において、１件の応募があった。

平成２９年７月１０日から７月１３日までの書類審査を経て、７月２２日に面接審査を

応募事業者に対して実施した。

 書類審査及び面接審査をふまえ、選考部会において評価を行った結果、以下のとおり設

置・運営法人を選定した。

【選定結果】

法人名 園名 リージョン １号定員

（予定）

２号定員

（予定）

【整備分】

３号定員（予定） 合計定員

（予定）

学校法人 

桃の里学園

（仮称）認定こど

も園 桃の里幼

稚園

Ｅ ３００ ３６ ２４ ３６０

資料１－１

第２５回子ども・子育て会議 
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（２） 小規模保育施設

【法人の募集条件について】

① Aリージョンのうち石切中学校区内    １箇所 

② Bリージョンのうち枚岡中学校区内    １箇所 

③ Cリージョンのうち盾津中学校区内    １箇所 

④ Cリージョンのうち盾津東中学校区内   １箇所 

⑤ Dリージョンのうち英田中学校区内    １箇所 

⑥ Dリージョンのうち玉川中学校区内    １箇所 

⑦ Fリージョンのうち高井田中学校区または新喜多中学校区 １箇所 

【法人の応募数】 

①Bリージョン地域（枚岡中学校区内）    １法人 

②Dリージョン地域（英田中学校区内）    １法人  

③D リージョン地域（玉川中学校区内）    １法人 

④Fリージョン地域（高井田中学校区または新喜多中学校区） ２法人 

【選考までの経過】

平成２９年６月１日より、募集要項にもとづき設置・運営法人の募集を行ったところ、

平成２９年７月３日から７月６日までの申請書類受付期間において、５件の応募があった。

平成２９年７月１０日から７月１３日までの書類審査を経て、７月２２日に面接審査を

全ての応募事業者に対して実施をした。

 書類審査及び面接審査をふまえ、選考部会において評価を行った結果、以下のとおり設

置・運営事業者を選定した。

【選定結果】

法人名 園名 リージョン ３号定員（予定）

社会福祉法人 杏林福

祉会

木の実ベビーキャンパス Ｆ １９
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○東大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者選考部会により選定された施設整備一覧

幼保連携型認定こども園

計画数 確保施設数 計画数 確保施設数 計画数 確保施設数

A地域 1 1 1 1 1 1

B地域 - 1 1 2 1 2

C地域 1 1 1 1 1 1

D地域 1 1 1 1 1 1

E地域 1 - 1 - 1 1

F地域 - 1 4 3 4 3

G地域 1 1 1 1 1 1

合計 5 6 10 9 10 10

幼保連携型認定こども園

平成２６・２７年度整備　（H28.4開設） 平成２８年度整備　（H29.4開設）

幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園

平成２９年度整備　（H30.4開設）

小規模保育施設

計画数 確保施設数 計画数 確保施設数 計画数 確保施設数

A地域 2 1 2 1 3 1

B地域 3 2 4 3 5 3

C地域 - - 2 - 2 -

D地域 2 4 2 4 3 4

E地域 - - - - - -

F地域 8 6 10 7 11 8

G地域 - 2 - 2 - 2

合計 15 15 20 17 24 18

平成２６・２７年度整備　（H28.4開設） 平成２８年度整備　（H29.4開設） 平成２９年度整備　（H30.4開設）

小規模保育施設 小規模保育施設小規模保育施設
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○　子ども・子育て支援事業計画確保方策と東大阪市特定教育施設及び特定型保育事業者選考部会により選考された施設整備の比較

０歳
１歳・
２歳

合計 ０歳
１歳・
２歳

合計 ０歳
１歳・
２歳

合計 ０歳
１歳・
２歳

合計 ０歳
１歳・
２歳

合計 ０歳
１歳・
２歳

合計

Ａ地域 6 24 30 15 42 57 21 66 87 3 32 35 6 13 19 9 45 54

Ｂ地域 6 24 30 27 68 95 33 92 125 0 26 26 15 42 57 15 68 83

Ｃ地域 6 44 50 12 26 38 18 70 88 6 44 50 0 0 0 6 44 50

Ｄ地域 6 24 30 15 42 57 21 66 87 6 24 30 22 54 76 28 78 106

Ｅ地域 6 24 30 0 0 0 6 24 30 2 22 24 0 0 0 2 22 24

Ｆ地域 24 96 120 66 143 209 90 239 329 6 71 77 42 110 152 48 181 229

Ｇ地域 6 24 30 0 0 0 6 24 30 0 25 25 12 26 38 12 51 63

合計 60 260 320 135 321 456 195 581 776 23 244 267 97 245 342 120 489 609

０歳
１歳・
２歳

合計 ０歳
１歳・
２歳

合計 ０歳
１歳・
２歳

合計

Ａ地域 3 -8 -5 9 29 38 12 21 33

Ｂ地域 6 -2 4 12 26 38 18 24 42

Ｃ地域 0 0 0 12 26 38 12 26 38

Ｄ地域 0 0 0 -7 -12 -19 -7 -12 -19

Ｅ地域 4 2 6 0 0 0 4 2 6

Ｆ地域 18 25 43 24 33 57 42 58 100

Ｇ地域 6 -1 5 -12 -26 -38 -6 -27 -33

合計 37 16 53 38 76 114 75 92 167

幼保連携型認定こども園 小規模保育施設

実績値②（平成２６年度～平成２９年度整備（平成３０年４月開園）予定）

合計

計画値①（平成２９年度（平成３０年４月開園）確保方策）

幼保連携型認定こども園 小規模保育施設 合計

計画との比較（①－②）

幼保連携型認定こども園 小規模保育施設 合計
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（単位：人）

（うち0～2歳
児の数）

（うち０～２歳
児の割合）

（うち0～2歳
児の数）

（うち0～2歳
児の割合）

659 86% 266 93%

495 84% 171 83%

276 76% 98 77%

319 85% 100 94%

△３８６ △１７８

【幼保連携型認定こども園】 （単位：人）

△２１

△７９

△７８

平成27年4月1日 197
206

△１７８

△２２３

平成26年4月1日（参考）
284763

〇子ども・子育て支援新制度以降の施設整備及び待機児童数等について

・民間施設整備による定員拡大数及び待機児童・未入所児童数

待機児童数未入所児童数施設整備による
定員拡大数
（０～２歳児）

平成２８年度　民間施設整備内訳

585

106

平成28年4月1日

平成29年4月1日 122
377

127362
285

合　計

15

法人名 地区

学校法人　大阪聖マリア学園 B

学校法人　大阪錦城学園 F

学校法人　竹村学園 F

　小計①　　　３か所

【小規模保育施設】 （単位：人）

法人名 地区

社会福祉法人　山峰会 B

社会福祉法人　由寿会 F

　小計②　　　２か所

（単位：人）

合計③（①＋②）　５か所

（参考）

公立幼保連携型認定こども園（移行による拡大）

22

31

31

認定こども園　枚岡カトリック幼稚園

認定こども園　八戸の里幼稚園

認定こども園　長栄幼稚園

施設名

四季の風附属ナーサリー 19

19

定員（０～２歳児）

84

定員（０～２歳児）

17

38

122

アーバンチャイルド保育園

施設名
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中学校区

回答数 構成比
縄手 107 4.4%
枚岡 107 4.4%
石切 133 5.4%
縄手北 96 3.9%
池島 78 3.2%
孔舎衙 67 2.7%
縄手南 75 3.1%
盾津 174 7.1%
玉川 104 4.2%
英田 120 4.9%
花園 83 3.4%
盾津東 114 4.6%
若江 82 3.3%
長栄 86 3.5%
新喜多 91 3.7%
金岡 76 3.1%
太平寺 71 2.9%
俊徳 81 3.3%
上小阪 77 3.1%
楠根 121 4.9%
意岐部 73 3.0%
高井田 97 4.0%
小阪 117 4.8%
長瀬 82 3.3%
弥刀 75 3.1%
柏田 67 2.7%

合計 2,454 100.0%

問１　調査対象の子どもの年齢（平成29年４月１日時点）

回答数 構成比
０歳児 357 14.5%
１歳児 396 16.1%
２歳児 398 16.2%
３歳児 413 16.8%
４歳児 444 18.1%
５歳児 431 17.6%
無回答 15 0.6%

合計 2,454 100.0%

問２　子どもの人数

回答数 構成比
１人 793 32.3%
２人 1,124 45.8%
３人 419 17.1%
４人以上 95 3.9%
無回答 23 0.9%

合計 2,454 100.0%

ニーズ調査の単純集計表

資料２－１

第２５回子ども・子育て会議
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問２　末子年齢（平成29年４月１日時点）

回答数 構成比
０歳児（平成29年度生まれ） 74 4.5%
０歳児（平成28年度生まれ） 331 20.2%
１歳児 305 18.6%
２歳児 253 15.4%
３歳児 193 11.8%
４歳児 168 10.3%
５歳児 157 9.6%
無回答 157 9.6%

合計 1,638 100.0%

問３　回答者

回答数 構成比
母親 2,312 94.2%
父親 133 5.4%
その他 6 0.2%
無回答 3 0.1%

合計 2,454 100.0%

問４　回答者の配偶関係

回答数 構成比
配偶者がいる 2,284 93.1%
配偶者はいない 162 6.6%
無回答 8 0.3%

合計 2,454 100.0%

問５　子育てを楽しいと感じるか

回答数 構成比
楽しいと感じることの方が多い 1,823 74.3%
楽しいと感じることと辛いと感じることが同じく
らい

536 21.8%

辛いと感じることの方が多い 53 2.2%
わからない 24 1.0%
その他 17 0.7%
無回答 1 0.0%

合計 2,454 100.0%

問６　子育てについて感じること
Ａ．子どもがかわいくてたまらない

回答数 構成比
よくある 2,062 84.0%
ときどきある 377 15.4%
あまりない 10 0.4%
全くない 0 0.0%
無回答 5 0.2%

合計 2,454 100.0%

Ｂ．子育てによって自分も成長していると感じる

回答数 構成比
よくある 1,263 51.5%
ときどきある 952 38.8%
あまりない 224 9.1%
全くない 10 0.4%
無回答 5 0.2%

合計 2,454 100.0%
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Ｃ　子どもと一緒に過ごすことに幸せを感じる

回答数 構成比
よくある 2,033 82.8%
ときどきある 391 15.9%
あまりない 16 0.7%
全くない 1 0.0%
無回答 13 0.5%

合計 2,454 100.0%

Ｄ　自分の子育てがこれでよいのか自信がなくなる

回答数 構成比
よくある 410 16.7%
ときどきある 1,575 64.2%
あまりない 403 16.4%
全くない 57 2.3%
無回答 9 0.4%

合計 2,454 100.0%

Ｅ　子どもがわずらわしくなる

回答数 構成比
よくある 63 2.6%
ときどきある 784 31.9%
あまりない 926 37.7%
全くない 664 27.1%
無回答 17 0.7%

合計 2,454 100.0%

Ｆ　子どもを育てるために自分だけが我慢ばかりしていると思う

回答数 構成比
よくある 108 4.4%
ときどきある 742 30.2%
あまりない 1,090 44.4%
全くない 506 20.6%
無回答 8 0.3%

合計 2,454 100.0%

Ｇ　子どもが自分の言うことを聞かないのでいらいらする

回答数 構成比
よくある 339 13.8%
ときどきある 1,423 58.0%
あまりない 531 21.6%
全くない 153 6.2%
無回答 8 0.3%

合計 2,454 100.0%
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問７　子育てについてのライフスタイルの希望

回答数 構成比
産休明けに保育所や認定こども園、小規模保育施
設に預けたい

230 9.4%

育児休業明けなどにあたる１歳ぐらいから保育所
や認定こども園、小規模保育施設に預けたい

724 29.5%

２歳ぐらいから保育所や認定こども園、小規模保育施設に預けたい303 12.3%
３歳ぐらいから保育所や幼稚園、認定こども園に
預けたい

899 36.6%

４歳ぐらいから保育所や幼稚園、認定こども園に
預けたい

238 9.7%

保育所や幼稚園、認定こども園、小規模保育施設
を利用する予定はない

12 0.5%

無回答 48 2.0%

合計 2,454 100.0%

問８－１　子育てで子どもに関して悩んでいること（複数回答）

回答数 構成比
病気や発育発達に関すること 796 32.4%
食事や栄養に関すること 943 38.4%
育児のことがよくわからないこと 223 9.1%
子どもとの接し方に自信が持てないこと 405 16.5%
子どもと過ごす時間が十分取れないこと 483 19.7%
子どもの教育に関すること 997 40.6%
子どもの友達づきあいに関すること 623 25.4%
子どもの登所登園拒否や不登校など 78 3.2%
その他 122 5.0%
特にない 413 16.8%

有効回答数 2,454 100.0%

問８－２　子育てで回答者自身に関して悩んでいること（複数回答）

回答数 構成比
子育てに関して配偶者の協力が少ないこと 387 15.8%
配偶者と子育てに関して意見が合わないこと 219 8.9%
子育てが大変なことを親族、近隣の人、職場など
周りの人が理解してくれないこと

69 2.8%

自分の子育てについて親族、近隣の人、職場など
周りの見る目が気になること

203 8.3%

子育てに関して話し相手や相談相手がいないこと 91 3.7%
仕事や自分のやりたいことなど自分の時間が十分
取れないこと

842 34.3%

配偶者以外に子育てを手伝ってくれる人がいない
こと

275 11.2%

子育てのストレス等から子どもにきつくあたって
しまうこと

710 28.9%

子育てによる身体の疲れが大きいこと 676 27.5%
子育てにかかる出費がかさむこと 811 33.0%
居住の間取りが子育てに適していないこと 287 11.7%
その他 93 3.8%
特にない 525 21.4%

有効回答数 2,454 100.0%
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問９　子育てに日常的に関わっている人・施設（複数回答）

回答数 構成比
母親 2,344 95.5%
父親 1,676 68.3%
祖父母 1,037 42.3%
幼稚園 382 15.6%
保育所 599 24.4%
認定こども園 634 25.8%
小規模保育施設 46 1.9%
その他 157 6.4%

有効回答数 2,454 100.0%

問10　子育てに影響すると思う環境（複数回答）

回答数 構成比
家庭 2,393 97.5%
地域 1,014 41.3%
幼稚園 609 24.8%
保育所 697 28.4%
認定こども園 760 31.0%
小規模保育施設 87 3.5%
その他 134 5.5%

有効回答数 2,454 100.0%

問11　子どもを預かってもらえる親族・知人（複数回答）

回答数 構成比
日常的に祖父母等の親族にみてもらえる 744 30.3%
緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみ
てもらえる

1,595 65.0%

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる 95 3.9%
緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえ
る友人・知人がいる

399 16.3%

いずれもいない 238 9.7%

有効回答数 2,454 100.0%

問12　子育てについて相談できる機関の認知度

回答数 構成比
知っている 1,945 79.3%
知らない 506 20.6%
無回答 3 0.1%

合計 2,454 100.0%

問13　子育ての相談先の有無

回答数 構成比
ある／いる 2,344 95.5%
ない 102 4.2%
無回答 8 0.3%

合計 2,454 100.0%
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問14　相談相手（複数回答）

回答数 構成比
配偶者・パートナー 2,024 86.3%
その他の親族（親、きょうだいなど） 1,990 84.9%
隣近所の人、知人、友人 1,295 55.2%
職場の同僚 614 26.2%
認定こども園、保育所、幼稚園、小規模保育施設
の保護者仲間

1,019 43.5%

子育てサークル等の仲間 103 4.4%
認定こども園の保育教諭、保育所・小規模保育施
設の保育士、幼稚園の教諭

798 34.0%

医師、保健師、看護師、助産師、栄養士など 227 9.7%
専門カウンセリング（臨床心理士など） 18 0.8%
家庭児童相談室（福祉事務所内に設置） 9 0.4%
子育てサポーター 18 0.8%
子育て支援センター・つどいの広場 298 12.7%
母子・父子自立支援員（福祉事務所内に設置） 0 0.0%
コミュニティソーシャルワーカー（いきいきネッ
ト相談支援センター・福祉なんでも相談）

0 0.0%

ファミリー・サポート・センター 7 0.3%
自治会役員 4 0.2%
民生委員・児童委員、主任児童委員 2 0.1%
教育センター 10 0.4%
保健所・保健センター 134 5.7%
子ども家庭センター 3 0.1%
子育て支援相談ダイヤル 12 0.5%
スマイルサポーター 2 0.1%
市立障害児者支援センター「レピラ」（療育セン
ター）

31 1.3%

ベビーシッター（保育者が子どもの家庭で保育す
る事業）

3 0.1%

自ら育児書・育児雑誌・インターネットなどで調
べる

433 18.5%

その他 18 0.8%

有効回答数 2,344 100.0%

問15　保護者の現在の就労状況
問15－１　父親の就労状況

回答数 構成比
フルタイムで就労している（育休・介護休業中含
む）

2,095 91.0%

パート・アルバイト等で就労している（育休・介
護休業中含む）

27 1.2%

現在、求職中である 13 0.6%
就労していない 10 0.4%
無回答 157 6.8%

合計 2,302 100.0%

問15－２　父親の育休等の状況

回答数 構成比
育休・介護休業中である 3 0.1%
育休・介護休業中ではない 1,950 91.9%
無回答 169 8.0%

合計 2,122 100.0%
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問15－３　父親の就労日数

回答数 構成比
２日 4 0.2%
３日 16 0.8%
４日 8 0.4%
５日 1,199 56.5%
６日以上 848 40.0%
無回答 47 2.2%

合計 2,122 100.0%

問15－３　父親の就労時間

回答数 構成比
３時間未満 1 0.0%
３時間以上～４時間未満 1 0.0%
４時間以上～５時間未満 1 0.0%
５時間以上～６時間未満 2 0.1%
６時間以上～７時間未満 9 0.4%
７時間以上～８時間未満 69 3.3%
８時間以上～９時間未満 458 21.6%
９時間以上～10時間未満 306 14.4%
10時間以上～11時間未満 504 23.8%
11時間以上～12時間未満 166 7.8%
12時間以上～13時間未満 270 12.7%
13時間以上～14時間未満 98 4.6%
14時間以上～15時間未満 71 3.3%
15時間以上 73 3.4%
無回答 93 4.4%

合計 2,122 100.0%

問15－４　父親の出勤時間

回答数 構成比
６時より前 87 4.1%
６時～７時 377 17.8%
７時～８時 842 39.7%
８時～９時 516 24.3%
９時～10時 110 5.2%
10時～11時 35 1.6%
11時以降 81 3.8%
無回答 74 3.5%

合計 2,122 100.0%

問15－４　父親の帰宅時間

回答数 構成比
15時より前 22 1.0%
15時～16時 5 0.2%
16時～17時 12 0.6%
17時～18時 67 3.2%
18時～19時 292 13.8%
19時～20時 457 21.5%
20時～21時 430 20.3%
21時～22時 356 16.8%
22時以降 368 17.3%
無回答 113 5.3%

合計 2,122 100.0%
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問15－５　父親のパート・アルバイト就労者のフルタイムへの転換希望

回答数 構成比
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

6 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

7 25.9%

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望 6 22.2%
パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専
念したい

0 0.0%

無回答 8 29.6%

合計 27 100.0%

問15－６　父親の現在働いていない人の就労意向

回答数 構成比
子育てや家事などに専念したい（就労の予定はな
い）

4 17.4%

１年より先に就労したい 5 21.7%
すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 11 47.8%
無回答 3 13.0%

合計 23 100.0%

問15－６　父親が就労を希望する子どもの年齢

回答数 構成比
２歳 1 20.0%
３歳 2 40.0%
４歳 1 20.0%
６歳 1 20.0%

合計 5 100.0%

問15－７　父親の希望する就労形態

回答数 構成比
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就
労）

8 72.7%

パートタイム、アルバイト等 0 0.0%
無回答 3 27.3%

合計 11 100.0%

問15－８　父親の希望する１週間の就労日数
※該当者なし

問15－１　母親の就労状況

回答数 構成比
フルタイムで就労している（育休・介護休業中含
む）

722 29.4%

パート・アルバイト等で就労している（育休・介
護休業中含む）

591 24.1%

現在、求職中である 55 2.2%
就労していない 902 36.8%
無回答 184 7.5%

合計 2,454 100.0%
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問15－２　母親の育休等の状況

回答数 構成比
育休・介護休業中である 176 13.4%
育休・介護休業中ではない 1,025 78.1%
無回答 112 8.5%

合計 1,313 100.0%

問15－３　母親の就労日数

回答数 構成比
１日 11 0.8%
２日 32 2.4%
３日 100 7.6%
４日 156 11.9%
５日 827 63.0%
６日以上 170 12.9%
無回答 17 1.3%

合計 1,313 100.0%

問15－３　母親の就労時間

回答数 構成比
３時間未満 10 0.8%
３時間以上～４時間未満 40 3.0%
４時間以上～５時間未満 107 8.1%
５時間以上～６時間未満 152 11.6%
６時間以上～７時間未満 199 15.2%
７時間以上～８時間未満 240 18.3%
８時間以上～９時間未満 384 29.2%
９時間以上～10時間未満 101 7.7%
10時間以上～11時間未満 43 3.3%
11時間以上～12時間未満 9 0.7%
12時間以上～13時間未満 5 0.4%
13時間以上～14時間未満 1 0.1%
14時間以上～15時間未満 3 0.2%
15時間以上 2 0.2%
無回答 17 1.3%

合計 1,313 100.0%

問15－４　母親の出勤時間

回答数 構成比
６時より前 5 0.4%
６時～７時 29 2.2%
７時～８時 374 28.5%
８時～９時 620 47.2%
９時～10時 170 12.9%
10時～11時 31 2.4%
11時以降 49 3.7%
無回答 35 2.7%

合計 1,313 100.0%
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問15－４　母親の帰宅時間

回答数 構成比
15時より前 132 10.1%
15時～16時 71 5.4%
16時～17時 111 8.5%
17時～18時 342 26.0%
18時～19時 432 32.9%
19時～20時 122 9.3%
20時～21時 32 2.4%
21時～22時 12 0.9%
22時以降 22 1.7%
無回答 37 2.8%

合計 1,313 100.0%

問15－５　母親のパート・アルバイト就労者のフルタイムへの転換希望

回答数 構成比
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

39 6.6%

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

140 23.7%

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望 332 56.2%
パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専
念したい

18 3.0%

無回答 62 10.5%

合計 591 100.0%

問15－６　母親の現在働いていない人の就労意向

回答数 構成比
子育てや家事などに専念したい（就労の予定はな
い）

219 22.9%

１年より先に就労したい 458 47.9%
すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 154 16.1%
無回答 126 13.2%

合計 957 100.0%

問15－６　母親が就労を希望する子どもの年齢

回答数 構成比
１歳 17 3.7%
２歳 25 5.5%
３歳 157 34.3%
４歳 72 15.7%
５歳 27 5.9%
６歳以上 150 32.8%
無回答 10 2.2%

合計 458 100.0%

問15－７　母親の希望する就労形態

回答数 構成比
フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就
労）

16 10.4%

パートタイム、アルバイト等 109 70.8%
無回答 29 18.8%

合計 154 100.0%

10



問15－８　母親の希望する１週間の就労日数

回答数 構成比
１日 1 0.9%
２日 8 7.3%
３日 53 48.6%
４日 31 28.4%
５日 15 13.8%
無回答 1 0.9%

合計 109 100.0%

問15－８　母親の希望する１日の就労時間

回答数 構成比
３時間以上～４時間未満 7 6.4%
４時間以上～５時間未満 33 30.3%
５時間以上～６時間未満 41 37.6%
６時間以上～７時間未満 18 16.5%
７時間以上～８時間未満 5 4.6%
８時間以上～９時間未満 3 2.8%
９時間以上～10時間未満 1 0.9%
無回答 1 0.9%

合計 109 100.0%

問16－１　配偶者控除見直しの影響（父親）

回答数 構成比
就労時間は変わらない 2,009 87.3%
就労時間を増やしたい 35 1.5%
就労時間を減らしたい 74 3.2%
就労していないが、今後働きたい 9 0.4%
就労せず子育てや家事に専念したい 3 0.1%
無回答 172 7.5%

合計 2,302 100.0%

問16－２　配偶者控除見直しの影響（母親）

回答数 構成比
就労時間は変わらない 895 36.6%
就労時間を増やしたい 374 15.3%
就労時間を減らしたい 86 3.5%
就労していないが、今後働きたい 755 30.9%
就労せず子育てや家事に専念したい 193 7.9%
無回答 143 5.8%

合計 2,446 100.0%

問17　日中の定期的な保育・教育事業の利用

回答数 構成比
利用している 1,717 70.0%
利用していない 735 30.0%
無回答 2 0.1%

合計 2,454 100.0%
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問18　平日に利用している教育・保育事業（複数回答）

回答数 構成比
認定こども園を保育所として利用（２号認定、３
号認定）

488 28.4%

認可保育所（国が定める最低基準に適合した施設
で都道府県等の認可を受けたもの）

486 28.3%

認定こども園を幼稚園として利用（１号認定） 309 18.0%
幼稚園（通常の就園時間の利用） 330 19.2%
幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して
預かる事業のうち定期的な利用のみ）

95 5.5%

小規模保育施設（定員が６～19人で０歳から２歳
の子どもを預かる施設）

36 2.1%

企業主導型保育事業（企業が主に従業員用に運営
する事業所内保育事業）

32 1.9%

認可外の保育施設 24 1.4%
一時預かり事業「就労型」（就労などを理由に子
どもを保育所や認定こども園等で預かる事業）

9 0.5%

ファミリー・サポート・センター（地域住民が子
どもを預かる事業）

5 0.3%

ベビーシッター（保育者が子どもの家庭で保育す
る事業）

1 0.1%

その他 30 1.7%

有効回答数 1,717 100.0%

問19　平日に利用している教育・保育事業の利用日数等
問19－１　平日に利用している教育・保育事業の１週当たり日数

回答数 構成比
１日 15 0.9%
２日 23 1.3%
３日 22 1.3%
４日 25 1.5%
５日 1,610 93.8%
無回答 22 1.3%

合計 1,717 100.0%

問19－２　平日に利用している教育・保育事業の１日当たり時間

回答数 構成比
３時間未満 30 1.7%
３時間以上～４時間未満 5 0.3%
４時間以上～５時間未満 48 2.8%
５時間以上～６時間未満 339 19.7%
６時間以上～７時間未満 165 9.6%
７時間以上～８時間未満 160 9.3%
８時間以上～９時間未満 333 19.4%
９時間以上～10時間未満 334 19.5%
10時間以上～11時間未満 207 12.1%
11時間以上～12時間未満 51 3.0%
12時間以上～13時間未満 3 0.2%
13時間以上～14時間未満 1 0.1%
無回答 41 2.4%

合計 1,717 100.0%
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問19－３　平日に利用している教育・保育事業の利用開始時間

回答数 構成比
６時より前 1 0.1%
６時～７時 1 0.1%
７時～８時 194 11.3%
８時～９時 723 42.1%
９時～10時 724 42.2%
10時～11時 45 2.6%
11時以降 8 0.5%
無回答 21 1.2%

合計 1,717 100.0%

問19－４　平日に利用している教育・保育事業の利用終了時間

回答数 構成比
15時より前 506 29.5%
15時～16時 96 5.6%
16時～17時 258 15.0%
17時～18時 505 29.4%
18時～19時 306 17.8%
19時～20時 23 1.3%
20時～21時 2 0.1%
無回答 21 1.2%

合計 1,717 100.0%

問20　平日に保育・教育事業を利用している理由（複数回答）

回答数 構成比
子どもの教育や発達のため 1,027 59.8%
お子さんの身の回りの世話をしている方が現在就
労しているため

1,078 62.8%

お子さんの身の回りの世話をしている方が就労予
定がある／求職中であるため

34 2.0%

お子さんの身の回りの世話をしている方が家族・
親族などを介護しているため

13 0.8%

お子さんの身の回りの世話をしている方が病気や
障害があるため

19 1.1%

お子さんの身の回りの世話をしている方が学生で
あるため

2 0.1%

その他 19 1.1%

有効回答数 1,717 100.0%

問21－１　現在利用している教育・保育事業について満足している点（複数回答）

回答数 構成比
利用できる時間 1,031 60.0%
利用料金 419 24.4%
利用できる曜日 813 47.4%
施設までの距離 1,048 61.0%
施設の方針、内容 913 53.2%
施設の雰囲気 1,107 64.5%
先生の指導力 943 54.9%
給食 1,013 59.0%
子どもが病気になった時の対応 428 24.9%
保護者が急用の時の対応 342 19.9%
先生の配置人数 594 34.6%
施設からの情報提供 476 27.7%
先生とのコミュニケーションの方法 646 37.6%
親どうしのコミュニケーションの機会の提供 349 20.3%
親子で参加できる行事の開催 580 33.8%
入所（園）手続き 234 13.6%
入所（園）時期 253 14.7%
施設、設備 483 28.1%
その他 30 1.7%

有効回答数 1,717 100.0%
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問21－２　現在利用している教育・保育事業についての不満（複数回答）

回答数 構成比
利用できる時間 292 17.0%
利用料金 725 42.2%
利用できる曜日 142 8.3%
施設までの距離 205 11.9%
施設の方針、内容 114 6.6%
施設の雰囲気 49 2.9%
先生の指導力 121 7.0%
給食 177 10.3%
子どもが病気になった時の対応 164 9.6%
保護者が急用の時の対応 101 5.9%
先生の配置人数 179 10.4%
施設からの情報提供 145 8.4%
先生とのコミュニケーションの方法 137 8.0%
親どうしのコミュニケーションの機会の提供 125 7.3%
親子で参加できる行事の開催 92 5.4%
入所（園）手続き 98 5.7%
入所（園）時期 73 4.3%
施設、設備 155 9.0%
その他 145 8.4%

有効回答数 1,717 100.0%

問22　企業主導型保育事業を利用している理由（複数回答）

回答数 構成比
認可保育所に申し込んだが入れなかったから 4 12.5%
企業主導型保育事業の保育内容がいいと思ったから 6 18.8%
認可保育所が遠かったり、通勤の上で不便だから 1 3.1%
企業主導型保育事業が駅やバス停などに近いから 0 0.0%
企業主導型保育事業が職場に近いから 11 34.4%
その他 20 62.5%

有効回答数 32 100.0%

問23　認可外保育施設を利用している理由（複数回答）

回答数 構成比
認可保育所の入所の要件を満たしていなかったか
ら

2 8.3%
認可保育所に申し込んだが入れなかったから 9 37.5%
認可外保育所の保育内容がいいと思ったから 6 25.0%
認可保育所が遠かったり、通勤の上で不便だから 1 4.2%
希望した認可保育所では６ヶ月未満児を受け入れ
てくれなかったから

0 0.0%

認可外保育所は必要なときすぐみてくれるから 5 20.8%
認可保育所の開所の時間帯や曜日が勤務体制とあ
わないから

1 4.2%

その他 4 16.7%

有効回答数 24 100.0%
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問24　平日に保育・教育事業を利用していない理由（複数回答）

回答数 構成比
（子どもの教育や発達のため、子どもの母親か父
親が就労していないなどの理由で）利用する必要
がない

281 38.2%

子どもの祖父母や親戚の人がみている 44 6.0%
近所の人や父母の友人・知人がみている 1 0.1%
利用したいが、教育・保育事業に申し込んだが入
れなかったから

63 8.6%
利用したいが、経済的な理由で事業を利用できな
い

48 6.5%
利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合
わない

5 0.7%

利用したいが、事業の質や場所など、納得できる
事業がない

15 2.0%

子どもがまだ小さいため 430 58.5%
その他 61 8.3%

有効回答数 735 100.0%

問24　保育・教育事業を利用する予定の子どもの年齢

回答数 構成比
１歳 68 15.8%
２歳 38 8.8%
３歳 237 55.1%
４歳 81 18.8%
５歳 5 1.2%
６歳以上 1 0.2%

合計 430 100.0%

問25　平日の定期的な保育・教育事業の利用希望（複数回答）

回答数 構成比
認定こども園を保育所として利用（２号認定、３
号認定）

878 35.8%

認可保育所（国が定める最低基準に適合した施設
で都道府県等の認可を受けたもの）

758 30.9%

認定こども園を幼稚園として利用（１号認定） 610 24.9%
幼稚園（通常の就園時間の利用） 822 33.5%
幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して
預かる事業のうち定期的な利用のみ）

444 18.1%

小規模保育施設（定員が６～19人で０歳から２歳
の子どもを預かる施設）

74 3.0%

家庭的保育（保育ママ：保育者の家庭等で５人以
下の子どもを預かる事業）

13 0.5%

企業主導型保育事業（企業が主に従業員用に運営
する事業所内保育事業）

61 2.5%

自治体の認証・認定保育施設（認可保育所ではな
いが、各自治体が独自で基準を定めその基準を満
たしたと自治体が認証・認定した施設）

24 1.0%

認可外の保育施設 19 0.8%
ベビーシッター（保育者が子どもの家庭で保育す
る事業）

18 0.7%

一時預かり事業「就労型」（就労などを理由に子
どもを保育所や認定こども園等で預かる事業）

89 3.6%

ファミリー・サポート・センター（地域住民が子
どもを預かる事業）

65 2.6%

その他 56 2.3%
利用希望はない 122 5.0%

有効回答数 2,454 100.0%
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問26－１　平日に定期的な利用を希望する教育・保育事業の１週当たり日数

回答数 構成比
１日 20 0.9%
２日 19 0.8%
３日 38 1.7%
４日 41 1.8%
５日 2,056 91.5%
無回答 73 3.2%

合計 2,247 100.0%

問26－２　平日に定期的な利用を希望する教育・保育事業の１日当たり時間

回答数 構成比
３時間未満 19 0.8%
３時間以上～４時間未満 14 0.6%
４時間以上～５時間未満 26 1.2%
５時間以上～６時間未満 215 9.6%
６時間以上～７時間未満 342 15.2%
７時間以上～８時間未満 270 12.0%
８時間以上～９時間未満 401 17.8%
９時間以上～10時間未満 379 16.9%
10時間以上～11時間未満 303 13.5%
11時間以上～12時間未満 121 5.4%
12時間以上～13時間未満 58 2.6%
13時間以上～14時間未満 12 0.5%
14時間以上～15時間未満 2 0.1%
15時間以上 2 0.1%
無回答 83 3.7%

合計 2,247 100.0%

問26－３　平日に定期的な利用を希望する教育・保育事業の利用開始時間

回答数 構成比
６時より前 1 0.0%
６時～７時 8 0.4%
７時～８時 264 11.7%
８時～９時 855 38.1%
９時～10時 966 43.0%
10時～11時 46 2.0%
11時以降 29 1.3%
無回答 78 3.5%

合計 2,247 100.0%

問26－４　平日に定期的な利用を希望する教育・保育事業の利用終了時間

回答数 構成比
15時より前 280 12.5%
15時～16時 366 16.3%
16時～17時 330 14.7%
17時～18時 531 23.6%
18時～19時 488 21.7%
19時～20時 133 5.9%
20時～21時 35 1.6%
21時～22時 2 0.1%
22時以降 2 0.1%
無回答 80 3.6%

合計 2,247 100.0%
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問27　希望する施設に入れなかった場合に利用したいサービス（複数回答）

回答数 構成比
認可外の保育施設 683 53.4%
一時預かり事業 356 27.8%
ファミリー・サポート・センター 78 6.1%
サービスを利用せずに親族、友人・知人などが子
どもをみる

219 17.1%

その他 212 16.6%

有効回答数 1,279 100.0%

問29　東大阪市での子育ての意向

回答数 構成比
これからも東大阪市内で子育てを行いたい 1,785 72.7%
小学校の入学時に市外へ引っ越したい 90 3.7%
時期は未定だが市外へ引っ越したい 256 10.4%
その他 277 11.3%
無回答 46 1.9%

合計 2,454 100.0%

問30　東大阪市の子育て施策の認知度
Ａ　一時預かり事業

回答数 構成比
知っている 1,368 55.7%
名称を聞いたことはあるが、内容は知らない 783 31.9%
まったく知らない 275 11.2%
無回答 28 1.1%

合計 2,454 100.0%

Ｂ　子育て支援センター

回答数 構成比
知っている 1,934 78.8%
名称を聞いたことはあるが、内容は知らない 432 17.6%
まったく知らない 64 2.6%
無回答 24 1.0%

合計 2,454 100.0%

Ｃ　つどいの広場

回答数 構成比
知っている 1,144 46.6%
名称を聞いたことはあるが、内容は知らない 835 34.0%
まったく知らない 443 18.1%
無回答 32 1.3%

合計 2,454 100.0%

Ｄ　子育てサポーター

回答数 構成比
知っている 607 24.7%
名称を聞いたことはあるが、内容は知らない 1,176 47.9%
まったく知らない 638 26.0%
無回答 33 1.3%

合計 2,454 100.0%
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Ｅ　ファミリー・サポート・センター

回答数 構成比
知っている 705 28.7%
名称を聞いたことはあるが、内容は知らない 988 40.3%
まったく知らない 728 29.7%
無回答 33 1.3%

合計 2,454 100.0%

Ｆ　病児・病後児保育事業

回答数 構成比
知っている 973 39.6%
名称を聞いたことはあるが、内容は知らない 798 32.5%
まったく知らない 657 26.8%
無回答 26 1.1%

合計 2,454 100.0%

Ｇ　留守家庭児童育成クラブ

回答数 構成比
知っている 694 28.3%
名称を聞いたことはあるが、内容は知らない 627 25.6%
まったく知らない 1,096 44.7%
無回答 37 1.5%

合計 2,454 100.0%

問31　地域子育て支援拠点事業で利用したいサービス（複数回答）

回答数 構成比
常設の子育て親子の交流の場の提供 1,343 54.7%
子育てに関する相談・援助 1,124 45.8%
地域の子育て関連情報の提供 902 36.8%
子育てに関する講習 418 17.0%
地域に出向いての交流の場の提供（出張ひろば） 202 8.2%
保育所や幼稚園、認定こども園、小規模保育施設
の入所・利用に関する相談

816 33.3%

さまざまな世代との交流の場の提供 234 9.5%
家庭への訪問支援 83 3.4%
一時預かり 759 30.9%
病児・病後児保育事業 563 22.9%
その他 66 2.7%

有効回答数 2,454 100.0%

問32　子育て支援サービスの情報の入手しやすさ

回答数 構成比
入手しやすい 524 21.4%
入手しにくい 667 27.2%
どちらともいえない 1,240 50.5%
無回答 23 0.9%

合計 2,454 100.0%
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問33　子育て支援サービスの情報を入手しやすい手段（複数回答）

回答数 構成比
新聞・書籍・雑誌 180 7.3%
市の広報 1,358 55.3%
タウン誌・フリーペーパー 504 20.5%
チラシ・ポスター 605 24.7%
テレビ・ラジオ 171 7.0%
ウェブサイト 1,018 41.5%
ＳＮＳ（Facebook・LINE・ブログなど） 595 24.2%
公共施設などの窓口 369 15.0%
家族・友人・知人からの口コミ 847 34.5%
その他 87 3.5%

有効回答数 2,454 100.0%

問34　私用等で不定期に利用している事業（複数回答）

回答数 構成比
一時預かり（保育所などで一時的に子どもを預か
る事業）

114 4.6%

幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して
預かる事業のうち不定期に利用する場合のみ）

210 8.6%

ファミリー・サポート・センター（地域住民が子
どもを預かる事業）

15 0.6%

ベビーシッター 6 0.2%
その他 44 1.8%
利用していない 1,964 80.0%

有効回答数 2,454 100.0%

問34－１　一時預かりの利用日数

回答数 構成比
１日～２日 30 26.3%
３日～５日 27 23.7%
６日～10日 17 14.9%
11日～20日 16 14.0%
21日～30日 5 4.4%
31日以上 10 8.8%
無回答 9 7.9%

合計 114 100.0%

問34－２　幼稚園の預かり保育の利用日数

回答数 構成比
１日～２日 22 10.5%
３日～５日 46 21.9%
６日～10日 54 25.7%
11日～20日 25 11.9%
21日～30日 22 10.5%
31日以上 35 16.7%
無回答 6 2.9%

合計 210 100.0%

問34－３　ファミリー・サポート・センターの利用日数

回答数 構成比
１日～２日 2 13.3%
３日～５日 3 20.0%
６日～10日 3 20.0%
11日～20日 1 6.7%
21日～30日 1 6.7%
31日以上 3 20.0%
無回答 2 13.3%

合計 15 100.0%
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問34－４　ベビーシッターの利用日数

回答数 構成比
１日～２日 1 16.7%
11日～20日 1 16.7%
21日～30日 1 16.7%
31日以上 1 16.7%
無回答 2 33.3%

合計 6 100.0%

問34－５　その他の利用日数

回答数 構成比
１日～２日 5 11.4%
３日～５日 7 15.9%
６日～10日 8 18.2%
11日～20日 5 11.4%
31日以上 5 11.4%
無回答 14 31.8%

合計 44 100.0%

問35　私用等による不定期の一時預かり事業の利用意向

回答数 構成比
利用したい 974 39.7%
利用する必要はない 1,394 56.8%
無回答 86 3.5%

合計 2,454 100.0%

問35－１　不定期の一時預かり事業を利用する目的（複数回答）

回答数 構成比
買物、習い事、リフレッシュ目的 679 69.7%
冠婚葬祭、学校行事、子どもや親の通院 640 65.7%
不定期の就労 231 23.7%
その他 65 6.7%

有効回答数 974 100.0%

問35－１ア　買物、習い事、リフレッシュ目的による利用日数

回答数 構成比
１日～２日 60 8.8%
３日～５日 142 20.9%
６日～10日 159 23.4%
11日～20日 184 27.1%
21日～30日 64 9.4%
31日以上 57 8.4%
無回答 13 1.9%

合計 679 100.0%

問35－１イ　冠婚葬祭、学校行事、子どもや親の通院による利用日数

回答数 構成比
１日～２日 71 11.1%
３日～５日 203 31.7%
６日～10日 204 31.9%
11日～20日 107 16.7%
21日～30日 28 4.4%
31日以上 8 1.3%
無回答 19 3.0%

合計 640 100.0%
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問35－１ウ　不定期の就労による利用日数

回答数 構成比
１日～２日 11 4.8%
３日～５日 31 13.4%
６日～10日 64 27.7%
11日～20日 32 13.9%
21日～30日 31 13.4%
31日以上 48 20.8%
無回答 14 6.1%

合計 231 100.0%

問35－１エ　その他による利用日数

回答数 構成比
１日～２日 9 13.8%
３日～５日 8 12.3%
６日～10日 11 16.9%
11日～20日 7 10.8%
21日～30日 3 4.6%
31日以上 10 15.4%
無回答 17 26.2%

合計 65 100.0%

問36－１　土曜日の定期的な保育・教育事業の利用希望

回答数 構成比
利用する必要はない 1,532 62.4%
ほぼ毎週利用したい 256 10.4%
月に１～２回は利用したい 544 22.2%
無回答 122 5.0%

合計 2,454 100.0%

問36－１　土曜日の定期的な保育・教育事業を利用したい時間帯：利用開始時間

回答数 構成比
６時より前 1 0.1%
７時～８時 110 13.8%
８時～９時 334 41.8%
９時～10時 303 37.9%
10時～11時 30 3.8%
11時以降 12 1.5%
無回答 10 1.3%

合計 800 100.0%

問36－１　土曜日の定期的な保育・教育事業を利用したい時間帯：利用終了時間

回答数 構成比
15時より前 81 10.1%
15時～16時 73 9.1%
16時～17時 95 11.9%
17時～18時 278 34.8%
18時～19時 214 26.8%
19時～20時 45 5.6%
20時～21時 2 0.3%
22時以降 2 0.3%
無回答 10 1.3%

合計 800 100.0%
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問36－２　日曜・祝日の定期的な保育・教育事業の利用希望

回答数 構成比
利用する必要はない 2,001 81.5%
ほぼ毎週利用したい 38 1.5%
月に１～２回は利用したい 305 12.4%
無回答 110 4.5%

合計 2,454 100.0%

問36－２　日曜・祝日の定期的な保育・教育事業を利用したい時間帯：利用開始時間

回答数 構成比
７時～８時 55 16.0%
８時～９時 129 37.6%
９時～10時 126 36.7%
10時～11時 20 5.8%
11時以降 7 2.0%
無回答 6 1.7%

合計 343 100.0%

問36－２　日曜・祝日の定期的な保育・教育事業を利用したい時間帯：利用終了時間

回答数 構成比
15時より前 26 7.6%
15時～16時 27 7.9%
16時～17時 33 9.6%
17時～18時 104 30.3%
18時～19時 105 30.6%
19時～20時 38 11.1%
20時～21時 2 0.6%
22時以降 2 0.6%
無回答 6 1.7%

合計 343 100.0%

問37　長期休暇中の保育・教育事業の利用希望

回答数 構成比
利用する必要はない 185 29.3%
休みの期間中、ほぼ毎日利用したい 58 9.2%
休みの期間中、週に数日利用したい 266 42.2%
無回答 122 19.3%

合計 631 100.0%

問37－１　長期休暇中の幼稚園を利用したい時間帯：利用開始時間

回答数 構成比
６時～７時 2 0.6%
７時～８時 8 2.5%
８時～９時 88 27.2%
９時～10時 214 66.0%
10時～11時 10 3.1%
無回答 2 0.6%

合計 324 100.0%
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問37－２　長期休暇中の幼稚園を利用したい時間帯：利用終了時間

回答数 構成比
15時より前 76 23.5%
15時～16時 94 29.0%
16時～17時 60 18.5%
17時～18時 72 22.2%
18時～19時 18 5.6%
19時～20時 2 0.6%
無回答 2 0.6%

合計 324 100.0%

問38　長期休暇中に毎日利用したい理由（複数回答）

回答数 構成比
週に数回仕事が入るため 49 28.5%
買い物等の用事をまとめて済ませるため 90 52.3%
親等親族の介護や手伝いが必要なため 9 5.2%
息抜きのため 90 52.3%
その他 40 23.3%

有効回答数 172 100.0%

問39　病児・病後児保育の利用希望

回答数 構成比
これまでに病児・病後児保育を利用したことがあ
る

170 9.9%
これまでに病児・病後児保育を利用したことはな
いが、今後できれば利用したい

594 34.6%

今後も病児・病後児保育の利用を考えていない 870 50.7%
無回答 83 4.8%

合計 1,717 100.0%

問40　病児・病後児保育の利用しやすさ

回答数 構成比
利用しやすい 56 3.3%
利用しにくい 745 43.4%
どちらともいえない 776 45.2%
無回答 140 8.2%

合計 1,717 100.0%

問41　病児・病後児保育を利用しにくい理由（複数回答）

回答数 構成比
利用する前に診察が必要だから 299 40.1%
予約の手続きが煩雑だから 348 46.7%
施設が遠かったり、立地が不便だから 379 50.9%
利用できる時間帯が勤務体制とあわないから 125 16.8%
利用料が高いから 212 28.5%
事業内容がよくわからないから 292 39.2%
その他 138 18.5%

有効回答数 745 100.0%
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問42－１　小学校低学年の放課後の過ごし方の希望（複数回答）

回答数 構成比
自宅で家族と過ごす 1,532 62.4%
自宅で留守番をする 187 7.6%
祖父母宅や友人・知人宅 661 26.9%
習い事（ピアノ教室、スイミング、学習塾など） 1,544 62.9%
留守家庭児童育成クラブ（放課後児童クラブ） 1,082 44.1%
ファミリー・サポート・センター（地域住民が子
どもを預かる事業）

69 2.8%

その他 44 1.8%

有効回答数 2,454 100.0%

問42－１Ｌ　小学校低学年の放課後に自宅で家族と過ごすのを希望する週当たり日数

回答数 構成比
１日 104 6.8%
２日 288 18.8%
３日 322 21.0%
４日 147 9.6%
５日以上 658 43.0%
無回答 13 0.8%

合計 1,532 100.0%

問42－２Ｌ　小学校低学年の放課後に自宅で留守番をするのを希望する週当たり日数

回答数 構成比
１日 82 43.9%
２日 42 22.5%
３日 17 9.1%
４日 2 1.1%
５日以上 32 17.1%
無回答 12 6.4%

合計 187 100.0%

問42－３Ｌ　小学校低学年の放課後に祖父母宅や友人・知人宅を希望する週当たり日数

回答数 構成比
１日 273 41.3%
２日 199 30.1%
３日 76 11.5%
４日 16 2.4%
５日以上 88 13.3%
無回答 9 1.4%

合計 661 100.0%

問42－４Ｌ　小学校低学年の放課後に習い事を希望する週当たり日数

回答数 構成比
１日 544 35.2%
２日 731 47.3%
３日 225 14.6%
４日 28 1.8%
５日以上 14 0.9%
無回答 2 0.1%

合計 1,544 100.0%
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問42－５Ｌ　小学校低学年の放課後に留守家庭児童育成クラブ（放課後児童クラブ）を希望する週当たり日数

回答数 構成比
１日 43 4.0%
２日 101 9.3%
３日 148 13.7%
４日 96 8.9%
５日以上 690 63.8%
無回答 4 0.4%

合計 1,082 100.0%

問42－５Ｌ　小学校低学年の放課後に留守家庭児童育成クラブ（放課後児童クラブ）利用を希望する時間

回答数 構成比
15時より前 4 0.4%
15時～16時 2 0.2%
16時～17時 40 3.7%
17時～18時 467 43.2%
18時～19時 457 42.2%
19時～20時 81 7.5%
20時～21時 9 0.8%
無回答 22 2.0%

合計 1,082 100.0%

問42－６Ｌ　小学校低学年の放課後にファミリー・サポート・センターを希望する週当たり日数

回答数 構成比
１日 30 43.5%
２日 16 23.2%
３日 4 5.8%
４日 3 4.3%
５日以上 15 21.7%
無回答 1 1.4%

合計 69 100.0%

問42－７Ｌ　小学校低学年の放課後にその他を希望する週当たり日数

回答数 構成比
１日 6 13.6%
２日 10 22.7%
３日 8 18.2%
４日 2 4.5%
５日以上 16 36.4%
無回答 2 4.5%

合計 44 100.0%

問42－２　小学校高学年の放課後の過ごし方の希望（複数回答）

回答数 構成比
自宅で家族と過ごす 1,423 58.0%
自宅で留守番をする 692 28.2%
祖父母宅や友人・知人宅 712 29.0%
習い事（ピアノ教室、スイミング、学習塾など） 1,757 71.6%
留守家庭児童育成クラブ（放課後児童クラブ） 720 29.3%
ファミリー・サポート・センター（地域住民が子
どもを預かる事業）

56 2.3%

その他 49 2.0%

有効回答数 2,454 100.0%
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問42－１Ｒ　小学校高学年の放課後に自宅で家族と過ごすのを希望する週当たり日数

回答数 構成比
１日 197 13.8%
２日 399 28.0%
３日 277 19.5%
４日 82 5.8%
５日以上 450 31.6%
無回答 18 1.3%

合計 1,423 100.0%

問42－２Ｒ　小学校高学年の放課後に自宅で留守番をするのを希望する週当たり日数

回答数 構成比
１日 156 22.5%
２日 171 24.7%
３日 137 19.8%
４日 42 6.1%
５日以上 172 24.9%
無回答 14 2.0%

合計 692 100.0%

問42－３Ｒ　小学校高学年の放課後に祖父母宅や友人・知人宅を希望する週当たり日数

回答数 構成比
１日 268 37.6%
２日 219 30.8%
３日 107 15.0%
４日 27 3.8%
５日以上 83 11.7%
無回答 8 1.1%

合計 712 100.0%

問42－４Ｒ　小学校高学年の放課後に習い事を希望する週当たり日数

回答数 構成比
１日 318 18.1%
２日 797 45.4%
３日 486 27.7%
４日 111 6.3%
５日以上 38 2.2%
無回答 7 0.4%

合計 1,757 100.0%

問42－５Ｒ　小学校高学年の放課後に留守家庭児童育成クラブ（放課後児童クラブ）を希望する週当たり日数

回答数 構成比
１日 41 5.7%
２日 107 14.9%
３日 162 22.5%
４日 56 7.8%
５日以上 350 48.6%
無回答 4 0.6%

合計 720 100.0%
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問42－５Ｒ　小学校高学年の放課後に留守家庭児童育成クラブ（放課後児童クラブ）利用を希望する時間

回答数 構成比
15時より前 2 0.3%
15時～16時 2 0.3%
16時～17時 19 2.6%
17時～18時 263 36.5%
18時～19時 339 47.1%
19時～20時 69 9.6%
20時～21時 10 1.4%
無回答 16 2.2%

合計 720 100.0%

問42－６Ｒ　小学校高学年の放課後にファミリー・サポート・センターを希望する週当たり日数

回答数 構成比
１日 26 46.4%
２日 12 21.4%
３日 4 7.1%
４日 1 1.8%
５日以上 10 17.9%
無回答 3 5.4%

合計 56 100.0%

問42－７Ｒ　小学校高学年の放課後にその他を希望する週当たり日数

回答数 構成比
１日 11 22.4%
２日 5 10.2%
３日 8 16.3%
４日 5 10.2%
５日以上 16 32.7%
無回答 4 8.2%

合計 49 100.0%

問43－１　居場所を提供する事業の土曜日の利用希望

回答数 構成比
低学年（１～３年生）の間は利用したい 431 17.6%
高学年（４～６年生）になっても利用したい 404 16.5%
利用する必要はない 844 34.4%
わからない 635 25.9%
無回答 140 5.7%

合計 2,454 100.0%

問43－２　居場所を提供する事業の日曜日の利用希望

回答数 構成比
低学年（１～３年生）の間は利用したい 131 5.3%
高学年（４～６年生）になっても利用したい 169 6.9%
利用する必要はない 1,418 57.8%
わからない 556 22.7%
無回答 180 7.3%

合計 2,454 100.0%
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問43－３　居場所を提供する事業の長期休暇期間の利用希望

回答数 構成比
低学年（１～３年生）の間は利用したい 607 24.7%
高学年（４～６年生）になっても利用したい 850 34.6%
利用する必要はない 292 11.9%
わからない 626 25.5%
無回答 79 3.2%

合計 2,454 100.0%

問44　出産前後の離職

回答数 構成比
離職した 802 32.7%
継続的に働いていた（転職も含む） 802 32.7%
出産１年前にすでに働いていなかった 782 31.9%
無回答 68 2.8%

合計 2,454 100.0%

問45　保育サービス等の環境が整っていたら、就労を継続したか

回答数 構成比
保育サービスが確実に利用できる見込みがあれ
ば、継続して就労していた

106 13.2%

職場において育児休業制度等の仕事と家庭の両立
支援制度が整い、働きやすい環境が整っていれ
ば、継続して就労していた

175 21.8%

保育サービスと職場の両立支援環境がどちらも
整っていれば、継続して就労していた

102 12.7%

働くことに家族や親族の理解が得られれば、継続
的に就労していた

13 1.6%

配偶者の育児・家事への協力が得られれば、継続
的に就労していた

22 2.7%

制度や環境に関係なく、自発的にやめた 311 38.8%
その他 51 6.4%
無回答 22 2.7%

合計 802 100.0%

問46－１　母親の育児休業の取得状況

回答数 構成比
働いていなかった 1,253 51.1%
取得した（取得中） 713 29.1%
取得していない 413 16.8%
無回答 75 3.1%

合計 2,454 100.0%

問46　母親の育児休業の取得日数

回答数 構成比
90日以下 41 5.8%
91日～180日 75 10.5%
180日～364日 169 23.7%
365日 85 11.9%
366日～540日 96 13.5%
541日～720日 29 4.1%
721日以上 18 2.5%
無回答 200 28.1%

合計 713 100.0%
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問46－２　父親の育児休業の取得状況

回答数 構成比
働いていなかった 65 2.6%
取得した（取得中） 62 2.5%
取得していない 2,077 84.6%
無回答 250 10.2%

合計 2,454 100.0%

問46　父親の育児休業の取得日数

回答数 構成比
90日以下 39 62.9%
91日～180日 2 3.2%
180日～364日 3 4.8%
365日 3 4.8%
366日～540日 4 6.5%
541日～720日 0 0.0%
721日以上 2 3.2%
無回答 9 14.5%

合計 62 100.0%

問47－１　母親が育児休業を取得していない理由（複数回答）

回答数 構成比
職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった 67 16.2%
仕事が忙しかった 50 12.1%
（産休後に）仕事に早く復帰したかった 35 8.5%
仕事に戻るのが難しそうだった 48 11.6%
昇給・昇格などが遅れそうだった 3 0.7%
収入減となり、経済的に苦しくなりそうだった 36 8.7%
認定こども園、保育所、小規模保育施設などに預
けることができた

32 7.7%

配偶者が育児休業制度を利用した 2 0.5%
配偶者が無職、祖父母等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

13 3.1%

子育てや家事に専念するため退職した 120 29.1%
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）

73 17.7%

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさな
かった

15 3.6%

育児休業を取得できることを知らなかった 10 2.4%
産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を取
得できることを知らずに退職した

18 4.4%

その他 65 15.7%

有効回答数 413 100.0%
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問47－２　父親が育児休業を取得していない理由（複数回答）

回答数 構成比
職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった 760 36.6%
仕事が忙しかった 852 41.0%
仕事に戻るのが難しそうだった 193 9.3%
昇給・昇格などが遅れそうだった 188 9.1%
収入減となり、経済的に苦しくなりそうだった 609 29.3%
認定こども園、保育所、小規模保育施設などに預
けることができた

44 2.1%

配偶者が育児休業制度を利用した 344 16.6%
配偶者が無職、祖父母等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

606 29.2%

子育てや家事に専念するため退職した 3 0.1%
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）

357 17.2%

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさな
かった

6 0.3%

育児休業を取得できることを知らなかった 67 3.2%
その他 151 7.3%

有効回答数 2,077 100.0%

問48　母親が育児休業後に復職したか

回答数 構成比
育児休業取得後、職場に復帰した 532 74.6%
現在も育児休業中である 93 13.0%
育児休業中に離職した 47 6.6%
無回答 41 5.8%

合計 713 100.0%

問49　復職の時期

回答数 構成比
年度初めの入所に合わせたタイミングだった 370 69.5%
それ以外だった 161 30.3%
無回答 1 0.2%

合計 532 100.0%

問50　育児休業明けに希望する保育サービスを利用できたか

回答数 構成比
育児休業期間を調整せずにできた 224 42.1%
育児休業期間を変更したのでできた 182 34.2%
できなかった 82 15.4%
希望しなかった 35 6.6%
無回答 9 1.7%

合計 532 100.0%

問51－１　育児休業期間の実際（子どもの年齢）

回答数 構成比
０歳３ヶ月以内 23 4.3%
０歳３ヶ月超から０歳６ヶ月以内 67 12.6%
０歳６ヶ月超から０歳９ヶ月以内 87 16.4%
０歳９ヶ月超から１歳０ヶ月未満 87 16.4%
１歳０ヶ月 81 15.2%
１歳０ヶ月超から１歳６ヶ月以内 138 25.9%
１歳６ヶ月超から２歳０ヶ月以内 27 5.1%
２歳０ヶ月超から３歳０ヶ月以内 15 2.8%
３歳０ヶ月超 4 0.8%
無回答 3 0.6%

合計 532 100.0%
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問51－２　育児休業期間の希望（子どもの年齢）

回答数 構成比
０歳３ヶ月以内 5 0.9%
０歳３ヶ月超から０歳６ヶ月以内 24 4.5%
０歳６ヶ月超から０歳９ヶ月以内 9 1.7%
０歳９ヶ月超から１歳０ヶ月未満 15 2.8%
１歳０ヶ月 192 36.1%
１歳０ヶ月超から１歳６ヶ月以内 138 25.9%
１歳６ヶ月超から２歳０ヶ月以内 63 11.8%
２歳０ヶ月超から３歳０ヶ月以内 56 10.5%
３歳０ヶ月超 12 2.3%
無回答 18 3.4%

合計 532 100.0%

問52－１　希望の時期より早く復職した理由（複数回答）

回答数 構成比
希望する保育所、認定こども園、小規模保育施設
に入るため

229 63.8%

配偶者や家族の希望があったため 11 3.1%
経済的な理由で早く復帰する必要があったため 81 22.6%
人事異動や業務の節目の時期に合わせるため 67 18.7%
その他 63 17.5%

有効回答数 359 100.0%

問52－２　希望の時期より遅く復職した理由（複数回答）

回答数 構成比
希望する保育所、認定こども園、小規模保育施設
に入れなかったため

37 66.1%

自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため 1 1.8%
配偶者や家族の希望があったため 0 0.0%
職場の受け入れ態勢が整っていなかったため 0 0.0%
子どもをみてくれる人がいなかったため 11 19.6%
その他 8 14.3%

有効回答数 56 100.0%

問53　育児休業が２年に延長された場合の意向

回答数 構成比
育児休業を延長して取得したい 1,233 50.2%
育児休業の延長は考えていない 886 36.1%
無回答 335 13.7%

合計 2,454 100.0%

問54　妊娠・出産前後の不安感

回答数 構成比
非常に不安を感じた 507 20.7%
何となく不安を感じた 976 39.8%
あまり不安など感じなかった 697 28.4%
全く感じなかった 167 6.8%
なんともいえない（わからない） 84 3.4%
無回答 23 0.9%

合計 2,454 100.0%
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問55　妊娠・出産前後に必要な情報を得られていたと思うか

回答数 構成比
得られていた 1,371 55.9%
得られていなかった 435 17.7%
わからない 622 25.3%
無回答 26 1.1%

合計 2,454 100.0%

問56　妊娠した際の市のサービスの認知度
Ａ　保健センターの保健師などによる健康相談

回答数 構成比
利用した 525 21.4%
知っているが利用していない 1,231 50.2%
知らない 609 24.8%
無回答 89 3.6%

合計 2,454 100.0%

Ｂ　保健センターのマタニティ教室、両親学級

回答数 構成比
利用した 570 23.2%
知っているが利用していない 1,383 56.4%
知らない 416 17.0%
無回答 85 3.5%

合計 2,454 100.0%

Ｃ　妊婦健康診査費用の助成（受診券の配布）

回答数 構成比
利用した 2,279 92.9%
知っているが利用していない 51 2.1%
知らない 77 3.1%
無回答 47 1.9%

合計 2,454 100.0%

問57　妊婦健康診査費用の助成の満足度

回答数 構成比
満足した 899 39.4%
まあまあ満足した 1,022 44.8%
あまり満足していない 236 10.4%
不満だ 62 2.7%
わからない 51 2.2%
無回答 9 0.4%

合計 2,279 100.0%

問58　妊娠・出産前後に困ったこと（複数回答）

回答数 構成比
妊婦同士の交流の場が身近にないこと 574 23.4%
妊娠・出産についての情報や知識が入手しにくい
こと

279 11.4%
妊娠・出産についての相談相手が身近にいないこ
と

213 8.7%
上の子どもを見てくれる人がいないこと 433 17.6%
家事・育児の協力者がいないこと 343 14.0%
医療機関の情報が入手しにくいこと 235 9.6%
健診費用の負担が大きいこと 760 31.0%
その他 141 5.7%
特にない 806 32.8%

有効回答数 2,454 100.0%
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問59　子育てサークル等への参加

回答数 構成比
現在参加している 188 7.7%
現在参加していないが、今後機会があれば参加し
たい

730 29.7%

現在は参加しておらず、今後も参加するつもりは
ない

1,516 61.8%

無回答 20 0.8%

合計 2,454 100.0%

問60　子育てサークルや地域の子育て支援に貢献しているか

回答数 構成比
現在貢献している 83 3.4%
現在貢献していないが、今後機会があれば貢献し
たい

997 40.6%

現在は貢献しておらず、今後も貢献しないと思う 1,339 54.6%
無回答 35 1.4%

合計 2,454 100.0%

問61　近隣との付き合い

回答数 構成比
困っているときは、相談したり助け合ったりする
人がいる

554 22.6%

買い物や地域の行事などに一緒に行ったりする気
の合う人がいる

210 8.6%

たまに立ち話をするくらいの人がいる 708 28.9%
道で会えばあいさつするくらいの人がいる 662 27.0%
近所づきあいはほとんどしていない 297 12.1%
その他 9 0.4%
無回答 14 0.6%

合計 2,454 100.0%

問62　子育てが地域に支えられると感じているか

回答数 構成比
感じる 1,191 48.5%
感じない 1,231 50.2%
無回答 32 1.3%

合計 2,454 100.0%
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問63　子どもと外出する際に困ること（複数回答）

回答数 構成比
自動車の通行が多いにもかかわらず歩道や信号が
ない道路が多く、安全に心配があること

1,147 46.7%

歩道の段差などがベビーカーや自転車での通行の
妨げになっていること

1,118 45.6%

交通機関や建物がベビーカーでの移動に配慮され
ていないこと

1,032 42.1%

トイレがオムツ替えや親子での利用に配慮されて
いないこと

957 39.0%

授乳する場所や必要な設備がないこと 797 32.5%
小さな子どもとの食事に配慮された場所（店）が
少ないこと

1,027 41.9%

買い物や用事等の合間の気分転換に、子どもを遊
ばせる場所がないこと

1,084 44.2%

緑や広い歩道が少ない等、街並みにゆとりがない
こと

1,048 42.7%

暗い通りや見通しのきかないところが多く、子ど
もが犯罪の被害に遭うのではないかと心配なこと

1,075 43.8%

周囲の人が子ども連れを迷惑そうに見ること 404 16.5%
荷物や子どもに手をとられて困っているときに手
を貸してくれる人が少ないこと

475 19.4%

その他 128 5.2%
特に困ること・困ったことはない 115 4.7%

有効回答数 2,454 100.0%

問64　子どもの遊び場についての満足度

回答数 構成比
満足している 352 14.3%
満足していない 962 39.2%
普通 1,100 44.8%
無回答 40 1.6%

合計 2,454 100.0%

問65　子どもの遊び場について感じていること（複数回答）

回答数 構成比
近くに遊び場がない 566 23.1%
雨の日に遊べる場所がない 1,353 55.1%
思い切り遊ぶために十分な広さがない 729 29.7%
遊具などの種類が充実していない 864 35.2%
不衛生である 692 28.2%
いつも閑散としていて寂しい感じがする 224 9.1%
遊具などの設備が古くて危険である 373 15.2%
緑や水辺など子どもが自然にふれあう場が少ない 970 39.5%
遊び場やその周辺の環境が悪くて安心して遊べな
い

354 14.4%
公園など遊び場のトイレがオムツ替えや親子での
利用に配慮されていない

1,236 50.4%

遊び場周辺の道路が危険である 664 27.1%
不審者などがいて子どもに危険が及ばないかが心
配である

659 26.9%

遊び場に行っても子どもと同じ歳くらいの遊び仲
間がいない

221 9.0%

その他 180 7.3%
特に感じることはない 193 7.9%

有効回答数 2,454 100.0%
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問66　必要な子育て支援・対策（複数回答）

回答数 構成比
地域における子育て支援の充実（一時預かり事
業、育児相談など）

1,078 43.9%

保育サービスの充実 1,082 44.1%
子育て支援のネットワークづくり 378 15.4%
地域における子どもの活動拠点の充実 538 21.9%
訪問型の支援サービスの充実 195 7.9%
健やかな妊娠・出産に対する支援 635 25.9%
子どもの教育環境の充実 1,156 47.1%
子育てしやすい住居・まちの環境面での充実 1,354 55.2%
仕事と家庭生活の両立ができる労働環境の整備 1,284 52.3%
子どもを対象にした犯罪・事故の軽減 1,222 49.8%
虐待等を受けた社会的養護を要する子どもに対す
る支援

451 18.4%

子育てに関する支援策をわかりやすくまとめて情
報発信すること

680 27.7%

その他 85 3.5%

有効回答数 2,454 100.0%

問67　行政に期待すること（複数回答）

回答数 構成比
親子が安心して集まれる公園等の屋外の施設を整
備する

1,431 58.3%

親子が安心して集まれる保育所・幼稚園・認定こ
ども園の園庭開放を充実する

802 32.7%

親子が安心して集まれる集いの場等の屋内の施設
を整備する

1,135 46.3%
子連れでも安心して出かけられるよう、オムツ替
えや授乳のためのスペースづくりや、歩道等の段
差解消等の「子育てのバリアフリー化」に取り組
む

1,356 55.3%

子育てに困ったときの相談体制を充実する 443 18.1%
子育て支援に関する情報提供を充実する 502 20.5%
子育て中の親の仲間づくりや子育ての知識・技能
の取得に役立つ親子教室の開催回数の増加と内容
の充実を図る

397 16.2%

子育てサークル活動への支援を充実する 151 6.2%
保育所、認定こども園、小規模保育施設、留守家
庭児童育成クラブ（放課後児童クラブ）等の働き
ながら子どもを預ける施設を増やす

1,366 55.7%

幼稚園の保育サービスを充実する 688 28.0%
専業主婦・主夫など誰でも気軽に利用できるNPO
や民営等による保育サービスの支援を行う

437 17.8%

安心して子どもが医療機関（小児医療など）を利
用できる体制を整備する

947 38.6%

子どもの安全を確保する対策を充実する 1,058 43.1%
子育ての講座など子育てについて学べる機会をつ
くる

310 12.6%

子育て世帯への経済的援助を拡充する（育児休業
給付、児童手当、扶養控除の拡充等）

1,406 57.3%

保育料を軽減する（無償化など） 1,777 72.4%
世代間で助け合いながら子や孫を育てることがで
きるよう、三世代の同居・近居の支援を行う

273 11.1%

公営住宅の優先入居・広い部屋の割り当て等、住
宅面での配慮・支援に取り組む

335 13.7%

その他 155 6.3%
特になし 28 1.1%

有効回答数 2,454 100.0%
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○ニーズ調査の概要について

概要

調査対象 平成 29年 6月 12日現在、東大阪市在住の就学前児童（０～５歳）

調査方法 調査は、郵送配布、郵送回収で行った。また市内保育施設（認定こども園・保育園・幼稚園等を利用し

ている保護者に調査に関するチラシを配付し啓発活動を実施した。

調査期間 平成 29年 6月 22日～7月 14日
（但し、平成 29年 7月 31日までに市役所へ届いた調査票は集計の対象とした。）

抽出方法 住民基本台帳に基づき対象者を無作為抽出。

調査対象数 6,000件

有効回収数 2,439件
無効回収数 15件
有効回収率 40.7％

（参考） 前回計画策定時のニーズ調査回収状況（就学前児童）

     対象者数 6,043件 有効回収数 3,148件 無効回収数 9件
     有効回収率 52.1％

資料２

第２５回子ども・子育て会議



○今後の検討スケジュール

開催回数 開催予定時期 検討予定内容

第２６回 １１月下旬～１２月上旬 ニーズ量算出、確保方策の検討

第２７回 １月中 確保方策の検討、中間見直し案検討

第２８回 ２月中 中間見直し最終案検討


