
令和６年９月 30 日 子ども・子育て会議資料 

 

 

１．調査の概要                         

（１）調査目的 
令和６年度末までを計画期間とする、現在の「第２期佐伯市子ども・子

育て支援事業計画」を改定し、令和７度から５年間を計画期間とする新た
な計画の策定にあたり、同計画で確保を図るべき教育・保育・子育て支援
の量の見込みを推計するため、また、本市の子育て支援施策の充実を図る
ため、市民の教育・保育・子育て支援に関する現在の利用状況や今後の利
用希望等を把握する。 

 

（２）調査地域 

市内全域 

 

（３）調査対象者 
①就学前調査：小学校就学前児童（０～５歳）の全員の保護者 
②小学生調査：小学校就学児（１年生）の全員の保護者 

 

（４）調査期間 

令和 6 年 2 月 14 日（水）～令和 6 年 2 月 29 日（木） 

 

（５）調査方法 

郵送発送、郵送回収及び WEB 回答による無記名回答方式 

 

（６）回収状況 

就
学
前 

配布件数 郵送回答数 WEB 回答数 合計回答数 有効回答率 

2,163 560 222 782 36.2% 

小
学
生 

配布件数 郵送回答数 WEB 回答数 合計回答数 有効回答率 

438 135 54 189 43.2% 

合
計 

配布件数 郵送回答数 WEB 回答数 合計回答数 有効回答率 

2,601 695 276 971 37.3% 

佐伯市子ども・子育て支援事業計画策定のための 
実態調査結果（抜粋） 

資料３ 
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２．調査結果                         

（１）居住地域 
就学前調査結果より、「佐伯」の割合が 77.2%で最も高く、次いで「弥

生」が 12.4%、「蒲江」が 3.6%となっている。 
小学生調査結果では、「佐伯」とする割合が 74.6%で最も高く、次いで

「弥生」が 14.1%、「蒲江」が 6.5%となっている。 

 

①就学前調査結果 

№ 選択肢 

R5 今回 H30 前回 

人 
比率 1(%) 比率 2(%) 

人 
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=782) (n=775) (n=1,506) (n=1,502) 

1 佐伯 598 76.5 77.2 1,093 72.6 72.8 

2 上浦 15 1.9 1.9 15 1.0 1.0 

3 弥生 96 12.3 12.4 196 13.0 13.0 

4 本匠 4 0.5 0.5 9 0.6 0.6 

5 宇目 9 1.2 1.2 30 2.0 2.0 

6 直川 10 1.3 1.3 17 1.1 1.1 

7 鶴見 7 0.9 0.9 44 2.9 2.9 

8 米水津 8 1.0 1.0 28 1.9 1.9 

9 蒲江 28 3.6 3.6 70 4.6 4.7 

  無効回答 7 0.9 - 4 0.3 - 

  合計 782 100.0 100.0 1,506 100.0 100.0 
※各設問の比率 1 は無効回答を含む比率、比率 2 は無効回答を除く比率。（以下の各設問も同様） 
※集計表内における「無効回答」について 

空白や無回答、単数回答設問に対し複数の回答があった場合等が「無効回答」となります。（以下の各
設問も同様） 

 

②小学生調査結果 

№ 選択肢 

R5 今回 H30 前回 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=189) (n=185) (n=269) (n=268) 

1 佐伯 138 73.0 74.6 190 70.6 70.9 

2 上浦 2 1.1 1.1 3 1.1 1.1 

3 弥生 26 13.8 14.1 29 10.8 10.8 

4 本匠 0 0.0 0.0 4 1.5 1.5 

5 宇目 2 1.1 1.1 8 3.0 3.0 

6 直川 2 1.1 1.1 2 0.7 0.7 

7 鶴見 3 1.6 1.6 10 3.7 3.7 

8 米水津 0 0.0 0.0 4 1.5 1.5 

9 蒲江 12 6.3 6.5 18 6.7 6.7 

  無効回答 4 2.1 - 1 0.4 - 

  合計 189 100.0 100.0 269 100.0 100.0 
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（２）お子さんの年齢【就学前】 
「2018 年 4 月～2019 年 3 月（5 歳）」とする割合が 16.6%で最も高

く、次いで「2017 年 4 月～2018 年 3 月（6 歳）」が 16.5%、「2019 年
4 月～2020 年 3 月（4 歳）」が 16.2%となっている。 

 

 回答 

R5 今回 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=782) (n=770) 
 2017 年 4 月～2018 年 3 月（6 歳） 127 16.2 16.5 
 2018 年 4 月～2019 年 3 月（5 歳） 128 16.4 16.6 
 2019 年 4 月～2020 年 3 月（4 歳） 125 16.0 16.2 
 2020 年 4 月～2021 年 3 月（3 歳） 119 15.2 15.5 
 2021 年 4 月～2022 年 3 月（2 歳） 93 11.9 12.1 
 2022 年 4 月～2023 年 3 月（1 歳） 108 13.8 14.0 
 2023 年 4 月～（0 歳） 70 9.0 9.1 
 無効回答 12 1.5 - 
 合計 782 100.0 100.0 

 

 

（３）配偶者の有無 
就学前調査結果より、「配偶者がいる」とする割合が 91.4%となってい

る。前回 H30 と比較すると、大きな変化はみられない。 
小学生調査結果では、「配偶者がいる」とする割合が 88.6%となってい

る。前回 H30 と比較すると、大きな変化はみられない。 

 

①就学前調査結果 

№  選択肢  

R5 今回 H30 前回 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=782) (n=776) (n=1,506) (n=1,497) 

1 配偶者がいる 709 90.7 91.4 1,391 92.4 92.9 

2 配偶者はいない 67 8.6 8.6 106 7.0 7.1 
 無効回答 6 0.8 - 9 0.6 - 
 合計 782 100.0 100.0 1,506 100.0 100.0 

 

②小学生調査結果 

№  選択肢  

R5 今回 H30 前回 

人  比率 1(%) 比率 2(%) 人  比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=189) (n=185) (n=269) (n=265) 

1 配偶者がいる 164 86.8 88.6 235 87.4 88.7 

2 配偶者はいない 21 11.1 11.4 30 11.2 11.3 
 無効回答 4 2.1 - 4 1.5 - 
 合計 189 100.0 100.0 269 100.0 100.0 
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（４）日頃、お子さんをみてもらえる親族・知人の有無 
就学前調査結果より、「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」とする割合が 64.0%で最も高く、次いで「日常的に祖父母
等の親族にみてもらえる」が 36.5%となっている。前回 H30 と比較する
と、大きな変化はみられない。 

小学生調査結果では、「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」とする割合が 71.3%で最も高く、次いで「日常的に祖父母
等の親族にみてもらえる」が 34.0%となっている。前回 H30 と比較する
と、「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」の割
合が増加し、「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」の割合が減少し
ている。 

 

①就学前調査結果 

№  選択肢  

R5 今回 H30 前回 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=782) (n=778) (n=1,506) (n=1,496) 

1 
日常的に祖父母等の親族
にみてもらえる 284 36.3 36.5 501 33.3 33.5 

2 
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 

498 63.7 64.0 1,030 68.4 68.9 

3 
日常的に子どもをみても
らえる友人・知人がいる 15 1.9 1.9 44 2.9 2.9 

4 
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 

64 8.2 8.2 179 11.9 12.0 

5 いずれもいない 80 10.2 10.3 114 7.6 7.6 
 無効回答 4 0.5 - 10 0.7 - 

 対象者数 782 - - 1,506 - - 

 

②小学生調査結果 

№  選択肢  

R5 今回 H30 前回 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=189) (n=188) (n=269) (n=266) 

1 
日常的に祖父母等の親族
にみてもらえる 64 33.9 34.0 107 39.8 40.2 

2 
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 

134 70.9 71.3 163 60.6 61.3 

3 
日常的に子どもをみても
らえる友人・知人がいる 4 2.1 2.1 8 3.0 3.0 

4 
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 

30 15.9 16.0 35 13.0 13.2 

5 いずれもいない 9 4.8 4.8 22 8.2 8.3 
 無効回答 1 0.5 - 3 1.1 - 

 対象者数 189 - - 269 - - 
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（５）保護者の就労状況（母親） 
就学前調査結果より、「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」とする割合が 37.9%で最も高く、次いで「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 29.0%とな
っている。前回 H30 と比較すると、「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」の割合が増加し、「以前は就労していたが、現
在は就労していない」の割合が減少している。 

小学生調査結果では、「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」とする割合が 47.6%で最も高く、次いで「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 36.8%とな
っている。前回 H30 と比較すると、「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」の割合が増加し、「以前は就労していたが、現
在は就労していない」の割合が減少している。 

 

①就学前調査結果 

№  選択肢  

R5 今回 H30 前回 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=782) (n=778) (n=1,506) (n=1,496) 

1 
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 

295 37.7 37.9 437 29.0 29.2 

2 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 

104 13.3 13.4 144 9.6 9.6 

3 
ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ等で就労してお
り、産休・育休・介護休業中
ではない 

226 28.9 29.0 425 28.2 28.4 

4 
ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ等で就労している
が、産休・育休・介護休業中
である 

13 1.7 1.7 39 2.6 2.6 

5 
以前は就労していたが、現
在は就労していない 138 17.6 17.7 426 28.3 28.5 

6 これまで就労したことがない 2 0.3 0.3 25 1.7 1.7 
 無効回答 4 0.5 - 10 0.7 - 

 合計 782 100.0 100.0 1,506 100.0 100.0 

 

②小学生調査結果 

№  選択肢  

R5 今回 H30 前回 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=782) (n=778) (n=1,506) (n=1,496) 

1 
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 

88 46.6 47.6 101 37.5 38.0 

2 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 

5 2.6 2.7 4 1.5 1.5 

3 
ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ等で就労してお
り、産休・育休・介護休業中
ではない 

68 36.0 36.8 100 37.2 37.6 

4 
ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ等で就労している
が、産休・育休・介護休業中
である 

1 0.5 0.5 4 1.5 1.5 

5 
以前は就労していたが、現
在は就労していない 22 11.6 11.9 52 19.3 19.5 

6 これまで就労したことがない 1 0.5 0.5 5 1.9 1.9 
 無効回答 4 2.1 - 3 1.1 - 

 合計 189 100.0 100.0 269 100.0 100.0 
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（６）平日の日中の定期的な教育・保育サービスの利用内容【就学前】 
「利用している」とする割合が 80.6%となっている。前回 H30 と比較

すると、「利用している」の割合が増加し、「利用していない」の割合は減
少している。 

 

№  選択肢  

R5 今回 H30 前回 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

人 
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=782) (n=778) (n=1,506) (n=1,496) 

1 利用している 627 80.2 80.6 1,039 69.0 69.5 

2 利用していない 151 19.3 19.4 457 30.3 30.5  
無効回答 4 0.5 - 10 0.7 -  

合計 782 100.0 100.0 1,506 100.0 100.0 

 

 

（７）平日の日中の定期的な教育・保育サービスの利用状況【就学前】 

「認定こども園」とする割合が 56.4%で最も高く、次いで「認可保育所
（園）」が 25.2%となっている。前回 H30 と比較すると、「認定こども園」
の割合が増加し、「幼稚園」「認可保育所（園）」の割合が減少している。 

 

№  選択肢  

R5 今回 H30 前回 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

人 
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=627) (n=626) (n=1,039) (n=1,031) 

1 幼稚園 79 12.6 12.6 284 27.3 27.5 

2 幼稚園の預かり保育 31 4.9 5.0 75 7.2 7.3 

3 認可保育（園） 158 25.2 25.2 431 41.5 41.8 

4 認定こども園 353 56.3 56.4 253 24.4 24.5 

5 小規模な認可保育施設 8 1.3 1.3 3 0.3 0.3 

6 家庭的保育 5 0.8 0.8 2 0.2 0.2 

7 事業所内保育施設 5 0.8 0.8 26 2.5 2.5 

8 認可外の保育施設 12 1.9 1.9 25 2.4 2.4 

9 居宅訪問型保育 0 0.0 0.0 1 0.1 0.1 

10 ファミリー・サポート・センター 2 0.3 0.3 4 0.4 0.4 

11 児童発達支援 31 4.9 5.0 前回調査無し 

12 その他 4 0.6 0.6 25 2.4 2.4 

 無効回答 1 0.2 - 8 0.8 - 

 対象者数 627 - - 1,039 - - 
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（８）平日の日中の定期的な教育・保育サービスを利用していない理由【就学前】 
「子どもがまだ小さいため」とする割合が 49.7%で最も高く、次いで

「利用する必要がない」が 40.8%となっている。前回 H30 と比較すると、
「利用する必要がない」の割合が減少している。 

 

№  選択肢  

R5 今回 H30 前回 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=151) (n=147) (n=457) (n=434) 

1 利用する必要がない 60 39.7 40.8 219 47.9 50.5 

2 子どもの祖父母や親戚の人がみている 11 7.3 7.5 40 8.8 9.2 

3 近所の人や父母の友人・知人がみている 0 0.0 0.0 3 0.7 0.7 

4 
利用したいが、教育・保育サ
ービスに空きがない 

15 9.9 10.2 38 8.3 8.8 

5 
利用したいが、経済的な理由
でサービスを利用できない 3 2.0 2.0 14 3.1 3.2 

6 
利用したいが、延長・夜間等
の時間帯の条件が合わない 0 0.0 0.0 6 1.3 1.4 

7 
利用したいが、サービスの質
や場所など、納得できるサー
ビスがない 

0 0.0 0.0 5 1.1 1.2 

8 子どもがまだ小さいため 73 48.3 49.7 212 46.4 48.8 

9 その他 21 13.9 14.3 48 10.5 11.1 
 無効回答 4 2.6 - 23 5.0 - 

 対象者数 151 - - 457 - - 

 

 

（９）希望した時期や時間に教育・保育サービスが利用できるか【就学前】 
「できる」とする割合が 81.9%となっている。前回 H30 と比較すると、

「できる」の割合が増加し、「できない」の割合は減少している。 
 

№  選択肢  

R5 今回 H30 前回 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=782) (n=730) (n=1,506) (n=1,419) 

1 できる 598 76.5 81.9 1,030 68.4 72.6 

2 できない 132 16.9 18.1 389 25.8 27.4 
 無効回答 52 6.6 - 87 5.8 - 
 合計 782 100.0 100.0 1,506 100.0 100.0 
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（10）育児休業の取得状況について【就学前】 
母親の育児休業取得について、「育児休業取得後、職場に復帰した」とす

る割合が 76.4%で最も高く、次いで「現在も育児休業中である」が 17.6%
となっている。前回 H30 と比較すると、大きな変化はみられない。 

父親の育児休業取得について、「育児休業取得後、職場に復帰した」とす
る割合が 93.6%で最も高くなっている。前回 H30 と比較すると、大きな
変化はみられない。 

 

①母親 

№  選択肢  

R5 今回 H30 前回 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=437) (n=433) (n=596) (n=591) 

1 
育児休業取得後、職場に
復帰した 

331 75.7 76.4 425 71.3 71.9 

2 現在も育児休業中である 76 17.4 17.6 126 21.1 21.3 

3 育児休業中に離職した 26 5.9 6.0 40 6.7 6.8 
 無効回答 4 0.9 - 5 0.8 - 
 合計 437 100.0 100.0 596 100.0 100.0 

 

②父親 

№  選択肢  

R5 今回 H30 前回 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=50) (n=47) (n=29) (n=26) 

1 
育児休業取得後、職場に
復帰した 

44 88.0 93.6 25 86.2 96.2 

2 現在も育児休業中である 3 6.0 6.4 1 3.4 3.8 

3 育児休業中に離職した 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 
 無効回答 3 6.0 - 3 10.3 - 
 合計 50 100.0 100.0 29 100.0 100.0 
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（11）希望する放課後の子どもの居場所 
就学前調査結果より、「放課後児童クラブ」とする割合が 68.0%で最も

高く、次いで「自宅」が 54.5%となっている。 
 前回 H30 と比較すると、「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学

習塾など）」の割合が減少している。 
小学生調査結果では、「自宅」とする割合が 55.9%で最も高く、次いで

「放課後児童クラブ」が 55.3%となっている。前回 H30 と比較すると、
「自宅」「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」の割合が
減少している。 

 

①就学前調査結果（５歳児以上の回答のみ） 

№  選択肢  

R5 今回 H30 前回 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=255) (n=200) (n=463) (n=367) 

1 自宅 109 42.7 54.5 205 44.3 55.9 

2 祖父母宅や友人・知人宅 42 16.5 21.0 84 18.1 22.9 

3 
習い事（ﾋﾟｱﾉ教室、ｻｯｶｰｸﾗ
ﾌﾞ、学習塾など） 

67 26.3 33.5 167 36.1 45.5 

4 放課後児童クラブ 136 53.3 68.0 243 52.5 66.2 

5 放課後子ども教室 21 8.2 10.5 41 8.9 11.2 

6 児童館 6 2.4 3.0 22 4.8 6.0 

7 ファミリー・サポート・センター 1 0.4 0.5 3 0.6 0.8 

8 放課後等デイサービス 15 5.9 7.5 前回調査無し 

9 その他（公民館、公園など） 13 5.1 6.5 24 5.2 6.5 

 無効回答 55 21.6 - 96 20.7 - 

 対象者数 255 - - 463 - - 

 

②小学生調査結果 

№  選択肢  

R5 今回 H30 前回 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=189) (n=188) (n=269) (n=265) 

1 自宅 105 55.6 55.9 172 63.9 64.9 

2 祖父母宅や友人・知人宅 27 14.3 14.4 46 17.1 17.4 

3 
習い事（ﾋﾟｱﾉ教室、ｻｯｶｰｸﾗ
ﾌﾞ、学習塾など） 

53 28.0 28.2 127 47.2 47.9 

4 放課後児童クラブ 104 55.0 55.3 139 51.7 52.5 

5 放課後子ども教室 6 3.2 3.2 11 4.1 4.2 

6 児童館 1 0.5 0.5 7 2.6 2.6 

7 ファミリー・サポート・センター 1 0.5 0.5 0 0.0 0.0 

8 放課後等デイサービス 11 5.8 5.9 前回調査無し 

9 その他（公民館、公園など） 14 7.4 7.4 28 10.4 10.6 

 無効回答 1 0.5 - 4 1.5 - 

 対象者数 189 - - 269 - - 
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（12）長期の休業期間中の放課後児童クラブの利用希望 
就学前調査結果より、「低学年（1～3 年生）の間は利用したい」59.9%

が最も高く、次いで「高学年（4～6 年生）になっても利用したい」25.9%
となっている。H30 と比較すると、「利用する必要はない」の割合が増
加し、「高学年（4～6 年生）になっても利用したい」の割合は減少して
いる。 

小学生調査結果では、「低学年（1～3 年生）の間は利用したい」55.3%
が最も高く、次いで「高学年（4～6 年生）になっても利用したい」38.8%
となっている。H30 と比較すると、大きな変化はみられない。 
 

①就学前調査結果（５歳児以上の回答のみ） 

№  選択肢  

R5 今回 H30 前回 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=255) (n=162) (n=463) (n=225) 

1 
低学年（１～３年生）の間
は利用したい 

97 38.0 59.9 141 30.5 62.7 

2 
高学年（４～６年生）にな
っても利用したい 

42 16.5 25.9 81 17.5 36.0 

3 利用する必要はない 23 9.0 14.2 3 0.6 1.3 
 無効回答 93 36.5 - 238 51.4 - 
 合計 255 100.0 100.0 463 100.0 100.0 

 

②小学生調査結果 

№  選択肢  

R5 今回 H30 前回 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=104) (n=103) (n=139) (n=120) 

1 
低学年（１～３年生）の間
は利用したい 

57 54.8 55.3 68 48.9 56.7 

2 
高学年（４～６年生）にな
っても利用したい 

40 38.5 38.8 48 34.5 40.0 

3 利用する必要はない 6 5.8 5.8 4 2.9 3.3 
 無効回答 1 1.0 - 19 13.7 - 
 合計 104 100.0 100.0 139 100.0 100.0 
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（13）お子さんの発育や発達について、気になることや不安を感じること 

【就学前】 
「行動面に関すること」とする割合が 59.7%で最も高く、次いで「言葉

の発達に関すること」が 42.2%となっている。前回 H30 と比較すると、
「言葉の発達に関すること」の割合が増加している。 

 

№  選択肢  

R5 今回 H30 前回 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=212) (n=211) (n=279) (n=271) 

1 言葉の発達に関すること 89 42.0 42.2 93 33.3 34.3 

2 行動面に関すること 126 59.4 59.7 159 57.0 58.7 

3 身体的なことに関すること 47 22.2 22.3 74 26.5 27.3 

4 その他 21 9.9 10.0 29 10.4 10.7 
 無効回答 1 0.5 - 8 2.9 - 
 対象者数 212 － - 279 － - 

 

 

（14）気になることや不安に感じることの相談先【就学前】 

「家族、親戚」とする割合が 80.8%で最も高く、次いで「友人、知人」

が 61.4%となっている。前回 H30 と比較すると、「友人、知人」の割合

が増加し、「医療機関」「市役所（和楽や保健センターを含む）」の割合は

減少している。 
 

№  選択肢  

R5 今回 H30 前回 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=212) (n=211) (n=279) (n=271) 

1 家族、親戚 496 63.4 80.8 222 79.6 81.0 

2 友人、知人 377 48.2 61.4 138 49.5 50.4 

3 保育所、幼稚園 306 39.1 49.8 122 43.7 44.5 

4 医療機関 178 22.8 29.0 99 35.5 36.1 

5 保健所 25 3.2 4.1 24 8.6 8.8 

6 市役所（和楽や保健センターを含む） 104 13.3 16.9 77 27.6 28.1 

7 施設（大分療育センター、宝島など） 54 6.9 8.8 34 12.2 12.4 

8 その他 15 1.9 2.4 11 3.9 4.0 

9 

相談できる人がいな
い、または、どこに相
談したらよいかわから
ない 

8 1.0 1.3 5 1.8 1.8 

 無効回答 209 26.7 - 5 1.8 - 
 対象者数 782 - - 279 - - 
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（15）子育てにかかる経済的な負担 
就学前調査結果より、「食費」とする割合が 62.7%で最も高く、次い

で「給食費や学校教育費」が 40.2%となっている。前回 H30 と比較す
ると、「給食費や学校教育費」「食費」の割合が増加し、「保育園や幼稚園
にかかる費用」の割合は減少している。 

小学生調査結果では、「食費」とする割合が 50.3%で最も高く、次い
で「習い事やスポーツクラブにかかる費用」が 47.1%となっている。前
回 H30 と比較すると、「給食費や学校教育費」「食費」の割合が増加し、
「保育園や幼稚園にかかる費用」「民間保険代（学資保険や医療保険な
ど）」の割合が減少している。 

 

①就学前調査結果 

№  選択肢  

R5 今回 H30 前回 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=782) (n=748) (n=1,506) (n=1,296) 

1 保育園や幼稚園にかかる費用 244 31.2 39.7 834 55.4 64.4 

2 給食費や学校教育費 247 31.6 40.2 240 15.9 18.5 

3 学習塾など学校以外の教育費 203 26.0 33.1 228 15.1 17.6 

4 食費 385 49.2 62.7 452 30.0 34.9 

5 衣服費用 234 29.9 38.1 370 24.6 28.5 

6 民間保険代（学資保険や医療保険など） 188 24.0 30.6 442 29.3 34.1 

7 レジャー、レクリエーション費用 104 13.3 16.9 147 9.8 11.3 

8 住宅費 218 27.9 35.5 344 22.8 26.5 

9 習い事やスポーツクラブにかかる費用 184 23.5 30.0 294 19.5 22.7 

10 その他 30 3.8 4.9 63 4.2 4.9 

 無効回答 34 4.3 - 210 13.9 - 

 対象者数 782 - - 1,506 - - 

 

②小学生調査結果 

№  選択肢  

R5 今回 H30 前回 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

人  
比率 1(%) 比率 2(%) 

(n=189) (n=187) (n=269) (n=249) 

1 保育園や幼稚園にかかる費用 14 7.4 7.5 51 19.0 20.5 

2 給食費や学校教育費 75 39.7 40.1 70 26.0 28.1 

3 学習塾など学校以外の教育費 71 37.6 38.0 84 31.2 33.7 

4 食費 94 49.7 50.3 90 33.5 36.1 

5 衣服費用 42 22.2 22.5 66 24.5 26.5 

6 民間保険代（学資保険や医療保険など） 47 24.9 25.1 81 30.1 32.5 

7 レジャー、レクリエーション費用 29 15.3 15.5 37 13.8 14.9 

8 住宅費 44 23.3 23.5 75 27.9 30.1 

9 習い事やスポーツクラブにかかる費用 88 46.6 47.1 112 41.6 45.0 

10 その他 17 9.0 9.1 13 4.8 5.2 

 無効回答 2 1.1 - 20 7.4 - 

 対象者数 189 - - 269 - - 

 

 


