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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

札幌市では、「子どもの権利に関する推進計画」や子ども・子育て支援法に基づく「市町村子ど

も・子育て支援事業計画」等を包括する「第４次さっぽろ子ども未来プラン」（以下、「プラン」

という。）を令和２年３月に策定し、計画全体の成果指標のほか、４つの基本目標ごとに進捗状況

を管理・分析するために必要となる成果指標を設定しています。 

本調査は、プランの進捗管理に必要な数値の確認と、子ども・子育て世帯の状況や抱える問題

点等を把握し、今後の子ども・子育て施策に活用するために令和２年度から毎年度実施すること

としています。 

なお、国が定める「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ど

も・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な

実施を確保するための基本的な指針」により、計画上定めたニーズ量と大きく乖離している場合

には、計画期間の中間年を目安として、必要な場合には計画の見直しを行うこととされています。 

よって、今年度の子育てに関する調査では、計画の見直しの実施要否を検討するため、教育・

保育事業に関するニーズについても設問に含めて実施しました。 

２ 調査対象 

（１）子育てに関する調査 

札幌市在住の０歳から５歳のお子さんがいる世帯 15,000 世帯を等間隔無作為抽出 

（住民基本台帳から対象者を抽出） 

（２）子どもに関する調査 

札幌市在住の 10～18 歳の中から 2,000 人を等間隔無作為抽出 

（住民基本台帳から対象者を抽出） 

３ 調査期間 

令和３年（2021 年）12 月 17 日（金）から令和４年（2022 年）１月４日（火） 

４ 調査方法 

郵送による調査票の配布・回収（子育てに関する調査では、ウェブアンケートフォームによる

回答も併用） 

５ 回収状況 

配 布 数 有効回答数 有効回答率 

子育てに関する調査 15,000 通 6,760 通 45.1％ 

子どもに関する調査 2,000 通 727 通 36.4％ 
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６ 調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示しています。また、小数点以

下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方

になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と単純集計

（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、複数項目の組

み合わせで分類した集計のことで、複数の質問項目を交差して並べ、表やグラフを作成する

ことにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 

・調査結果を図表にて表示していますが、グラフ以外の表は、  で割合の高い順に第３位ま

で（高い方から濃く）網かけをしています。（無回答を除く） 

・回答者数が１桁の場合、回答件数による表記としています。 

・中央値とは、データを小さいものから順に並べた際にちょうど中間にくる値を示しています

（データが偶数個の際は中央２データの平均値）。数値記述回答にて極端に値が大きいデー

タが存在する際、平均値はそれに大きく影響されてしまうため、中間値を平均値と合わせて

表記しています。（例：５つのデータ「1,1,1,1,100」の平均値は 20.8、中間値は１となる） 
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Ⅱ 調査結果 

１ 子育てに関する調査 

Ａ．封筒の宛名の方（お子さん）とご家族の状況 

問１ この調査票にお答えいただく方はどなたですか。宛名の方（お子さん）からみた

関係でお答えください。（○は 1つだけ） 

「母親」の割合が 87.9％と最も高く、次いで「父親」の割合が 11.8％となっています。 

問２ 問１でお答えいただいた方の現在の年齢（年代）を教えてください。 

（○は 1 つだけ） 

「30 代」の割合が 64.3％と最も高く、次いで「40代」の割合が 20.8％、「20 代」の割合が 14.1％

となっています。  

回答者数 = 6,760 ％

10代

20代

30代

40代

50代

60代以上

無回答

0.1

14.1

64.3

20.8

0.5

0.1

0.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 6,760

母親

87.9％

父親

11.8％

祖父母

0.1％

兄や姉

0.0％

その他

0.0％

無回答

0.1％
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問３ 宛名の方（お子さん）がお住まいの区はどちらですか。（○は 1 つだけ） 

「北区」の割合が 15.3％と最も高く、次いで「東区」の割合が 14.0％、「西区」の割合が 13.1％

となっています。 

回答者数 = 6,760 ％

中央区

北区

東区

白石区

厚別区

豊平区

清田区

南区

西区

手稲区

札幌市外

無回答

11.4

15.3

14.0

10.3

5.4

11.8

5.2

5.6

13.1

7.7

0.0

0.1

0 20 40 60 80 100
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問４ 宛名の方（お子さん）の生年月をご記入ください。（数字を記入） 

「R2.4～R3.3」の割合が 15.6％と最も高く、次いで「H31.4～R2.3」の割合が 15.3％、「H29.4

～H30.3」の割合が 14.8％となっています。 

問５ 宛名の方（お子さん）を含めて、お子さんは何人いますか。（数字を記入） 

「２人」の割合が 44.6％と最も高く、次いで「１人」の割合が 38.1％、「３人」の割合が 12.5％

となっています。 

回答者数 = 6,760 ％

H27.4 ～H28.3

H28.4 ～H29.3

H29.4 ～H30.3

H30.4 ～H31.3

H31.4 ～R2.3

R2.4～R3.3

R3.1月以降

無回答

4.6

14.1

14.8

14.1

15.3

15.6

13.1

8.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 6,760 ％

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

38.1

44.6

12.5

2.5

0.8

1.6

0 20 40 60 80 100

最小値 1

最大値 7

平均値 1.8

中央値 2
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問６ 宛名の方（お子さん）の世帯は次のうちのどれに当たりますか。（○は 1つだけ） 

「お子さん＋ご両親（二世代世帯）」の割合が 90.4％と最も高くなっています。 

回答者数 = 6,760 ％

お子さん＋ご両親
（二世代世帯）

お子さん＋ご両親＋祖父母
（三世代世帯）

お子さん＋母親
（ひとり親・二世代世帯）

お子さん＋父親
（ひとり親・二世代世帯）

お子さん＋母親＋祖父母
（ひとり親・三世代世帯）

お子さん＋父親＋祖父母
（ひとり親・三世代世帯）

お子さん＋祖父母

その他

無回答

90.4

3.8

3.2

0.1

1.5

0.0

0.0

0.8

0.2

0 20 40 60 80 100



7

問７ 宛名の方（お子さん）の身の回りのお世話（育児や家事）などを主に行っている

のはどなたですか。お子さんからみた関係でお答えください。（○は 1 つだけ） 

※平成 30年度調査に「主に兄や姉」「その他」の選択肢はありませんでした。 

「主に母親」の割合が 52.2％と最も高く、次いで「父母ともに」の割合が 46.7％、「主に父親」

「主に祖父母」の割合が 0.3％となっています。 

令和２年度調査、平成 30 年度調査との比較では、大きな差異はみられません。 

％

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

主に兄や姉

その他

無回答

46.7

52.2

0.3

0.3

0.0

0.3

0.2

44.7

54.3

0.5

0.3

0.0

0.1

0.1

45.3

53.8

0.2

0.4

－

－

0.0

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査

（回答者数 = 6,760）

令和２年度調査

（回答者数 = 1,650）

平成30年度調査

（回答者数 = 6,116）
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問８ あなたの世帯（全体）の年収（※）についてお答えください。（○は 1 つだけ） 

※社会保険料や源泉所得税その他の控除差し引き前の総支給額 

「500～700 万円未満」の割合が 29.1％と最も高く、次いで「700～1,000 万円未満」の割合が

21.1％、「400～500 万円未満」の割合が 14.3％となっています。 

回答者数 = 6,760 ％

200 万円未満

200 ～300 万円未満

300 ～400 万円未満

400 ～500 万円未満

500 ～700 万円未満

700 ～1,000 万円未満

1,000 万円以上

わからない・答えたくない

無回答

3.5

5.1

11.2

14.3

29.1

21.1

8.2

6.7

0.8

0 20 40 60 80 100
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

200
万
円
未
満

200
～
300
万
円
未
満

300
～
400
万
円
未
満

400
～
500
万
円
未
満

500
～
700
万
円
未
満

700
～
1,000
万
円
未
満

1,000
万
円
以
上

わ
か
ら
な
い
・
答
え
た
く

な
い

無
回
答

全体 6760 3.5 5.1 11.2 14.3 29.1 21.1 8.2 6.7 0.8

問６世帯構成 

お子さん＋ご両親 
（二世代世帯） 

6114 1.5 4.3 11.0 14.7 30.4 22.5 8.6 6.3 0.7

お子さん＋ご両親＋祖父母 
（三世代世帯） 

260 2.3 6.5 13.5 15.8 30.8 15.4 8.5 5.8 1.5

お子さん＋母親 
（ひとり親・二世代世帯） 

215 44.2 18.6 12.1 7.4 2.8 1.4 0.5 12.1 0.9

お子さん＋父親 
（ひとり親・二世代世帯） 

7 14.3 28.6 14.3 28.6 14.3 － － － －

お子さん＋母親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

99 30.3 18.2 14.1 5.1 5.1 1.0 1.0 24.2 1.0

お子さん＋父親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

2 － － － － 100.0 － － － －

お子さん＋祖父母 1 100.0 － － － － － － － －

その他 51 11.8 7.8 5.9 7.8 27.5 15.7 9.8 13.7 －

問 16 教育・保育事業の利用有無 

利用している 4254 4.3 4.7 9.9 13.7 28.2 23.3 8.9 6.3 0.6

利用していない 2496 2.0 5.8 13.3 15.4 30.6 17.4 7.0 7.4 1.0

問 16（１）定期的に利用している事業 

幼稚園（通常の就園時間の
利用） 

1089 3.4 3.1 9.3 16.4 31.2 17.6 9.7 8.2 1.0

幼稚園一時預かり（通常の
就園時間を延長して預かる
事業※定期的な利用のみ） 

284 4.6 3.5 10.2 10.2 29.2 23.6 12.0 6.0 0.7

認可保育所・公立保育所 1599 5.3 5.8 11.6 12.6 26.6 25.5 7.5 4.8 0.4

認定こども園 1002 2.9 4.3 8.6 15.8 28.7 25.2 7.4 6.6 0.5

家庭的保育事業（保育ママ） 6 16.7 － － － 66.7 16.7 － － －

小規模保育事業 143 9.1 9.1 8.4 13.3 31.5 19.6 3.5 5.6 －

事業所内保育事業（認可／
認可外） 

75 4.0 6.7 8.0 9.3 26.7 21.3 20.0 4.0 －

認可外保育施設 111 3.6 2.7 10.8 6.3 18.0 24.3 26.1 7.2 0.9

企業主導型保育事業 205 4.4 3.9 8.8 9.3 23.4 29.8 15.1 4.9 0.5

居宅訪問型保育事業（ベビ
ーシッター） 

7 － － 14.3 14.3 － 14.3 42.9 14.3 －

さっぽろ子育てサポートセン
ター 

15 － 6.7 13.3 6.7 26.7 26.7 13.3 6.7 －

その他 100 3.0 7.0 11.0 14.0 26.0 16.0 8.0 15.0 －
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問９ 平日、宛名の方（お子さん）が起きている間に、一緒に過ごす時間は何時間くら

いですか。（数字を記入） 

※宛名の方（お子さん）の母親や父親がいる場合にお答えください。いらっしゃら

ない場合は、問 10 へお進みください。 

母親

「５時間」の割合が 12.7％と最も高く、次いで「６時間」の割合が 10.7％、「12時間」の割合

が 10.6％となっています。 

最小値 0.4

最大値 24

平均値 9.3

中央値 8

回答者数 = 6,751 ％

０時間

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間

12時間

13時間

14時間

15時間以上

無回答

0.0

0.1

0.6

2.6

8.3

12.7

10.7

8.4

9.4

4.5

6.4

2.2

10.6

5.7

7.3

9.9

0.5

0 20 40 60 80 100
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父親

「３時間」の割合が 21.7％と最も高く、次いで「２時間」の割合が 20.5％、「４時間」の割合

が 16.0％となっています。 

回答者数 = 6,446 ％

０時間

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間

12時間

13時間

14時間

15時間以上

無回答

6.9

15.5

20.5

21.7

16.0

8.8

3.0

1.1

0.9

0.1

0.7

0.2

0.8

0.3

0.4

0.4

2.5

0 20 40 60 80 100

最小値 0.1

最大値 24

平均値 3.1

中央値 3
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問 10 日頃、宛名の方（お子さん）をみてもらえる親族・知人はいますか。 

（○はいくつでも） 

「緊急時に子どもの祖父母などの親族にみてもらえる」の割合が 52.9％と最も高く、次いで

「日常的に子どもの祖父母などの親族にみてもらえる」の割合が 29.1％、「子どもをみてもらえ

る人はいない」の割合が 20.2％となっています。 

回答者数 = 6,760 ％

日常的に子どもの祖父母などの
親族にみてもらえる

緊急時に子どもの祖父母などの
親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる
友人・知人がいる

緊急時に子どもをみてもらえる
友人・知人がいる

子どもをみてもらえる人はいない

無回答

29.1

52.9

1.3

10.3

20.2

0.3

0 20 40 60 80 100
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問 11 宛名の方（お子さん）の子育てをする上で、気軽に相談できる先（人や機関・場

所）はどちらですか。（○はいくつでも） 

「配偶者」の割合が 85.6％と最も高く、次いで「子どもの祖父母などの親族」の割合が 72.4％、

「友人や知人」の割合が 61.2％となっています。 

回答者数 = 6,760 ％

配偶者

子どもの祖父母などの親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設（児童会館等）
やＮＰＯ法人

保健所・保健センター

保育所などの保育士

幼稚園の教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

行政の子育て関連担当窓口

その他

気軽に相談できる先はない

無回答

85.6

72.4

61.2

4.3

5.1

4.6

24.4

11.2

0.0

9.5

0.7

2.7

1.4

0.1

0 20 40 60 80 100
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

配
偶
者

子
ど
も
の
祖
父
母
な
ど
の

親
族

友
人
や
知
人

近
所
の
人

子
育
て
支
援
施
設
（
児
童

会
館
等
）
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

保
健
所
・
保
健
セ
ン
タ
ー

保
育
所
な
ど
の
保
育
士

全体 6760 85.6 72.4 61.2 4.3 5.1 4.6 24.4

問４子どもの生年月日 

H27.4～H28.3 308 79.5 68.5 62.7 3.2 2.9 1.6 22.4

H28.4～H29.3 952 84.5 67.9 63.1 6.8 4.3 1.7 24.7

H29.4～H30.3 1001 82.4 68.7 61.8 6.2 3.3 3.3 27.6

H30.4～H31.3 952 85.7 70.1 61.7 4.0 5.4 3.6 30.0

H31.4～R2.3 1031 84.5 73.5 59.1 3.7 6.1 4.9 33.2

R2.4～R3.3 1054 88.5 76.9 58.7 2.9 7.1 5.7 21.2

R3.1 月以降 887 89.9 77.9 61.3 2.3 4.5 8.6 10.8

問 16 教育・保育事業の利用有無 

利用している 4254 83.8 69.1 61.8 4.8 3.6 3.1 36.7

利用していない 2496 88.7 78.1 60.1 3.3 7.7 7.1 3.6

問 16（１）定期的に利用している事業 

幼稚園（通常の就園時間の
利用） 

1089 85.3 70.5 65.9 7.3 5.6 1.9 4.1

幼稚園一時預かり（通常の
就園時間を延長して預かる
事業※定期的な利用のみ） 

284 83.8 65.8 70.8 4.9 3.2 2.1 8.5

認可保育所・公立保育所 1599 81.6 69.6 58.0 3.1 2.2 3.8 55.3

認定こども園 1002 86.4 68.7 64.3 6.7 2.8 2.5 34.5

家庭的保育事業（保育ママ） 6 100.0 83.3 83.3 － － － 100.0

小規模保育事業 143 81.1 78.3 63.6 2.8 4.2 3.5 58.7

事業所内保育事業（認可／
認可外） 

75 82.7 64.0 61.3 5.3 6.7 6.7 52.0

認可外保育施設 111 87.4 58.6 55.9 1.8 1.8 0.9 48.6

企業主導型保育事業 205 85.9 67.8 61.5 2.0 4.9 3.9 57.1

居宅訪問型保育事業（ベビ
ーシッター） 

7 71.4 57.1 57.1 － － － 14.3

さっぽろ子育てサポートセン
ター 

15 80.0 73.3 66.7 － 26.7 13.3 13.3

その他 100 75.0 51.0 59.0 2.0 21.0 13.0 21.0

次ページへ 



15

単位：％ 

区分 

幼
稚
園
の
教
諭

民
生
委
員
・
児
童
委
員

か
か
り
つ
け
の
医
師

行
政
の
子
育
て
関
連
担
当

窓
口

そ
の
他

気
軽
に
相
談
で
き
る
先
は

な
い

無
回
答

全体 11.2 0.0 9.5 0.7 2.7 1.4 0.1

問４子どもの生年月日  

H27.4～H28.3 26.6 0.3 8.4 0.6 4.5 1.6 －

H28.4～H29.3 23.1 － 7.9 0.1 2.5 1.8 －

H29.4～H30.3 22.3 － 9.2 1.0 2.5 2.1 －

H30.4～H31.3 11.2 － 8.3 0.7 2.6 1.3 －

H31.4～R2.3 2.8 － 9.8 0.6 2.9 1.7 －

R2.4～R3.3 3.4 － 10.3 0.8 2.4 1.2 0.1

R3.1 月以降 1.6 0.1 12.5 0.9 3.4 0.7 －

問 16 教育・保育事業の利用有無  

利用している 15.9 0.0 9.2 0.6 3.0 1.6 0.0

利用していない 3.0 0.0 9.9 1.0 2.3 1.0 0.1

問 16（１）定期的に利用している事業  

幼稚園（通常の就園時間の
利用） 

41.7 0.1 8.5 0.5 1.9 1.6 0.1

幼稚園一時預かり（通常の
就園時間を延長して預かる
事業※定期的な利用のみ） 

44.0 － 7.7 1.1 3.2 1.1 －

認可保育所・公立保育所 1.1 － 8.6 0.5 3.4 2.0 0.1

認定こども園 18.6 － 10.3 0.5 2.1 1.4 －

家庭的保育事業（保育ママ） 33.3 － 16.7 － － － －

小規模保育事業 3.5 － 12.6 0.7 － 2.1 －

事業所内保育事業（認可／
認可外） 

8.0 － 8.0 － 1.3 － －

認可外保育施設 8.1 － 3.6 0.9 7.2 － －

企業主導型保育事業 2.9 － 9.8 1.0 4.4 2.4 －

居宅訪問型保育事業（ベビ
ーシッター） 

42.9 － 42.9 － 28.6 － －

さっぽろ子育てサポートセン
ター 

6.7 － 13.3 － 6.7 － －

その他 14.0 － 20.0 1.0 23.0 1.0 －
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問 12 あなたは、子育てをしていて、楽しさと大変さのどちらを感じることが多いです

か。（○は 1 つだけ） 

※平成 30年度調査に「わからない」の選択肢はありませんでした。 

％

楽しさの方が多い（ａ）

どちらかといえば楽しさの方が多い（ｂ）

楽しさと大変さは同じくらい

どちらかといえば大変さの方が多い（ｃ）

大変さの方が多い（ｄ）

わからない

無回答

楽しさの方が多い（ａ+ｂ）

大変さの方が多い（ｃ+ｄ）

29.3

30.3

29.5

7.8

2.6

0.4

0.1

59.6 

10.4 

25.5

29.6

31.3

10.1

3.2

0.1

0.2

55.1 

13.3 

29.3

32.5

28.4

7.3

2.2

－

0.4

61.8 

9.5 

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査

（回答者数 = 6,760）

令和２年度調査

（回答者数 = 1,650）

平成30年度調査

（回答者数 = 6,116）
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「どちらかといえば楽しさの方が多い」の割合が 30.3％と最も高く、次いで「楽しさと大変さ

は同じくらい」の割合が 29.5％、「楽しさの方が多い」の割合が 29.3％となっています。 

また、“楽しさの方が多い”（「楽しさの方が多い」「どちらかといえば楽しさの方が多い」）が

59.6％、“大変さの方が多い”（「どちらかといえば大変さの方が多い」「大変さの方が多い」）が

10.4％となっている。 

令和２年度調査、平成 30 年度調査との比較では、大きな差異はみられません。 
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

楽
し
さ
の
方
が
多
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

楽
し
さ
の
方
が
多
い

楽
し
さ
と
大
変
さ
は

同
じ
く
ら
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

大
変
さ
の
方
が
多
い

大
変
さ
の
方
が
多
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 6760 29.3 30.3 29.5 7.8 2.6 0.4 0.1

問８ 世帯年収 

200 万円未満 234 26.5 27.4 29.9 10.3 5.1 0.9 －

200～300 万円未満 344 28.8 24.7 34.6 9.0 2.6 0.3 －

300～400 万円未満 754 25.2 29.0 32.4 9.7 2.9 0.1 0.7 

400～500 万円未満 969 27.3 33.0 28.5 9.0 1.9 0.2 0.1 

500～700 万円未満 1968 27.8 31.3 30.8 6.9 2.8 0.4 －

700～1,000 万円未満 1429 33.8 30.0 26.7 7.0 2.2 0.3 －

1,000 万円以上 554 38.3 29.1 24.2 5.8 2.5 0.2 －

わからない・答えたくない 456 22.8 30.0 32.7 9.2 3.5 1.8 －

問４子どもの生年月日 

H27.4～H28.3 308 25.0 28.9 32.5 9.4 3.6 0.6 －

H28.4～H29.3 952 23.4 28.7 35.1 9.7 2.7 0.3 0.1 

H29.4～H30.3 1001 24.4 31.4 32.3 9.0 2.5 0.5 －

H30.4～H31.3 952 26.5 31.3 30.3 8.2 3.2 0.6 －

H31.4～R2.3 1031 28.0 31.8 28.6 7.9 3.1 0.4 0.2 

R2.4～R3.3 1054 32.7 30.7 26.6 7.1 2.6 0.2 0.1 

R3.1 月以降 887 41.3 29.1 21.8 5.9 1.5 0.5 0.1 

問６世帯構成 

お子さん＋ご両親 
（二世代世帯） 

6114 29.3 30.2 29.6 7.7 2.6 0.4 0.1 

お子さん＋ご両親＋祖父母
（三世代世帯） 

260 36.2 30.4 27.3 3.1 1.9 0.8 0.4 

お子さん＋母親 
（ひとり親・二世代世帯） 

215 21.4 31.2 29.3 14.4 3.7 － －

お子さん＋父親 
（ひとり親・二世代世帯） 

7 28.6 28.6 42.9 － － － －

お子さん＋母親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

99 29.3 26.3 33.3 9.1 1.0 1.0 －

お子さん＋父親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

2 50.0 50.0 － － － － －

お子さん＋祖父母 1 － － 100.0 － － － －

その他 51 29.4 35.3 15.7 15.7 3.9 － －

次ページへ 
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

楽
し
さ
の
方
が
多
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

楽
し
さ
の
方
が
多
い

楽
し
さ
と
大
変
さ
は

同
じ
く
ら
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

大
変
さ
の
方
が
多
い

大
変
さ
の
方
が
多
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

問 14 母親就労 

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（時短勤務含む） 

1761 29.4 31.3 29.3 7.1 2.4 0.5 －

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 

1081 37.4 29.9 25.0 5.0 2.2 0.5 0.1 

パート・アルバイトなどで就労しており、 
産休・育休・介護休業中ではない 

1281 25.5 29.5 32.4 9.3 3.0 0.3 －

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 

209 34.0 31.1 25.4 4.3 3.8 0.5 1.0 

以前は就労していたが、現在は就労して
いない 

2201 26.9 30.0 30.7 9.0 2.7 0.4 0.2 

これまで就労したことがない 159 32.1 30.8 26.4 8.8 1.3 0.6 －

問 15 父親就労 

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（時短勤務含む） 

6135 29.6 30.4 29.4 7.5 2.6 0.4 0.1 

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 

51 25.5 21.6 41.2 7.8 2.0 2.0 －

パート・アルバイトなどで就労しており、 
産休・育休・介護休業中ではない 

34 41.2 29.4 26.5 2.9 － － －

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 

1 100.0 － － － － － －

以前は就労していたが、現在は就労して
いない 

52 30.8 30.8 17.3 11.5 9.6 － －

これまで就労したことがない 3 33.3 － 33.3 － － 33.3 －

問 10 子どもをみてもらえる親族・知人 

日常的に子どもの祖父母などの親族に
みてもらえる 

1968 36.1 29.3 27.1 5.3 1.7 0.4 0.1

緊急時に子どもの祖父母などの親族に
みてもらえる 

3577 29.1 30.7 30.0 7.7 2.2 0.3 0.1

日常的に子どもをみてもらえる友人・知
人がいる 

89 41.6 28.1 24.7 3.4 1.1 1.1 －

緊急時に子どもをみてもらえる友人・知
人がいる 

693 37.5 31.0 23.5 5.3 2.3 0.3 －

子どもをみてもらえる人はいない 1368 20.8 29.8 32.9 11.0 4.8 0.7 0.1

問 16 教育・保育事業の利用有無 

利用している 4254 26.6 30.6 30.9 8.5 2.8 0.4 0.1

利用していない 2496 33.8 29.7 27.0 6.7 2.3 0.4 0.2
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問 13 あなたが、子育てをしていて感じる悩みはどのようなことですか。 

（○はいくつでも） 

「子どもの病気や発育・発達に関すること」の割合が 43.3％と最も高く、次いで「子どもの食

事や栄養に関すること」の割合が 39.4％、「子どもの教育に関すること」の割合が 35.5％となっ

ています。 

回答者数 = 6,760 ％

子どもの病気や発育・発達に
関すること

子どもの食事や栄養に関する

こと

子どもと過ごす時間を十分に
とれないこと

子どもの教育に関すること

子どもの友達づきあい
（いじめ等を含む）に関すること

子育ての方法がよくわからない
こと

子どもを叱りすぎている気が
すること

子どもに手をあげたり、世話を
しなかったりしてしまうこと

子育てによる身体的・精神的な
疲れが大きいこと

自分の自由な時間がもてない

こと

仕事と子育ての両立が大変な
こと

43.3

39.4

17.3

35.5

15.0

8.0

31.7

2.5

23.6

33.0

30.1

0 20 40 60 80 100

％

子育ての経済的負担が
大きいこと

話し相手や相談相手が
いないこと

子育てに関して配偶者の
協力が少ないこと

配偶者以外に子育てを

手伝ってくれる人がいないこと

子どもの急な体調不良の際に、
預け先がないこと

社会との関わりが少ないこと

親同士のつきあいに関すること

子育て支援サービスの内容や
利用・申込方法がよくわからな
いこと

その他

特にない

無回答

17.4

5.0

9.9

10.9

19.1

10.5

5.3

5.8

2.4

6.6

0.3

0 20 40 60 80 100
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

子
ど
も
の
病
気
や
発
育
・

発
達
に
関
す
る
こ
と

子
ど
も
の
食
事
や
栄
養
に

関
す
る
こ
と

子
ど
も
と
過
ご
す
時
間
を

十
分
に
と
れ
な
い
こ
と

子
ど
も
の
教
育
に
関
す
る

こ
と

子
ど
も
の
友
達
づ
き
あ
い

（
い
じ
め
等
を
含
む
）
に

関
す
る
こ
と

子
育
て
の
方
法
が
よ
く
わ

か
ら
な
い
こ
と

子
ど
も
を
叱
り
す
ぎ
て
い

る
気
が
す
る
こ
と

全体 6760 43.3 39.4 17.3 35.5 15.0 8.0 31.7

問８ 世帯年収 

200 万円未満 234 38.5 39.3 19.7 33.3 14.5 6.4 37.6

200～300 万円未満 344 39.8 38.4 16.0 30.2 18.3 7.6 29.9

300～400 万円未満 754 45.5 44.2 16.6 35.7 15.9 8.9 31.2

400～500 万円未満 969 44.5 42.1 14.4 32.4 14.2 7.3 32.6

500～700 万円未満 1968 44.8 39.9 15.2 35.8 14.8 8.2 30.6

700～1,000 万円未満 1429 42.1 35.6 22.3 35.9 13.9 7.9 31.6

1,000 万円以上 554 39.9 32.7 23.1 40.6 14.8 7.9 31.8

わからない・答えたくない 456 43.0 43.9 12.1 39.5 17.1 8.8 34.6

問４子どもの生年月日 

H27.4～H28.3 308 40.9 29.2 19.5 39.6 21.1 3.9 41.6

H28.4～H29.3 952 36.8 30.4 21.4 42.6 21.6 6.3 40.2

H29.4～H30.3 1001 41.6 35.6 20.2 39.1 18.3 4.8 44.0

H30.4～H31.3 952 39.6 40.9 19.1 36.1 15.4 7.6 38.4

H31.4～R2.3 1031 41.2 41.9 19.4 35.5 12.3 10.0 30.6

R2.4～R3.3 1054 47.2 48.4 14.9 29.9 11.2 9.8 20.1

R3.1 月以降 887 53.3 39.9 7.9 29.8 11.3 11.5 17.0

問６世帯構成 

お子さん＋ご両親 
（二世代世帯） 

6114 43.5 39.7 16.6 35.4 14.9 8.2 31.6

お子さん＋ご両親＋祖父母 
（三世代世帯） 

260 40.4 33.5 18.1 35.8 18.5 5.4 29.6

お子さん＋母親 
（ひとり親・二世代世帯） 

215 40.5 38.6 35.3 37.2 14.9 5.6 40.5

お子さん＋父親 
（ひとり親・二世代世帯） 

7 57.1 28.6 28.6 57.1 14.3 － 14.3

お子さん＋母親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

99 40.4 36.4 24.2 36.4 17.2 6.1 26.3

お子さん＋父親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

2 50.0 － 50.0 － － － －

お子さん＋祖父母 1 － － － 100.0 － － －

その他 51 52.9 45.1 11.8 41.2 17.6 9.8 35.3

次ページへ 
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単位：％ 

区分 

子
ど
も
に
手
を
あ
げ
た

り
、
世
話
を
し
な
か
っ
た

り
し
て
し
ま
う
こ
と

子
育
て
に
よ
る
身
体
的
・

精
神
的
な
疲
れ
が
大
き
い

こ
と

自
分
の
自
由
な
時
間
が
も

て
な
い
こ
と

仕
事
と
子
育
て
の
両
立
が

大
変
な
こ
と

子
育
て
の
経
済
的
負
担
が

大
き
い
こ
と

話
し
相
手
や
相
談
相
手
が

い
な
い
こ
と

子
育
て
に
関
し
て
配
偶
者

の
協
力
が
少
な
い
こ
と

配
偶
者
以
外
に
子
育
て
を

手
伝
っ
て
く
れ
る
人
が
い

な
い
こ
と

全体 2.5 23.6 33.0 30.1 17.4 5.0 9.9 10.9

問８ 世帯年収 

200 万円未満 3.0 23.5 29.1 27.8 26.9 10.3 6.8 7.7

200～300 万円未満 3.5 22.7 29.4 29.9 27.9 5.2 10.5 8.4

300～400 万円未満 2.5 26.4 33.6 24.5 24.3 6.4 11.4 10.5

400～500 万円未満 2.4 22.4 31.4 25.7 20.9 5.3 9.6 10.1

500～700 万円未満 2.5 23.1 33.6 29.3 16.8 4.4 9.3 10.4

700～1,000 万円未満 2.6 23.7 34.6 37.7 11.3 4.1 9.2 12.7

1,000 万円以上 2.2 25.3 38.3 37.2 8.8 4.2 9.7 15.2

わからない・答えたくない 2.2 22.4 27.2 23.2 18.2 5.5 13.6 8.6

問４子どもの生年月日 

H27.4～H28.3 1.6 16.6 26.0 31.8 17.9 1.9 8.4 13.6

H28.4～H29.3 2.7 21.8 28.7 32.4 16.0 3.9 10.8 9.6

H29.4～H30.3 3.5 23.1 29.0 32.3 18.3 3.5 10.4 10.6

H30.4～H31.3 3.3 22.4 31.6 31.7 16.8 4.5 9.6 10.5

H31.4～R2.3 2.3 26.4 39.7 34.0 15.0 6.3 10.4 12.0

R2.4～R3.3 2.0 25.9 38.9 28.9 18.9 6.5 10.1 10.7

R3.1 月以降 1.7 23.6 31.6 22.5 20.3 6.1 9.1 9.7

問６世帯構成 

お子さん＋ご両親 
（二世代世帯） 

2.4 24.0 33.2 29.9 16.7 5.1 9.9 11.9

お子さん＋ご両親＋祖父母 
（三世代世帯） 

2.7 16.9 26.5 26.5 16.2 1.5 13.5 1.2

お子さん＋母親 
（ひとり親・二世代世帯） 

4.7 23.3 32.6 41.9 28.8 9.3 4.7 2.8

お子さん＋父親 
（ひとり親・二世代世帯） 

－ － － 14.3 14.3 － － －

お子さん＋母親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

4.0 18.2 29.3 30.3 32.3 3.0 1.0 1.0

お子さん＋父親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

－ － 50.0 － － － － －

お子さん＋祖父母 － － － － － － － －

その他 3.9 23.5 49.0 29.4 21.6 7.8 21.6 5.9

次ページへ 
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単位：％ 

区分 

子
ど
も
の
急
な
体
調
不
良

の
際
に
、
預
け
先
が
な
い

こ
と

社
会
と
の
関
わ
り
が
少
な

い
こ
と

親
同
士
の
つ
き
あ
い
に
関

す
る
こ
と

子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
の

内
容
や
利
用
・
申
込
方
法

が
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

全体 19.1 10.5 5.3 5.8 2.4 6.6 0.3

問８ 世帯年収  

200 万円未満 21.4 10.3 3.4 5.6 1.3 6.4 －

200～300 万円未満 18.6 8.4 4.4 9.0 1.2 6.7 0.3

300～400 万円未満 16.7 11.9 5.6 6.4 3.4 6.5 0.3

400～500 万円未満 18.7 13.2 6.5 6.5 2.3 7.3 0.3

500～700 万円未満 18.5 10.7 4.8 4.8 2.0 6.1 0.3

700～1,000 万円未満 21.7 7.7 5.0 4.3 2.8 6.3 0.3

1,000 万円以上 19.9 11.0 3.6 6.1 2.3 7.2 0.2

わからない・答えたくない 16.4 12.1 9.9 9.0 3.3 7.9 －

問４子どもの生年月日  

H27.4～H28.3 19.2 5.2 7.8 2.3 2.9 7.1 0.3

H28.4～H29.3 20.6 5.7 5.8 3.7 2.2 7.7 0.3

H29.4～H30.3 20.2 7.0 5.8 4.0 1.9 6.9 0.1

H30.4～H31.3 18.7 7.5 4.0 4.1 2.6 5.5 0.1

H31.4～R2.3 21.0 12.6 4.5 5.4 2.5 5.4 0.1

R2.4～R3.3 17.9 15.8 5.6 9.0 2.7 5.6 -

R3.1 月以降 15.7 14.3 5.1 9.5 2.1 9.0 0.5

問６世帯構成  

お子さん＋ご両親 
（二世代世帯） 

19.4 10.9 5.3 5.7 2.3 6.6 0.2

お子さん＋ご両親＋祖父母
（三世代世帯） 

5.8 6.2 4.2 3.8 3.8 9.2 0.4

お子さん＋母親 
（ひとり親・二世代世帯） 

30.7 7.0 4.7 7.9 2.3 3.7 －

お子さん＋父親 
（ひとり親・二世代世帯） 

－ － － － 14.3 － －

お子さん＋母親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

12.1 9.1 8.1 6.1 3.0 10.1 －

お子さん＋父親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

50.0 － － － 50.0 － －

お子さん＋祖父母 － － － － － － －

その他 11.8 15.7 11.8 11.8 5.9 5.9 －
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

子
ど
も
の
病
気
や
発
育
・

発
達
に
関
す
る
こ
と

子
ど
も
の
食
事
や
栄
養
に

関
す
る
こ
と

子
ど
も
と
過
ご
す
時
間
を

十
分
に
と
れ
な
い
こ
と

子
ど
も
の
教
育
に
関
す
る

こ
と

子
ど
も
の
友
達
づ
き
あ
い

（
い
じ
め
等
を
含
む
）
に

関
す
る
こ
と

子
育
て
の
方
法
が
よ
く
わ

か
ら
な
い
こ
と

子
ど
も
を
叱
り
す
ぎ
て
い

る
気
が
す
る
こ
と

問 14 母親就労 

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（時短勤務含む） 

1761 38.3 32.9 39.0 39.3 13.7 6.8 34.1

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 

1081 52.6 46.6 10.1 31.8 11.7 11.7 20.2

パート・アルバイトなどで就
労しており、産休・育休・介
護休業中ではない 

1281 38.7 34.9 14.8 35.3 15.5 7.2 36.8

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 

209 48.3 42.1 11.5 32.1 14.4 9.6 33.5

以前は就労していたが、現
在は就労していない 

2201 45.7 44.4 6.7 35.5 17.6 7.7 32.9

これまで就労したことがない 159 31.4 32.7 2.5 27.0 16.4 6.3 27.7

問 15 父親就労 

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（時短勤務含む） 

6135 43.2 39.4 16.8 35.4 14.9 8.1 31.6

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 

51 70.6 51.0 15.7 49.0 13.7 11.8 23.5

パート・アルバイトなどで就
労しており、産休・育休・介
護休業中ではない 

34 35.3 32.4 14.7 32.4 17.6 － 14.7

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 

1 － － － － － － －

以前は就労していたが、現
在は就労していない 

52 48.1 50.0 13.5 38.5 23.1 17.3 25.0

これまで就労したことがない 3 33.3 － － － － 33.3 －

問 10 子どもをみてもらえる親族・知人 

日常的に子どもの祖父母な
どの親族にみてもらえる 

1968 44.9 40.6 15.7 35.4 15.0 7.2 29.1

緊急時に子どもの祖父母な
どの親族にみてもらえる 

3577 43.6 39.5 18.0 36.3 14.9 7.5 32.9

日常的に子どもをみてもらえ
る友人・知人がいる 

89 40.4 42.7 10.1 28.1 14.6 7.9 30.3

緊急時に子どもをみてもらえ
る友人・知人がいる 

693 37.5 31.6 12.1 35.2 15.3 5.3 32.9

子どもをみてもらえる人はい
ない 

1368 43.5 40.4 17.8 34.5 15.1 10.7 32.4

次ページへ 
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単位：％ 

区分 

子
ど
も
に
手
を
あ
げ
た

り
、
世
話
を
し
な
か
っ
た

り
し
て
し
ま
う
こ
と

子
育
て
に
よ
る
身
体
的
・

精
神
的
な
疲
れ
が
大
き
い

こ
と

自
分
の
自
由
な
時
間
が
も

て
な
い
こ
と

仕
事
と
子
育
て
の
両
立
が

大
変
な
こ
と

子
育
て
の
経
済
的
負
担
が

大
き
い
こ
と

話
し
相
手
や
相
談
相
手
が

い
な
い
こ
と

子
育
て
に
関
し
て
配
偶
者

の
協
力
が
少
な
い
こ
と

配
偶
者
以
外
に
子
育
て
を

手
伝
っ
て
く
れ
る
人
が
い

な
い
こ
と

問 14 母親就労 

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（時短勤務含む） 

2.6 20.5 33.3 58.7 18.4 2.6 8.6 9.7

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 

1.9 25.3 35.4 30.3 18.6 6.5 9.3 10.3

パート・アルバイトなどで就
労しており、産休・育休・介
護休業中ではない 

2.5 20.8 29.7 37.5 22.5 3.9 12.1 11.1

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 

6.2 24.4 30.1 23.9 20.1 4.8 14.4 6.7

以前は就労していたが、現
在は就労していない 

2.6 27.2 34.5 5.9 13.3 7.1 9.5 12.8

これまで就労したことがない 1.3 16.4 21.4 1.9 11.9 2.5 8.8 10.1

問 15 父親就労 

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（時短勤務含む） 

2.4 23.7 32.9 29.9 16.7 5.0 10.0 11.3

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 

2.0 33.3 31.4 39.2 21.6 2.0 5.9 7.8

パート・アルバイトなどで就
労しており、産休・育休・介
護休業中ではない 

－ 26.5 38.2 35.3 23.5 2.9 17.6 17.6

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 

1.9 23.1 42.3 17.3 21.2 13.5 15.4 15.4

これまで就労したことがない 33.3 － － － 33.3 － － －

問 10 子どもをみてもらえる親族・知人 

日常的に子どもの祖父母な
どの親族にみてもらえる 

2.3 19.3 27.8 27.3 16.7 2.0 7.8 0.4

緊急時に子どもの祖父母な
どの親族にみてもらえる 

2.4 23.7 32.4 31.0 17.2 3.9 9.3 4.9

日常的に子どもをみてもらえ
る友人・知人がいる 

－ 18.0 19.1 24.7 11.2 － 4.5 2.2

緊急時に子どもをみてもらえ
る友人・知人がいる 

2.6 19.2 26.8 24.0 16.7 0.9 9.1 6.5

子どもをみてもらえる人はい
ない 

2.6 28.7 40.7 31.7 18.3 12.3 12.9 38.1

次ページへ 



26

単位：％ 

区分 

子
ど
も
の
急
な
体
調
不
良

の
際
に
、
預
け
先
が
な
い

こ
と

社
会
と
の
関
わ
り
が
少
な

い
こ
と

親
同
士
の
つ
き
あ
い
に
関

す
る
こ
と

子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
の

内
容
や
利
用
・
申
込
方
法

が
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

問 14 母親就労  

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（時短勤務含む） 

25.8 1.8 4.0 3.0 2.0 5.1 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 

15.1 13.3 5.8 7.7 2.5 5.6 －

パート・アルバイトなどで就
労しており、産休・育休・介
護休業中ではない 

23.6 3.0 4.1 4.2 2.9 8.5 0.2

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 

13.9 13.4 8.6 6.2 1.4 6.7 －

以前は就労していたが、現
在は就労していない 

14.2 20.1 6.6 7.9 2.5 6.6 0.4

これまで就労したことがない 11.3 11.3 5.7 4.4 0.6 15.1 -

問 15 父親就労  

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（時短勤務含む） 

18.8 10.6 5.2 5.5 2.4 6.7 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 

15.7 15.7 7.8 19.6 2.0 3.9 －

パート・アルバイトなどで就
労しており、産休・育休・介
護休業中ではない 

20.6 8.8 5.9 2.9 2.9 11.8 －

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 

－ － － － － 100.0 －

以前は就労していたが、現
在は就労していない 

21.2 21.2 5.8 9.6 1.9 11.5 －

これまで就労したことがない 33.3 － － － － 33.3 －

問 10 子どもをみてもらえる親族・知人  

日常的に子どもの祖父母な
どの親族にみてもらえる 

4.4 9.3 5.6 5.2 2.2 8.5 0.4

緊急時に子どもの祖父母な
どの親族にみてもらえる 

15.8 9.7 5.1 5.8 2.0 6.7 0.2

日常的に子どもをみてもらえ
る友人・知人がいる 

10.1 － 4.5 2.2 3.4 14.6 －

緊急時に子どもをみてもらえ
る友人・知人がいる 

16.5 7.2 4.8 4.9 1.7 11.4 －

子どもをみてもらえる人はい
ない 

43.6 14.1 5.8 7.2 4.0 4.1 0.2
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問 13（１） 問 13 で「１」～「20」に〇をつけた方にうかがいます。 

あなたが子育てをしていて感じる悩みについて、解決する方法はありますか。あな

たが、今の時点で行っていることがあれば教えてください。（○はいくつでも） 

「配偶者に相談している」の割合が 77.6％と最も高く、次いで「子どもの祖父母などの親族に

相談している」の割合が 59.3％、「友人や知人に相談している」の割合が 48.6％となっています。 

回答者数 = 6,296 ％

配偶者に相談している

子どもの祖父母などの親族に相談している

友人や知人に相談している

近所の人に相談している

保育所の保育士や幼稚園の教諭等に相談
している

行政の子育て関連担当窓口に相談している

子どもが体調不良の時にも利用できる
保育サービスを活用している

かかりつけの医師に相談している

職場の上司や同僚に相談している

インターネットやＳＮＳ上で、調べたり

相談したりしている

誰に相談して良いかわからない

その他

誰かに相談しようとは思わない

相談できる人はいない

無回答

77.6

59.3

48.6

2.9

23.0

3.4

0.7

10.1

8.8

34.9

0.7

2.1

3.0

1.0

0.3

0 20 40 60 80 100
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Ｂ．宛名の方（お子さん）の保護者の方の就労状況 
※ 問 14～問 15 は、宛名の方（お子さん）の母親や父親がいる場合にお答えください。  

いらっしゃらない場合は、問 16 へお進みください。 

問 14 母親の就労状況（自営業、家族従事者含む）は次のうちどれですか。 

（○は 1 つだけ） 

「以前は就労していたが、現在は就労していない」の割合が 32.6％と最も高く、次いで「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（時短勤務含む）」の割合が 26.1％、

「パート・アルバイトなどで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」の割合が 19.0％

となっています。 

また、“就労している方”（「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（時

短勤務含む）」「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

イトなどで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」「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」）が 64.2％となっています。 

令和２年度調査と比較すると、大きな差異はみられません。 

平成 30 年度調査と比較すると、「以前は就労していたが、現在は就労していない」の割合が 5.8

ポイント低下しています。一方、“就労している方”の割合が 7.3 ポイント上昇しています。 

％

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（時短勤務含む）（ａ）

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（ｂ）

パート・アルバイトなどで就労しており、
産休・育休・介護休業中ではない（ｃ）

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（ｄ）

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

無回答

就労している方（ａ+ｂ+ｃ+ｄ）

26.1

16.0

19.0

3.1

32.6

2.4

0.9

64.2 

23.3

15.3

21.3

2.4

35.2

1.9

0.7

62.3 

21.9

12.6

19.7

2.7

38.4

3.0

1.6

56.9 

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査

（回答者数 = 6,751）

令和２年度調査

（回答者数 = 1,650）

平成30年度調査

（回答者数 = 6,087）
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問 14（１） 問 14 で「１」～「４」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

母親の 1週当たりの就労日数と 1日当たりの就労時間（残業時間を含む）をお答え

ください。（数字を記入） 

１週当たりの就労日数

「５日」の割合が 69.3％と最も高く、次いで「４日」の割合が 13.3％となっています。 

最小値 1

最大値 7

平均値 4.7

中央値 5

回答者数 = 4,332 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.7

1.7

6.2

13.3

69.3

7.1

0.4

1.2

0 20 40 60 80 100
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１日当たりの就労時間（残業時間を含む）

「８時間～９時間」の割合が 41.2％と最も高く、次いで「６時間～７時間」の割合が 32.6％、

「４時間～５時間」の割合が 15.5％となっています。 

最小値 0.3

最大値 24

平均値 7.1

中央値 7.5

回答者数 = 4,332 ％

１時間以下

２時間～３時間

４時間～５時間

６時間～７時間

８時間～９時間

10時間～11時間

12時間～13時間

14時間～15時間

16時間～17時間

18時間～19時間

20時間以上

無回答

0.4

2.5

15.5

32.6

41.2

5.2

0.8

0.1

0.0

0.0

0.1

1.5

0 20 40 60 80 100
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問 14（２） 問 14 で「１」～「４」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。  

家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。 

（時間を 24 時間制で記入〔例：０ ９時、１ ８時〕） 

家を出る時刻

「８時」の割合が 48.5％と最も高く、次いで「７時」の割合が 28.7％、「９時」の割合が 14.5％

となっています。 

回答者数 = 4,332 ％

１時

２時

３時

４時

５時

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

0.0

0.1

0.1

0.1

0.2

1.3

28.7

48.5

14.5

2.3

0.5

0.5

0.2

0 20 40 60 80 100

％

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

無回答

0.1

0.1

0.0

0.2

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

2.1

0 20 40 60 80 100
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帰宅時刻

「18 時」の割合が 37.1％と最も高く、次いで「17時」の割合が 21.5％、「19 時」の割合が 12.3％

となっています。 

回答者数 = 4,332 ％

１時

２時

３時

４時

５時

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

0.0

0.1

0.2

0.3

0.7

0.8

0.7

0.3

0.2

0.1

0.1

0.5

2.2

0 20 40 60 80 100

％

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

無回答

3.4

4.3

8.3

21.5

37.1

12.3

2.5

1.2

0.5

0.2

0.1

2.4

0 20 40 60 80 100



33

問 14（３） 問 14 で「３」または「４」（パート・アルバイトなどで就労している）に

○をつけた方にうかがいます。  

母親は、フルタイムへの転換希望はありますか。（○は 1つだけ） 

「パート・アルバイトなどの就労を続けることを希望している」の割合が 58.5％と最も高く、

次いで「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」の割合が 27.8％となって

います。 

回答者数 = 1,490

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

7.5％

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

27.8％

パート・アルバイトなどの

就労を続けることを希望

している

58.5％

パート・アルバイトなどを

やめて子育てや家事に

専念したい

5.3％

無回答

0.9％
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問 14（４） 問 14 で「５．以前は就労していたが、現在は就労していない」または

「６．これまで就労したことがない」に○をつけた方にうかがいます。  

母親の就労希望の有無等をお答えください。（○は 1つだけ） 

「1年より先に就労したい」の割合が 33.5％と最も高く、次いで「子育てや家事などに専念し

たい（就労の希望はない）」の割合が 31.1％、「すぐにでも、もしくは 1年以内に就労したい」の

割合が 21.8％となっています。 

回答者数 = 2,360

すぐにでも、もしくは1 年

以内に就労したい

21.8％

1 年より先に就労したい

33.5％新型コロナウイルス感染症

の収束の見通しが立てば

就労したい

11.8％

子育てや家事などに専念し

たい（就労の希望はない）

31.1％

無回答

1.9％
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問 14（４）－１ 問 14（４）で「１」～「３」（就労したい）に○をつけた方にうかが

います。  

母親が就労する際に希望する就労形態をお答えください。（○はひとつだけ） 

「フルタイム」の割合が 10.7％、「パート、アルバイトなど」の割合が 87.0％となっています。 

パート、アルバイトなど

１週当たりの日数

「３日」の割合が 38.4％と最も高く、次いで「４日」の割合が 27.6％、「５日」の割合が 14.5％

となっています。  

最小値 1

最大値 6

平均値 3.7

中央値 4

回答者数 = 1,582 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.1

3.2

38.4

27.6

14.5

0.1

0.0

16.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,582

フルタイム

10.7％

パート、アルバイトなど

87.0％

無回答

2.2％
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１日当たりの時間

「４時間～５時間」の割合が 63.7％と最も高く、次いで「６時間～７時間」の割合が 13.9％と

なっています。 

最小値 3

最大値 20

平均値 4.8

中央値 5

回答者数 = 1,582 ％

１時間以下

２時間～３時間

４時間～５時間

６時間～７時間

８時間～９時間

10時間～11時間

12時間～13時間

14時間～15時間

16時間～17時間

18時間～19時間

20時間以上

無回答

0.0

4.4

63.7

13.9

1.9

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

16.1

0 20 40 60 80 100
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問 15 父親の就労状況（自営業、家族従事者含む）は次のうちどれですか。 

（○は 1 つだけ） 

「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（時短勤務含む）」の割合が

95.2％と最も高く、次いで「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」「以

前は就労していたが、現在は就労していない」の割合が 0.8％となっています。 

また、“就労している方”（「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（時

短勤務含む）」「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

イトなどで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」「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」）が 96.5％となっている 

回答者数 = 6,446 ％

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（時短勤務含む）（ａ）

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（ｂ）

パート・アルバイトなどで就労しており、
産休・育休・介護休業中ではない（ｃ）

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（ｄ）

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

無回答

就労している方（ａ+ｂ+ｃ+ｄ）

95.2

0.8

0.5

0.0

0.8

0.0

2.6

96.5

0 20 40 60 80 100
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問 15（１） 問 15 で「１」～「４」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 

父親の１週当たりの就労日数と１日当たりの就労時間（残業時間を含む）をお答え

ください。（数字を記入） 

１週当たりの就労日数

「５日」の割合が 69.0％と最も高く、次いで「６日」の割合が 25.6％となっています。 

最小値 1

最大値 7

平均値 5.3

中央値 5

回答者数 = 6,221 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.1

0.2

0.9

0.7

69.0

25.6

2.5

1.0

0 20 40 60 80 100
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１日当たりの就労時間

「８時間～９時間」の割合が 47.5％と最も高く、次いで「10 時間～11時間」の割合が 28.9％、

「12 時間～13 時間」の割合が 13.9％となっています。 

最小値 0.7

最大値 24

平均値 9.9

中央値 9

回答者数 = 6,221 ％

１時間以下

２時間～３時間

４時間～５時間

６時間～７時間

８時間～９時間

10時間～11時間

12時間～13時間

14時間～15時間

16時間～17時間

18時間～19時間

20時間以上

無回答

0.1

0.2

0.2

2.2

47.5

28.9

13.9

3.4

0.6

0.1

1.2

1.8

0 20 40 60 80 100
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問 15（２） 問 15 で「１」～「４」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。  

家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。 

（時間を 24 時間制で記入〔例：０ ９時、１ ８時〕） 

家を出る時刻

「８時」の割合が 35.7％と最も高く、次いで「７時」の割合が 35.5％となっています。 

回答者数 = 6,221 ％

１時

２時

３時

４時

５時

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

0.0

0.2

0.2

0.6

1.9

9.2

35.5

35.7

9.8

2.0

0.8

0.6

0.3

0 20 40 60 80 100
％

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

無回答

0.3

0.3

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

1.8

0 20 40 60 80 100
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帰宅時刻

「19 時」の割合が 25.6％と最も高く、次いで「18時」の割合が 19.7％、「20 時」の割合が 18.1％

となっています。 

回答者数 = 6,221 ％

１時

２時

３時

４時

５時

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

0.2

0.3

0.1

0.1

0.3

0.9

1.3

1.3

0.8

0.8

0.3

0.2

0.1

0 20 40 60 80 100

％

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

無回答

0.2

0.4

0.6

3.9

19.7

25.6

18.1

11.3

6.4

2.9

0.8

3.5

0 20 40 60 80 100
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問 15（３） 問 15 で「３」または「４」（パート・アルバイト等で就労している）に○

をつけた方にうかがいます。  

父親は、フルタイムへの転換希望はありますか。（○は 1つだけ） 

「パート・アルバイトなどの就労を続けることを希望している」の割合が 45.7％と最も高く、

次いで「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」の割合が 31.4％、「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」の割合が 11.4％となっています。 

回答者数 = 35

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

11.4％

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

31.4％

パート・アルバイトなどの就労

を続けることを希望している

45.7％

パート・アルバイトなどをやめて

子育てや家事に専念したい

5.7％

無回答

5.7％



43

問 15（４） 問 15 で「５．以前は就労していたが、現在は就労していない」または

「６．これまで就労したことがない」に○をつけた方にうかがいます。  

父親の就労希望の有無等をお答えください。（○は 1つだけ） 

「すぐにでも、もしくは 1年以内に就労したい」の割合が 50.9％と最も高く、次いで「子育て

や家事などに専念したい（就労の希望はない）」の割合が 25.5％、「新型コロナウイルス感染症の

収束の見通しが立てば就労したい」の割合が 12.7％となっています。 

回答者数 = 55

すぐにでも、もしくは1 年以

内に就労したい

50.9％

1 年より先に就労したい

3.6％

新型コロナウイルス感染症の収束

の見通しが立てば就労したい

12.7％

子育てや家事などに専念し

たい（就労の希望はない）

25.5％

無回答

7.3％
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問 15（４）－ １ 問 15（４）で「１」～「３」（就労したい）に○をつけた方にうかが

います。  

父親が就労する際に希望する就労形態をお答えください。（○はひとつだけ） 

「フルタイム」の割合が 86.5％、「パート、アルバイトなど」の割合が 10.8％となっています。 

パート、アルバイトなど

１週当たりの日数

「４日」の割合が 5.4％と最も高くなっています。 

最小値 2

最大値 4

平均値 3.3

中央値 3.5

回答者数 = 37 ％

フルタイム

パート、アルバイトなど

無回答

86.5

10.8

2.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 37 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.0

2.7

2.7

5.4

0.0

0.0

0.0

89.2

0 20 40 60 80 100
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１日当たりの時間

「８時間～９時間」、「４時間～５時間」の割合が 5.4％と最も高くなっています。 

最小値 5

最大値 8

平均値 6.5

中央値 6.5

回答者数 = 37 ％

１時間以下

２時間～３時間

４時間～５時間

６時間～７時間

８時間～９時間

10時間～11時間

12時間～13時間

14時間～15時間

16時間～17時間

18時間～19時間

20時間以上

無回答

0.0

0.0

5.4

0.0

5.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

89.2

0 20 40 60 80 100
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Ｃ．宛名の方（お子さん）の平日の定期的な教育・保育事業の利用状況・ご

意向 

問 16 宛名の方（お子さん）は現在、幼稚園や保育所などの「平日の定期的な教育・保

育の事業」（具体的には問 16（１）で示した事業が含まれます）を利用されていま

すか。（○は 1つだけ） 

「利用している」の割合が 62.9％、「利用していない」の割合が 36.9％となっています。 

回答者数 = 6,760

利用している

62.9％

利用していない

36.9％

無回答

0.1％
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問 16（１）  問 16  で「１．利用している」に○をつけた方にうかがいます。 

次のどのような教育・保育の事業を利用していますか。年間を通じて「定期的に」

利用している事業をお答えください。（○はいくつでも） 

「認可保育所・公立保育所」の割合が 37.6％と最も高く、次いで「幼稚園（通常の就園時間の

利用）」の割合が 25.6％、「認定こども園」の割合が 23.6％となっています。 

回答者数 = 4,254 ％

幼稚園
（通常の就園時間の利用）

幼稚園一時預かり
（通常の就園時間を延長して
預かる事業※定期的な利用のみ）

認可保育所・公立保育所

認定こども園

家庭的保育事業
（保育ママ）

小規模保育事業

事業所内保育事業
（認可／認可外）

認可外保育施設

企業主導型保育事業

居宅訪問型保育事業
（ベビーシッター）

さっぽろ子育てサポートセンター

その他

無回答

25.6

6.7

37.6

23.6

0.1

3.4

1.8

2.6

4.8

0.2

0.4

2.4

0.3

0 20 40 60 80 100
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問 16（２） 問 16 で「１．利用している」に○をつけた方にうかがいます。 平日の

定期的な利用の現状（（２）－１）と、ご希望（（２）－２）についてお答えくださ

い。ご回答は１週当たりの日数と、毎日の利用時間をご記入ください。（時間は 24

時間制で記入〔例：０９時～１８時〕） 

（２）－１ 現状

１週当たりの日数

「５日」の割合が 82.7％と最も高くなっています。 

最小値 0.5

最大値 7

平均値 4.9

中央値 5

回答者数 = 4,254 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.9

0.8

2.1

5.8

82.7

6.3

0.1

1.3

0 20 40 60 80 100
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利用開始時間

「８時」の割合が 41.0％と最も高く、次いで「９時」の割合が 38.5％、「７時」の割合が 12.1％

となっています。 

％

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

無回答

0.4

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

0 20 40 60 80 100
回答者数 = 4,254 ％

１時

２時

３時

４時

５時

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

0.0

0.0

0.2

0.1

0.2

0.3

12.1

41.0

38.5

5.4

0.1

0.0

0.1

0 20 40 60 80 100
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利用終了時間

「18 時」の割合が 24.3％と最も高く、次いで「17時」の割合が 22.1％、「14 時」の割合が 16.9％

となっています。 

回答者数 = 4,254 ％

１時

２時

３時

４時

５時

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

0.0

0.3

0.3

0.2

0.5

0.5

0.2

0.2

0.1

0.2

0.3

0.7

3.9

0 20 40 60 80 100

％

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

無回答

16.9

8.5

16.8

22.1

24.3

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0 20 40 60 80 100
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（２）－２ 希望

１週当たりの日数

「５日」の割合が 77.2％と最も高くなっています。 

最小値 0.5

最大値 7

平均値 5.0

中央値 5

回答者数 = 4,254 ％

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

0.3

0.5

1.7

5.2

77.2

8.7

0.4

6.1

0 20 40 60 80 100
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利用開始時間

「８時」の割合が 40.2％と最も高く、次いで「９時」の割合が 36.1％、「７時」の割合が 12.3％

となっています。 

回答者数 = 4,254 ％

１時

２時

３時

４時

５時

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

0.0

0.0

0.1

0.1

0.2

0.6

12.3

40.2

36.1

3.6

0.0

0.0

0.1

0 20 40 60 80 100

％

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

無回答

0.4

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.9

0 20 40 60 80 100
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利用終了時間

「17 時」の割合が 23.7％と最も高く、次いで「18時」の割合が 22.6％、「16 時」の割合が 16.1％

となっています。 

回答者数 = 4,254 ％

１時

２時

３時

４時

５時

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

0.0

0.2

0.3

0.3

0.3

0.4

0.3

0.3

0.1

0.2

0.1

0.4

1.4

0 20 40 60 80 100

％

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

無回答

8.9

12.0

16.1

23.7

22.6

4.7

1.4

0.2

0.0

0.0

0.0

6.0

0 20 40 60 80 100
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問 16（３） 問 16 で「１．利用している」に○をつけた方にうかがいます。  

現在、利用している教育・保育事業の実施場所についてお答えください。 

（○はいくつでも） 

「北区」の割合が 15.7％と最も高く、次いで「東区」の割合が 13.4％、「豊平区」の割合が 12.3％

となっています。 

回答者数 = 4,254 ％

中央区

北区

東区

白石区

厚別区

豊平区

清田区

南区

西区

手稲区

他の市町村

無回答

11.8

15.7

13.4

10.2

5.6

12.3

4.7

5.9

12.1

7.3

0.7

0.9

0 20 40 60 80 100
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

中
央
区

北
区

東
区

白
石
区

厚
別
区

豊
平
区

全体 4254 11.8 15.7 13.4 10.2 5.6 12.3

問 3居住区 

中央区 470 83.4 1.7 1.5 1.3 － 4.7

北区 667 2.4 86.7 6.1 － － 0.4

東区 598 2.8 6.9 85.5 1.8 0.2 1.0

白石区 420 2.6 1.0 0.5 84.5 3.1 6.9

厚別区 239 0.8 － － 7.1 83.7 0.4

豊平区 506 2.8 0.4 0.2 6.9 0.4 84.6

清田区 237 － － － 2.5 9.7 7.2

南区 251 4.8 － 0.4 0.4 － 6.4

西区 540 6.9 4.3 0.9 － － －

手稲区 323 0.9 3.1 0.3 0.3 - 0.3

札幌市外 － － － － － － －

区分 

清
田
区

南
区

西
区

手
稲
区

他
の
市
町
村

無
回
答

全体 4.7 5.9 12.1 7.3 0.7 0.9

問 3居住区  

中央区 － 2.1 5.3 － － 0.6

北区 － － 1.9 1.8 0.9 0.6

東区 － 0.3 0.3 0.2 0.5 1.0

白石区 0.5 0.2 － － － 0.7

厚別区 2.9 － － － 3.8 1.3

豊平区 1.2 3.4 － － 0.2 0.6

清田区 78.1 0.4 － － 0.8 1.3

南区 － 86.5 － － － 2.0

西区 － 0.2 84.3 3.3 0.2 0.7

手稲区 － － 5.9 86.4 2.2 1.2

札幌市外 － － － － － －
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問 16（４）  問 16  で「１．利用している」に○をつけた方にうかがいます。   

平日の定期的な「教育・保育事業」を利用されている理由をお答えください。 

（○はいくつでも） 

「子育てをしている方が現在就労しているため」の割合が 69.7％と最も高く、次いで「子ども

の教育や発達のため」の割合が 53.7％となっています。 

回答者数 = 4,254 ％

子どもの教育や発達のため

子育てをしている方が現在就労している
ため

子育てをしている方が就労予定である／
求職中であるため

子育てをしている方が家族・親族などを
介護しているため

子育てをしている方が病気や障がいが
あるため

子育てをしている方が学生であるため

その他

無回答

53.7

69.7

3.1

0.3

1.3

0.4

1.3

0.9

0 20 40 60 80 100
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問 16（５）  問 16  で「２．利用していない」に○をつけた方にうかがいます。   

利用していない理由をお答えください。（○はいくつでも） 

「利用する必要がない（子どもの母親か父親が就労していないなどの理由で）」の割合が 57.3％

と最も高く、次いで「まだ家庭での子育てを大切にしたいから」の割合が 37.1％、「教育・保育

の事業に空きがない」の割合が 14.9％となっています。 

回答者数 = 2,496 ％

利用する必要がない（子どもの母親か
父親が就労していないなどの理由で）

子どもの祖父母や親せきの人がみている

近所の人や父母の友人・知人がみている

教育・保育の事業に空きがない

経済的な理由で事業を利用できない

延長・夜間等の時間帯の条件が合わない

事業の質や場所など、納得できる事業が
ない

新型コロナウイルス感染症予防のために
自宅で保育を続けている

子どもに医療的ケアが必要なため

まだ家庭での子育てを大切にしたいから

その他

特にない

無回答

57.3

3.6

0.1

14.9

3.0

0.5

1.0

5.5

0.4

37.1

14.3

0.9

0.3

0 20 40 60 80 100
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まだ家庭での子育てを大切にしたいから

利用しようと考えている子どもの年齢

「３歳」の割合が 47.1％と最も高く、次いで「１歳」の割合が 25.5％、「２歳」の割合が 11.0％

となっています。 

回答者数 = 925 ％

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歳以上

無回答

25.5

11.0

47.1

9.6

0.8

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

5.5

0 20 40 60 80 100

最小値 0.7

最大値 12

平均値 2.5

中央値 3
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問 17  すべての方にうかがいます。   

現在、利用している、利用していないにかかわらず、宛名の方（お子さん）の平日

の教育・保育の事業として、「定期的に」利用したいと考える事業をお答えくださ

い。（○はいくつでも） 

「幼稚園（通常の就園時間の利用）」の割合が 45.1％と最も高く、次いで「認可保育所・公立

保育所」の割合が 44.3％、「認定こども園」の割合が 40.9％となっています。 

回答者数 = 6,760 ％

幼稚園
（通常の就園時間の利用）

幼稚園一時預かり
（通常の就園時間を延長して
預かる事業※定期的な利用のみ）

認可保育所・公立保育所

認定こども園

家庭的保育事業
（保育ママ）

小規模保育事業

事業所内保育事業
（認可／認可外）

認可外保育施設

企業主導型保育事業

居宅訪問型保育事業
（ベビーシッター）

さっぽろ子育てサポートセンター

その他

特に定期的に利用したい事業は
ない

無回答

45.1

22.5

44.3

40.9

1.7

4.4

3.8

4.2

5.3

4.5

6.9

0.9

4.0

0.7

0 20 40 60 80 100
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

幼
稚
園
（
通
常
の
就
園
時

間
の
利
用
）

幼
稚
園
一
時
預
か
り
（
通

常
の
就
園
時
間
を
延
長
し

て
預
か
る
事
業
※
定
期
的

な
利
用
の
み
）

認
可
保
育
所
・
公
立
保
育

所 認
定
こ
ど
も
園

家
庭
的
保
育
事
業
（
保
育

マ
マ
）

小
規
模
保
育
事
業

事
業
所
内
保
育
事
業
（
認

可
／
認
可
外
）

全体 6760 45.1 22.5 44.3 40.9 1.7 4.4 3.8

問６世帯構成 

お子さん＋ご両親 
（二世代世帯） 

6114 46.0 23.1 44.2 41.2 1.7 4.5 3.9

お子さん＋ご両親＋祖父母 
（三世代世帯） 

260 47.3 14.2 40.0 37.7 1.9 2.3 2.3

お子さん＋母親 
（ひとり親・二世代世帯） 

215 23.7 17.2 54.9 32.6 2.3 2.3 3.7

お子さん＋父親 
（ひとり親・二世代世帯） 

7 28.6 - 28.6 14.3 14.3 － 14.3

お子さん＋母親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

99 33.3 17.2 48.5 46.5 1.0 7.1 2.0

お子さん＋父親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

2 － － － 50.0 － － －

お子さん＋祖父母 1 － － － 100.0 － － －

その他 51 41.2 35.3 31.4 39.2 2.0 5.9 3.9

問 14 母親就労 

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
（時短勤務含む） 

1761 22.4 16.6 60.1 44.0 1.6 2.8 4.9

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

1081 24.0 14.9 73.6 58.5 2.0 8.8 5.9

パート・アルバイトなどで就労し
ており、産休・育休・介護休業
中ではない 

1281 41.5 26.8 40.8 38.6 1.9 3.5 2.4

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 

209 30.1 15.3 63.2 48.8 2.4 6.2 2.9

以前は就労していたが、現在
は就労していない 

2201 75.0 29.7 20.5 32.0 1.4 4.0 2.8

これまで就労したことがない 159 77.4 18.9 9.4 22.0 0.6 2.5 4.4

問 15 父親就労 

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
（時短勤務含む） 

6135 46.1 22.9 43.9 41.4 1.6 4.4 3.8

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

51 41.2 17.6 51.0 47.1 3.9 5.9 5.9

パート・アルバイトなどで就労し
ており、産休・育休・介護休業
中ではない 

34 50.0 20.6 52.9 32.4 2.9 8.8 17.6

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 

1 － 100.0 － － 100.0 － －

以前は就労していたが、現在
は就労していない 

52 40.4 17.3 55.8 38.5 1.9 7.7 7.7

これまで就労したことがない 3 － 33.3 － － － － 33.3

次ページへ



61

単位：％ 

区分 

認
可
外
保
育
施
設

企
業
主
導
型
保
育
事
業

居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
（ベ

ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
）

さ
っ
ぽ
ろ
子
育
て
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

特
に
定
期
的
に
利
用
し
た

い
事
業
は
な
い

無
回
答

全体 4.2 5.3 4.5 6.9 0.9 4.0 0.7

問６世帯構成  

お子さん＋ご両親 
（二世代世帯） 

4.4 5.5 4.5 6.9 0.9 4.0 0.7

お子さん＋ご両親＋祖父母 
（三世代世帯） 

2.3 3.1 2.3 6.2 1.2 3.8 1.5

お子さん＋母親 
（ひとり親・二世代世帯） 

2.8 3.3 9.8 7.0 1.9 6.0 0.5

お子さん＋父親 
（ひとり親・二世代世帯） 

－ － － 14.3 － － －

お子さん＋母親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

4.0 4.0 2.0 7.1 1.0 3.0 －

お子さん＋父親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

－ － － － 50.0 － －

お子さん＋祖父母 － － － － － － －

その他 3.9 5.9 3.9 7.8 3.9 7.8 －

問 14 母親就労  

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
（時短勤務含む） 

4.7 6.4 6.5 6.5 0.9 4.1 0.8

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

8.2 9.5 4.5 8.4 0.6 1.7 0.4

パート・アルバイトなどで就労し
ており、産休・育休・介護休業
中ではない 

2.5 4.3 4.4 6.1 0.4 3.6 1.0

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 

6.7 5.3 5.3 9.1 0.5 3.3 0.5

以前は就労していたが、現在
は就労していない 

2.9 3.2 3.3 6.9 1.4 5.2 0.5

これまで就労したことがない 1.9 2.5 1.9 5.0 1.3 5.0 0.6

問 15 父親就労  

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
（時短勤務含む） 

4.3 5.4 4.4 6.9 0.9 3.9 0.7

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

5.9 7.8 5.9 9.8 2.0 2.0 －

パート・アルバイトなどで就労し
ており、産休・育休・介護休業
中ではない 

14.7 14.7 14.7 11.8 - 2.9 －

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 

1.9 3.8 7.7 7.7 1.9 5.8 1.9

これまで就労したことがない － － － 33.3 － － －
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問 17（１） 問 17 で「１」～「12」（利用したい事業がある）に○をつけた方にうかが

います。  

教育・保育事業を最も利用したい場所はどこですか。（○は 1つだけ） 

「北区」の割合が 15.3％と最も高く、次いで「東区」の割合が 13.0％、「西区」の割合が 12.9％

となっています。 

回答者数 = 6,441 ％

中央区

北区

東区

白石区

厚別区

豊平区

清田区

南区

西区

手稲区

他の市町村

無回答

11.8

15.3

13.0

10.0

5.4

11.5

4.8

5.5

12.9

7.6

0.3

1.8

0 20 40 60 80 100
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

中
央
区

北
区

東
区

白
石
区

厚
別
区

豊
平
区

全体 6441 11.8 15.3 13.0 10.0 5.4 11.5

問 3居住区 

中央区 738 91.5 0.8 0.8 0.4 － 1.2

北区 986 1.7 93.6 1.2 － 0.1 0.1

東区 897 2.1 3.9 90.5 0.6 0.1 0.1

白石区 659 1.5 0.3 0.8 90.9 0.6 2.7

厚別区 352 － － 0.3 2.8 93.5 －

豊平区 762 1.4 0.3 0.1 2.8 － 90.4

清田区 332 0.6 － 0.3 0.9 4.2 2.4

南区 360 3.1 － － － － 3.6

西区 848 1.8 1.8 0.2 － 0.1 －

手稲区 499 0.4 0.4 － － － 0.2

札幌市外 2 － 50.0 － － － －

区分 

清
田
区

南
区

西
区

手
稲
区

他
の
市
町
村

無
回
答

全体 4.8 5.5 12.9 7.6 0.3 1.8

問 3居住区  

中央区 － 0.9 2.6 0.1 0.4 1.2

北区 － 0.1 0.5 0.7 0.1 1.8

東区 － 0.1 0.2 0.2 0.3 1.8

白石区 0.2 0.3 0.3 － 0.3 2.1

厚別区 1.4 － － 0.3 0.9 0.9

豊平区 0.9 1.4 － 0.1 0.3 2.2

清田区 89.2 0.3 － － － 2.1

南区 － 91.4 0.3 － － 1.7

西区 0.2 0.1 92.6 1.4 0.4 1.4

手稲区 － － 3.4 93.4 0.4 1.8

札幌市外 － － － － 50.0 －
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問 17（２） 問 17 で「１」又は「２」に○をつけ、かつ、「３」～「12」にも○をつけ

た方にうかがいます。 

特に幼稚園（幼稚園の一時預かりをあわせて利用する場合を含む）の利用を強く希

望しますか。（○は 1つだけ） 

「はい」の割合が 64.8％、「いいえ」の割合が 32.7％となっています。 

回答者数 = 1,666

はい

64.8％

いいえ

32.7％

無回答

2.5％
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Ｄ．宛名のお子さんの土曜日、日曜日・祝日や長期休暇中の定期的な「教育・

保育事業」の利用希望 

問 18 宛名の方（お子さん）について、土曜日、日曜日・祝日に、定期的な「教育・保

育事業」の利用希望はありますか（一時的な利用は除きます）。利用希望と利用した

い時間帯をお答えください。 

（○は 1つだけ。時間は 24 時間制で記入〔例：０９時～１８時〕） 

※事業の利用には、一定の利用者負担が発生することを踏まえてお答えください。 

（１） 土曜日

「特に利用希望はない」の割合が 65.2％と最も高く、次いで「月に 1 ～2 回は利用したい」

の割合が 23.1％、「ほぼ毎週利用したい」の割合が 11.0％となっています。 

回答者数 = 6,760

特に利用希望はない

65.2％

ほぼ毎週利用したい

11.0％

月に1 ～2 回は利用したい

23.1％

無回答

0.8％
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利用したい時間帯

利用開始時間

「８時」の割合が 39.2％と最も高く、次いで「９時」の割合が 38.2％、「７時」の割合が 14.2％

となっています。 

回答者数 = 2,301 ％

１時

２時

３時

４時

５時

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

14.2

39.2

38.2

4.9

0.1

0.5

0.5

0 20 40 60 80 100
％

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

無回答

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.7

0 20 40 60 80 100
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利用終了時間

「18 時」の割合が 28.5％と最も高く、次いで「17時」の割合が 23.9％、「16 時」の割合が 15.8％

となっています。 

回答者数 = 2,301 ％

１時

２時

３時

４時

５時

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

0.0

0.0

0.2

0.2

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

2.3

3.8

0 20 40 60 80 100

％

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

無回答

4.8

11.1

15.8

23.9

28.5

5.1

1.2

0.2

0.1

0.0

0.0

1.9

0 20 40 60 80 100
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（２）日曜日・祝日

「特に利用希望はない」の割合が 83.4％と最も高く、次いで「月に 1 ～2 回は利用したい」

の割合が 12.9％となっています。  

回答者数 = 6,760

特に利用希望はない

83.4％

ほぼ毎週利用したい

2.4％

月に1 ～2 回は利用したい

12.9％

無回答

1.3％
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利用したい時間帯

利用開始時間

「８時」の割合が 38.3％と最も高く、次いで「９時」の割合が 36.2％、「７時」の割合が 14.3％

となっています。 

回答者数 = 1,029 ％

１時

２時

３時

４時

５時

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.5

14.3

38.3

36.2

7.1

0.4

0.5

0.7

0 20 40 60 80 100
％

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

無回答

13時

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

1.7

0 20 40 60 80 100
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利用終了時間

「18 時」の割合が 32.7％と最も高く、次いで「17時」の割合が 25.0％、「16 時」の割合が 13.9％

となっています。 

回答者数 = 1,029 ％

１時

２時

３時

４時

５時

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

0.0

0.0

0.3

0.3

0.1

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

0.1

1.7

1.5

0 20 40 60 80 100

％

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

無回答

3.3

8.2

13.9

25.0

32.7

7.2

3.0

0.5

0.3

0.0

0.1

1.7

0 20 40 60 80 100
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問 19 宛名の方（お子さん）が「幼稚園」を利用されている方にうかがいます。  

夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の「教育・保育事業」の利用を希望します

か。利用希望と利用したい時間帯をお答えください。 

（○は 1つだけ。時間は 24 時間制で記入〔例：０９時～１８時〕） 

※事業の利用には、一定の利用者負担が発生する場合があることを踏まえてお答え

ください。 

「特に利用希望はない」の割合が 24.0％と最も高く、次いで「休みの期間中、週に数日利用し

たい」の割合が 17.2％となっています。  

回答者数 = 3,358

特に利用希望はない

24.0％

休みの期間中、ほぼ

毎日利用したい

8.0％

休みの期間中、週に数日

利用したい

17.2％

無回答

50.8％
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利用したい時間帯

利用開始時間

「９時」の割合が 52.7％と最も高く、次いで「８時」の割合が 31.8％となっています。 

回答者数 = 846 ％

１時

２時

３時

４時

５時

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

4.3

31.8

52.7

9.1

0.1

0.0

0.2

0 20 40 60 80 100

％

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

無回答

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0 20 40 60 80 100
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利用終了時間

「15 時」の割合が 27.0％と最も高く、次いで「14時」の割合が 16.8％、「16 時」の割合が 16.4％

となっています。 

回答者数 = 846 ％

１時

２時

３時

４時

５時

６時

７時

８時

９時

10時

11時

12時

13時

0.0

0.4

0.4

0.2

0.2

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

2.5

0 20 40 60 80 100

％

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

無回答

16.8

27.0

16.4

15.8

14.5

1.8

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0 20 40 60 80 100
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Ｅ．「教育・保育事業」の利用にあたって重視すること 

問 20 「教育・保育事業」を利用するにあたり、どのようなことを重視しますか。 

（○はいくつでも） 

「自宅から近いこと」の割合が 91.0％と最も高く、次いで「保育士・幼稚園教諭等の印象が良

いこと」の割合が 74.5％、「保育・教育方針等に共感できること」の割合が 56.2％となっていま

す。  

回答者数 = 6,760 ％

自宅から近いこと

勤務先に近いこと

公共交通機関（地下鉄・ＪＲ等）に

近いこと

自宅から勤務先までの通勤経路上に
あること

進学する小学校と同一小学校区に
あること

兄弟姉妹が通っていること

保育士・幼稚園教諭等の印象が
良いこと

保育・教育方針等に共感できること

在園児の雰囲気が良いこと

地域の評判が良いこと

保育時間が長いこと（延長保育等を
行っていること）

乳児（満１歳未満）の保育を行って
いること

園の設備が充実していること

勤務先が設置していること
（事業所内保育事業、企業主導型保
育事業）

その他

特に重視することはない・わからない

無回答

91.0

28.2

15.4

33.6

18.2

28.8

74.5

56.2

54.3

37.6

28.6

13.0

48.3

2.4

2.6

0.1

0.4

0 20 40 60 80 100
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問 20（１）  問 20  で「１．自宅から近いこと」に○をつけた方にうかがいます。   

保育所などの「教育・保育事業」の利用先まで、自宅から最大限どの程度の距離ま

でなら利用できるとお考えですか。（○は 1つだけ） 

「自宅から１km 以内（徒歩で 15 分弱）」の割合が 36.5％と最も高く、次いで「自宅から 500m

以内（徒歩で６～７分）」の割合が 30.8％、「自宅から２km 以内（徒歩で約 30 分、車で５～10分

弱）」の割合が 25.8％となっています。 

可能な距離

「５km」の割合が 34.7％と最も高く、次いで「３km」の割合が 18.8％、「４km」の割合が 11.2％

となっています。  

回答者数 = 170 ％

３km

４km

５km

６km

７km

８km

９km

10km以上

無回答

18.8

11.2

34.7

2.9

0.6

0.0

0.0

7.1

24.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 6,154 ％

自宅から100m  以内
（徒歩で１～２分）

自宅から500m  以内
（徒歩で６～７分）

自宅から１km  以内
（徒歩で15  分弱）

自宅から２km  以内
（徒歩で約30  分、
車で５～10  分弱）

自宅から２km  超でも良い
（約 km までなら可）

わからない

無回答

1.7

30.8

36.5

25.8

2.8

1.6

0.8

0 20 40 60 80 100

最小値 3

最大値 20

平均値 5.0

中央値 5



76

Ｆ．宛名の方（お子さん）のご両親の育児休業取得状況 
※宛名の方（お子さん）の母親や父親がいる場合にお答えください。いらっしゃらない場合は、問

22 へお進みください。 

問 21 宛名のお子さんが生まれた時、母親、父親はそれぞれ育児休業を取得しました

か。（それぞれ○は 1つだけ） 

母親

「働いていなかった」の割合が 41.9％と最も高く、次いで「取得した」の割合が 35.6％、「現

在、取得中である」の割合が 12.7％となっています。 

また、“取得した”（「取得した」「現在取得中である」）は 48.3％となっています。 

回答者数 = 6,751 ％

働いていなかった

取得した（ａ）

現在、取得中である（ｂ）

取得していない

その他

無回答

取得した（ａ+ｂ）

41.9

35.6

12.7

8.1

0.9

0.8

48.3

0 20 40 60 80 100
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父親

「取得していない」の割合が 88.1％と最も高くなっています。 

また、“取得した”（「取得した」「現在取得中である」）は 8.7％となっています。

回答者数 = 6,446 ％

働いていなかった

取得した（ａ）

現在、取得中である（ｂ）

取得していない

その他

無回答

取得した（ａ+ｂ）

1.0

8.3

0.4

88.1

1.3

0.9

8.7

0 20 40 60 80 100
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問 21（１） 問 21 で「４．取得していない」に○をつけた方にうかがいます。  

取得していない理由をお答えください。（それぞれ○はいくつでも） 

母親

「子育てや家事に専念するため退職したため」の割合が 32.8％と最も高く、次いで「職場に育

児休業の制度がなかったため（就業規則に定めがなかった）」の割合が 13.4％、「収入減となり、

経済的に苦しくなるため」の割合が 10.3％となっています。 

回答者数 = 546 ％

職場に育児休業を取りにくい雰囲気が
あったため

仕事が忙しかったため

（産休後に）仕事に早く復帰したかった
ため

仕事に戻るのが難しそうだったため

昇給・昇格などに影響がありそうだった
ため

収入減となり、経済的に苦しくなるため

保育所（園）などに預けることができた
ため

配偶者が育児休業制度を利用したため

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
必要がなかったため

子育てや家事に専念するため退職した

ため

職場に育児休業の制度がなかったため
（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
満たさなかったため

育児休業を取得できることを知らなかっ
たため

その他

無回答

8.6

8.6

7.3

9.9

0.7

10.3

8.4

0.2

4.2

32.8

13.4

9.9

2.0

16.8

2.9

0 20 40 60 80 100
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父親

「仕事が忙しかったため」の割合が 44.2％と最も高く、次いで「職場に育児休業を取りにくい

雰囲気があったため」の割合が 38.6％、「配偶者が育児休業制度を利用したため」の割合が 26.8％

となっています。 

回答者数 = 5,677 ％

職場に育児休業を取りにくい雰囲気が
あったため

仕事が忙しかったため

（産休後に）仕事に早く復帰したかった
ため

仕事に戻るのが難しそうだったため

昇給・昇格などに影響がありそうだった
ため

収入減となり、経済的に苦しくなるため

保育所（園）などに預けることができた
ため

配偶者が育児休業制度を利用したため

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
必要がなかったため

子育てや家事に専念するため退職した
ため

職場に育児休業の制度がなかったため
（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
満たさなかったため

育児休業を取得できることを知らなかっ
たため

その他

無回答

38.6

44.2

0.2

3.7

10.7

26.2

2.0

26.8

18.8

0.2

11.9

0.6

2.4

7.3

1.4

0 20 40 60 80 100
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問 21（２） 問 21 で「２．取得した」に○をつけた方にうかがいます。  

育児休業取得後、職場に復帰しましたか。（それぞれ○は 1つだけ） 

母親

「育児休業取得後、職場に復帰した」の割合が 79.4％と最も高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

育
児
休
業
取
得
後
、
職

場
に
復
帰
し
た

育
児
休
業
中
に
離
職

し
た

育
児
休
業
取
得
後
、
職

場
に
復
帰
し
た
が
、
そ

の
後
離
職
し
た

そ
の
他

無
回
答

全体 2403 79.4 6.4 5.0 6.6 2.6

問７ 家事や育児の担い手

父母ともに 1469 84.4 4.3 3.8 5.3 2.2 

主に母親 901 71.0 10.0 7.2 8.4 3.3 

主に父親 7 85.7 － － 14.3 －

主に祖父母 12 83.3 8.3 － 8.3 －

主に兄や姉 － － － － － －

その他 9 100.0 － － － －

回答者数 = 2,403

育児休業取得後、

職場に復帰した

79.4％

育児休業中に離職した

6.4％

育児休業取得後、職場に

復帰したが、その後離職した

5.0％

その他

6.6％

無回答

2.6％
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父親

「育児休業取得後、職場に復帰した」の割合が 95.1％と最も高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

育
児
休
業
取
得
後
、
職

場
に
復
帰
し
た

育
児
休
業
中
に
離
職

し
た

育
児
休
業
取
得
後
、
職

場
に
復
帰
し
た
が
、
そ

の
後
離
職
し
た

そ
の
他

無
回
答

全体 532 95.1 0.9 1.9 0.8 1.3

問７ 家事や育児の担い手

父母ともに 277 96.0 0.4 1.8 0.7 1.1 

主に母親 250 94.0 1.6 2.0 0.8 1.6 

主に父親 － － － － － －

主に祖父母 1 100.0 － － － －

主に兄や姉 － － － － － －

その他 2 100.0 － － － －

回答者数 = 532

育児休業取得後、

職場に復帰した

95.1％

育児休業中に離職した

0.9％

育児休業取得後、職場に復

帰したが、その後離職した

1.9％

その他

0.8％
無回答

1.3％
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問 21（２）－１ 問 21（２）で「１．育児休業取得後、職場に復帰した」または「３．

育児休業取得後、職場に復帰したが、その後離職した」に○をつけた方にうかがい

ます。  

育児休業から「実際に」職場復帰したのはお子さんが何歳何ヶ月のときでしたか。

また、ご希望としては何歳何ヶ月まで育児休業を取りたかったですか。 

（それぞれ数字を記入） 

母親

職場復帰

「１歳～１歳６ヶ月未満」の割合が 11.9％と最も高くなっています。 

回答者数 = 6,760 ％

０歳～６ヶ月未満

６ヶ月～１歳未満

１歳～１歳６ヶ月未満

１歳６ヶ月～２歳未満

２歳～２歳６ヶ月未満

２歳６ヶ月～３歳未満

３歳～３歳６ヶ月未満

３歳６ヶ月～４歳未満

４歳～４歳６ヶ月未満

４歳６ヶ月～５歳未満

５歳～５歳６ヶ月未満

５歳６ヶ月～６歳未満

６歳以上

無回答

2.1

9.8

11.9

2.6

1.0

0.3

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

72.0

0 20 40 60 80 100

最小値 1

最大値 132

平均値 12.7

中央値 12

単位：月
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希望

「１歳～１歳６ヶ月未満」の割合が 10.9％と最も高くなっています。 

回答者数 = 6,760 ％

０歳～６ヶ月未満

６ヶ月～１歳未満

１歳～１歳６ヶ月未満

１歳６ヶ月～２歳未満

２歳～２歳６ヶ月未満

２歳６ヶ月～３歳未満

３歳～３歳６ヶ月未満

３歳６ヶ月～４歳未満

４歳～４歳６ヶ月未満

４歳６ヶ月～５歳未満

５歳～５歳６ヶ月未満

５歳６ヶ月～６歳未満

６歳以上

無回答

0.8

1.9

10.9

3.9

4.0

0.4

3.5

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

74.3

0 20 40 60 80 100

最小値 1

最大値 96

平均値 18.6

中央値 15

単位：月
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父親

職場復帰

「１ヶ月」の割合が 2.5％と最も高くなっています。 

回答者数 = 6,760 ％

１ヶ月

２ヶ月

３ヶ月

４ヶ月

５ヶ月

６ヶ月

７ヶ月～１歳未満

１歳～１歳６ヶ月未満

１歳６ヶ月～２歳未満

２歳～２歳６ヶ月未満

２歳６ヶ月～３歳未満

３歳～３歳６ヶ月未満

３歳６ヶ月以上

無回答

2.5

0.7

0.6

0.2

0.1

0.2

0.3

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

94.9

0 20 40 60 80 100

最小値 1

最大値 108

平均値 3.1

中央値 1

単位：月
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希望

「１歳～１歳６ヶ月未満」の割合が 1.5％と最も高くなっています。 

回答者数 = 6,760 ％

１ヶ月

２ヶ月

３ヶ月

４ヶ月

５ヶ月

６ヶ月

７ヶ月～１歳未満

１歳～１歳６ヶ月未満

１歳６ヶ月～２歳未満

２歳～２歳６ヶ月未満

２歳６ヶ月～３歳未満

３歳～３歳６ヶ月未満

３歳６ヶ月以上

無回答

1.2

0.4

0.9

0.1

0.1

0.8

0.1

1.5

0.1

0.1

0.0

0.1

0.0

94.5

0 20 40 60 80 100

最小値 1

最大値 108

平均値 7.4

中央値 4

単位：月
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問 21（２）－２ 問 21（２）－１で実際の職場復帰が希望より早かった方にうかがいま

す。  

希望の時期に職場復帰しなかった理由は何ですか。（それぞれ○はいくつでも） 

母親

「希望する保育所（園）に入るため」の割合が 64.1％と最も高く、次いで「勤め先の制度や指

示のため仕方なく」の割合が 28.4％、「経済的な理由で早く復帰する必要があったため」の割合

が 21.1％となっています。 

父親

「勤め先の制度や指示のため仕方なく」の割合が 51.2％と最も高く、次いで「経済的な理由で

早く復帰する必要があったため」の割合が 28.1％、「人事異動や業務の節目の時期に合わせるた

め」の割合が 17.4％となっています。  

回答者数 = 1,087 ％

勤め先の制度や指示のため仕方なく

希望する保育所（園）に入るため

配偶者や家族の希望があったため

経済的な理由で早く復帰する必要が
あったため

人事異動や業務の節目の時期に
合わせるため

その他

無回答

28.4

64.1

1.5

21.1

14.1

7.2

4.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 242 ％

勤め先の制度や指示のため仕方なく

希望する保育所（園）に入るため

配偶者や家族の希望があったため

経済的な理由で早く復帰する必要が
あったため

人事異動や業務の節目の時期に
合わせるため

その他

無回答

51.2

3.3

4.1

28.1

17.4

12.8

4.1

0 20 40 60 80 100
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問 21（２）－３ 問 21（２）－１で実際の職場復帰が希望より遅かった方にうかがいま

す。  

希望の時期に職場復帰しなかった理由は何ですか。（それぞれ○はいくつでも） 

母親

「希望する保育所（園）に入れなかったため」の割合が 74.4％と最も高くなっています。 

父親

「勤め先の制度や指示のため仕方なく」の割合が 26.7％と最も高く、次いで「配偶者や家族の

希望があったため」の割合が 20.0％、「職場の受け入れ態勢が整っていなかったため」の割合が

13.3％となっています。  

回答者数 = 176 ％

勤め先の制度や指示のため仕方なく

希望する保育所（園）に入れなかった
ため

自分や子どもなどの体調が思わしく
なかったため

配偶者や家族の希望があったため

職場の受け入れ態勢が整って
いなかったため

職場の受け入れ態勢が整って
いなかったため

その他

無回答

2.3

74.4

1.1

1.1

2.8

9.1

15.9

6.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 15 ％

勤め先の制度や指示のため仕方なく

希望する保育所（園）に入れなかった
ため

自分や子どもなどの体調が思わしく
なかったため

配偶者や家族の希望があったため

職場の受け入れ態勢が整って
いなかったため

職場の受け入れ態勢が整って
いなかったため

その他

無回答

26.7

6.7

0.0

20.0

13.3

6.7

20.0

26.7

0 20 40 60 80 100
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問 21（３） 問 21 で「２．取得した」又は「３．現在、取得中である」に○をつけた

方にうかがいます。  

育児休業中に感じたことを教えてください。（〇は 3つまで） 

母親

「子どもの成長を日々感じられた」の割合が 61.5％と最も高く、次いで「育児に専念でき、心

に余裕ができた」の割合が 28.3％、「育児休業給付金等を得られ、金銭面での不安がなかった」

の割合が 15.0％となっています。 

回答者数 = 3,263 ％

子どもの成長を日々感じられた

配偶者やパートナーの協力が得られた

育児に専念でき、心に余裕ができた

自分の自由な時間がもてた

仕事ではつながらない人との人脈が
できた

仕事にも活かすことができる経験が
できた

育児休業給付金等を得られ、
金銭面での不安がなかった

子どもにイライラすることが多かった

配偶者やパートナーの協力が
得られなかった

身体的・精神的な疲れが大きかった

自分の自由な時間がもてなかった

話し相手や相談相手がいなくて
孤立しがちだった

復帰後の仕事が心配だった

金銭面で不安だった

その他

無回答

61.5

12.9

28.3

5.7

5.1

3.9

15.0

3.5

3.3

10.2

10.1

4.4

14.5

10.3

0.7

28.4

0 20 40 60 80 100
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父親

「子どもの成長を日々感じられた」の割合が 61.3％と最も高く、次いで「配偶者やパートナー

の協力が得られた」の割合が 29.2％、「育児に専念でき、心に余裕ができた」の割合が 21.7％と

なっています。 

回答者数 = 561 ％

子どもの成長を日々感じられた

配偶者やパートナーの協力が得られた

育児に専念でき、心に余裕ができた

自分の自由な時間がもてた

仕事ではつながらない人との人脈が
できた

仕事にも活かすことができる経験が
できた

育児休業給付金等を得られ、
金銭面での不安がなかった

子どもにイライラすることが多かった

配偶者やパートナーの協力が
得られなかった

身体的・精神的な疲れが大きかった

自分の自由な時間がもてなかった

話し相手や相談相手がいなくて
孤立しがちだった

復帰後の仕事が心配だった

金銭面で不安だった

その他

無回答

61.3

29.2

21.7

8.7

0.9

4.3

9.4

1.4

0.5

4.6

3.7

0.4

7.8

6.6

3.9

24.4

0 20 40 60 80 100
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Ｇ．仕事と子育ての両立 

問 22  あなたは、仕事と子育ての両立について、調和がとれていると思いますか。 

（〇は 1つだけ） 

％

そう思う（ａ）

まあそう思う（ｂ）

あまりそう思わない（ｃ）

全くそう思わない（ｄ）

わからない

無回答

思う（ａ+ｂ）

思わない（ｃ+ｄ）

8.1

34.6

26.6

8.9

17.9

3.9

42.7

35.5

14.5

38.6

21.2

6.7

16.4

2.6

53.1 

27.9 

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査

（回答者数 = 6,760）

令和２年度調査

（回答者数 = 1,650）
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「まあそう思う」の割合が 34.6％と最も高く、次いで「あまりそう思わない」の割合が 26.6％、

「わからない」の割合が 17.9％となっています。 

また、“思う”（「そう思う」「まあそう思う」）が 42.7％、“思わない”（「あまりそう思わない」

「全くそう思わない」）が 35.5％となっている。 

令和２年度調査と比較すると、「あまりそう思わない」“思わない”の割合が上昇しています。

一方、「そう思う」“思う”の割合が低下しています。 
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

そ
う
思
う

ま
あ
そ
う
思
う

あ
ま
り
そ
う
思
わ
な

い 全
く
そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 6760 8.1 34.6 26.6 8.9 17.9 3.9

問８ 世帯年収 

200 万円未満 234 9.0 34.6 23.1 15.4 14.5 3.4 

200～300 万円未満 344 6.4 31.4 30.2 8.4 18.9 4.7 

300～400 万円未満 754 6.2 31.2 28.9 9.7 19.8 4.2 

400～500 万円未満 969 7.8 32.4 28.1 8.2 19.9 3.6 

500～700 万円未満 1968 8.0 35.0 26.8 8.5 18.3 3.4 

700～1,000 万円未満 1429 9.2 39.6 26.5 7.6 14.0 3.1 

1,000 万円以上 554 10.6 37.5 24.7 8.8 14.1 4.2 

わからない・答えたくない 456 6.8 27.0 22.4 12.3 25.7 5.9 

問４子どもの生年月日 

H27.4～H28.3 308 9.1 39.0 30.2 7.1 13.3 1.3 

H28.4～H29.3 952 9.5 38.6 28.2 10.8 10.5 2.5 

H29.4～H30.3 1001 7.9 36.3 30.2 9.3 12.4 4.0 

H30.4～H31.3 952 8.3 36.6 28.7 9.0 14.5 2.9 

H31.4～R2.3 1031 7.6 40.2 24.2 8.1 15.0 4.8 

R2.4～R3.3 1054 7.8 30.4 26.7 8.3 22.6 4.4 

R3.1 月以降 887 7.0 28.2 22.3 8.1 30.9 3.5 

問６世帯構成 

お子さん＋ご両親 
（二世代世帯） 

6114 8.1 34.6 26.4 8.7 18.2 3.9 

お子さん＋ご両親＋祖父母 
（三世代世帯） 

260 8.1 35.4 29.2 8.1 13.8 5.4 

お子さん＋母親 
（ひとり親・二世代世帯） 

215 7.0 30.7 32.1 13.5 14.0 2.8 

お子さん＋父親 
（ひとり親・二世代世帯） 

7 42.9 － 42.9 14.3 － －

お子さん＋母親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

99 7.1 39.4 24.2 8.1 19.2 2.0 

お子さん＋父親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

2 50.0 50.0 － － － －

お子さん＋祖父母 1 － － － － 100.0 －

その他 51 5.9 33.3 21.6 21.6 13.7 3.9 

次ページへ 
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

そ
う
思
う

ま
あ
そ
う
思
う

あ
ま
り
そ
う
思
わ
な

い 全
く
そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

問７ 家事や育児の担い手 

父母ともに 3158 9.9 42.8 24.6 6.9 13.3 2.4 

主に母親 3526 6.5 27.3 28.3 10.6 22.1 5.2 

主に父親 18 22.2 16.7 33.3 22.2 5.6 －

主に祖父母 23 4.3 43.5 34.8 8.7 8.7 －

主に兄や姉 1 － － － 100.0 － －

その他 21 4.8 14.3 38.1 23.8 19.0 －

問 14 母親就労 

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（時短勤務含む） 

1761 8.3 48.4 31.2 9.0 2.7 0.3 

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 

1081 4.9 29.1 25.3 7.6 30.8 2.2 

パート・アルバイトなどで就労しており、 
産休・育休・介護休業中ではない 

1281 13.6 50.8 25.7 4.6 4.4 0.9 

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 

209 9.1 40.2 23.9 5.3 20.1 1.4 

以前は就労していたが、現在は就労して
いない 

2201 6.3 18.0 25.4 12.2 29.9 8.3 

これまで就労したことがない 159 7.5 13.8 14.5 9.4 41.5 13.2 

問 15 父親就労 

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（時短勤務含む） 

6135 8.1 34.9 26.6 8.6 17.9 3.8 

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 

51 9.8 29.4 27.5 7.8 25.5 －

パート・アルバイトなどで就労しており、 
産休・育休・介護休業中ではない 

34 11.8 32.4 29.4 14.7 11.8 －

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 

1 － － － 100.0 － －

以前は就労していたが、現在は就労して
いない 

52 17.3 25.0 21.2 13.5 19.2 3.8 

これまで就労したことがない 3 33.3 － － － 33.3 33.3 
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問 23  あなたは、どうしたら、「仕事」と「子育て」の調和がよりとれるようになると

思いますか。（〇はいくつでも） 

回答者数 = 6,760 ％

労働時間（残業時間を含む）が短縮される
こと

突発的な休暇や早退がとりやすいこと

職場の上司や同僚の理解が高まること

家庭での家事や育児の分担ができること

自分の自由な時間がもてること

話し相手や相談相手ができること

経済負担が軽減されること

子育てに関する情報が気軽に得られること

一時預かり等の子育て支援サービスが

利用しやすくなること

子どもの祖父母や親せきの協力が
得られること

友人や知人の協力が得られること

その他

わからない

無回答

53.0

69.5

58.2

48.3

36.7

18.9

51.5

9.9

33.5

24.2

4.8

2.6

2.4

3.0

0 20 40 60 80 100
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「突発的な休暇や早退がとりやすいこと」の割合が 69.5％と最も高く、次いで「職場の上司や

同僚の理解が高まること」の割合が 58.2％、「労働時間（残業時間を含む）が短縮されること」

の割合が 53.0％となっています。 
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

労
働
時
間
（
残
業
時
間
を

含
む
）
が
短
縮
さ
れ
る
こ

と 突
発
的
な
休
暇
や
早
退
が

と
り
や
す
い
こ
と

職
場
の
上
司
や
同
僚
の
理

解
が
高
ま
る
こ
と

家
庭
で
の
家
事
や
育
児
の

分
担
が
で
き
る
こ
と

自
分
の
自
由
な
時
間
が
も

て
る
こ
と

話
し
相
手
や
相
談
相
手
が

で
き
る
こ
と

経
済
負
担
が
軽
減
さ
れ
る

こ
と

全体 6760 53.0 69.5 58.2 48.3 36.7 18.9 51.5

問８世帯年収 

200 万円未満 234 40.6 62.0 56.4 33.8 34.6 19.2 59.8 

200～300 万円未満 344 46.5 63.7 49.7 39.0 33.7 17.2 61.9 

300～400 万円未満 754 50.8 68.6 60.3 47.2 32.9 18.2 62.6 

400～500 万円未満 969 51.3 68.0 56.8 48.3 32.7 16.8 56.8 

500～700 万円未満 1968 53.8 72.6 60.2 50.8 36.8 20.5 53.6 

700～1,000 万円未満 1429 59.6 71.7 59.9 50.5 40.6 18.1 43.5 

1,000 万円以上 554 54.5 68.1 55.2 49.3 40.6 17.3 32.3 

わからない・答えたくない 456 46.3 64.9 54.8 47.4 37.5 23.2 50.2 

問４子どもの生年月日 

H27.4～H28.3 308 51.0 67.2 57.5 46.8 35.1 18.2 51.6 

H28.4～H29.3 952 53.7 70.8 57.7 50.9 36.6 18.2 52.4 

H29.4～H30.3 1001 49.3 67.3 55.5 46.1 38.3 17.4 47.4 

H30.4～H31.3 952 51.5 67.8 56.6 45.8 39.0 20.0 52.0 

H31.4～R2.3 1031 51.0 68.1 56.6 48.7 37.8 18.3 50.3 

R2.4～R3.3 1054 55.5 71.2 60.2 49.1 36.3 19.3 54.3 

R3.1 月以降 887 58.2 74.2 64.5 50.6 32.4 20.3 53.8 

問６世帯構成 

お子さん＋ご両親 
（二世代世帯） 

6114 53.7 70.2 58.9 50.1 36.9 19.2 50.9 

お子さん＋ご両親＋祖父母 
（三世代世帯） 

260 46.9 63.8 50.4 43.8 30.4 13.5 46.9 

お子さん＋母親 
（ひとり親・二世代世帯） 

215 47.0 57.2 50.2 16.3 37.2 16.3 64.7 

お子さん＋父親 
（ひとり親・二世代世帯） 

7 71.4 57.1 57.1 14.3 14.3 14.3 57.1 

お子さん＋母親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

99 42.4 65.7 55.6 26.3 30.3 17.2 64.6 

お子さん＋父親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

2 50.0 50.0 － 50.0 － 50.0 100.0 

お子さん＋祖父母 1 － － － － － － －

その他 51 49.0 70.6 58.8 51.0 51.0 25.5 60.8 

次ページへ 
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単位：％ 

区分 

子
育
て
に
関
す
る
情
報
が

気
軽
に
得
ら
れ
る
こ
と

一
時
預
か
り
等
の
子
育
て

支
援
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
し

や
す
く
な
る
こ
と

子
ど
も
の
祖
父
母
や
親
せ

き
の
協
力
が
得
ら
れ
る
こ

と 友
人
や
知
人
の
協
力
が
得

ら
れ
る
こ
と

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 9.9 33.5 24.2 4.8 2.6 2.4 3.0

問８世帯年収 

200 万円未満 12.8 32.1 26.1 8.5 1.7 4.3 1.7 

200～300 万円未満 11.3 31.4 18.0 4.4 2.9 2.6 2.3 

300～400 万円未満 10.7 32.1 23.3 5.0 1.7 2.7 3.3 

400～500 万円未満 9.5 32.3 23.3 4.7 2.5 2.4 3.5 

500～700 万円未満 9.8 33.2 23.4 4.7 2.0 2.0 2.5 

700～1,000 万円未満 9.2 33.4 25.1 4.2 3.4 1.7 2.5 

1,000 万円以上 7.9 39.4 29.6 4.9 4.7 2.0 3.1 

わからない・答えたくない 10.7 34.4 25.9 6.1 2.0 5.3 4.8 

問４子どもの生年月日 

H27.4～H28.3 7.5 33.8 24.7 5.5 2.9 1.0 1.3 

H28.4～H29.3 7.5 31.8 24.8 4.9 2.4 2.5 2.3 

H29.4～H30.3 8.9 32.8 24.2 6.0 3.0 2.9 3.0 

H30.4～H31.3 9.0 32.6 23.7 5.5 2.4 2.5 2.1 

H31.4～R2.3 9.2 32.0 24.7 4.4 2.1 1.8 3.7 

R2.4～R3.3 12.0 34.3 22.9 4.8 2.4 2.4 3.3 

R3.1 月以降 13.5 37.2 25.4 3.5 2.8 2.4 2.5 

問６世帯構成 

お子さん＋ご両親 
（二世代世帯） 

9.9 33.7 24.3 4.7 2.6 2.3 3.0 

お子さん＋ご両親＋祖父母 
（三世代世帯） 

7.7 25.0 15.4 3.5 2.7 2.7 4.2 

お子さん＋母親 
（ひとり親・二世代世帯） 

10.7 34.9 26.5 8.4 2.3 3.3 0.5 

お子さん＋父親 
（ひとり親・二世代世帯） 

－ 28.6 28.6 14.3 － － －

お子さん＋母親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

6.1 27.3 25.3 4.0 － 4.0 2.0 

お子さん＋父親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

－ 50.0 50.0 － － － －

お子さん＋祖父母 － － － － － 100.0 －

その他 25.5 45.1 43.1 7.8 5.9 5.9 2.0 
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（件
）

労
働
時
間
（
残
業
時
間
を

含
む
）
が
短
縮
さ
れ
る
こ
と

突
発
的
な
休
暇
や
早
退
が

と
り
や
す
い
こ
と

職
場
の
上
司
や
同
僚
の
理

解
が
高
ま
る
こ
と

家
庭
で
の
家
事
や
育
児
の

分
担
が
で
き
る
こ
と

自
分
の
自
由
な
時
間
が
も

て
る
こ
と

話
し
相
手
や
相
談
相
手
が

で
き
る
こ
と

経
済
負
担
が
軽
減
さ
れ
る

こ
と

問７ 家事や育児の担い手 

父母ともに 3158 55.2 71.8 58.8 46.6 38.7 19.4 52.2 

主に母親 3526 51.0 67.8 58.0 50.3 34.8 18.5 50.9 

主に父親 18 72.2 44.4 38.9 11.1 38.9 16.7 55.6 

主に祖父母 23 43.5 47.8 43.5 21.7 43.5 17.4 52.2 

主に兄や姉 1 － － － 100.0 100.0 － －

その他 21 61.9 61.9 42.9 47.6 38.1 19.0 38.1 

問 14 母親就労 

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（時短勤務含む） 

1761 59.7 66.2 53.2 47.4 44.9 17.7 54.7

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 

1081 67.6 79.6 68.1 56.0 36.6 20.9 55.4 

パート・アルバイトなどで就労しており、 
産休・育休・介護休業中ではない 

1281 37.5 66.4 50.9 50.6 44.5 20.1 56.8 

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 

209 45.9 70.3 62.2 51.2 34.0 22.0 62.7 

以前は就労していたが、現在は就労して
いない 

2201 51.4 70.1 62.2 45.3 27.4 18.1 44.2 

これまで就労したことがない 159 42.1 61.6 54.1 38.4 20.8 17.6 36.5 

問 15 父親就労 

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（時短勤務含む） 

6135 53.4 70.1 58.3 49.9 36.9 19.0 50.4 

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 

51 56.9 70.6 70.6 39.2 39.2 29.4 72.5 

パート・アルバイトなどで就労しており、 
産休・育休・介護休業中ではない 

34 64.7 70.6 64.7 47.1 29.4 11.8 79.4 

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 

1 100.0 － － － － － －

以前は就労していたが、現在は就労して
いない 

52 44.2 75.0 57.7 53.8 30.8 15.4 55.8 

これまで就労したことがない 3 33.3 － 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 

次ページへ 
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単位：％ 

区分 

子
育
て
に
関
す
る
情
報

が
気
軽
に
得
ら
れ
る
こ

と 一
時
預
か
り
等
の
子
育

て
支
援
サ
ー
ビ
ス
が
利

用
し
や
す
く
な
る
こ
と

子
ど
も
の
祖
父
母
や
親

せ
き
の
協
力
が
得
ら
れ

る
こ
と

友
人
や
知
人
の
協
力
が

得
ら
れ
る
こ
と

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

問７ 家事や育児の担い手 

父母ともに 9.7 32.4 25.2 4.8 2.7 2.0 2.1 

主に母親 9.9 34.5 23.5 4.8 2.5 2.7 3.8 

主に父親 11.1 27.8 27.8 11.1 － － －

主に祖父母 8.7 13.0 21.7 4.3 － 4.3 －

主に兄や姉 － － － － － － －

その他 14.3 38.1 19.0 9.5 9.5 9.5 －

問 14 母親就労 

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（時短勤務含む） 

7.7 27.6 24.2 4.8 3.4 1.0 0.3 

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 

13.0 36.5 29.0 4.6 3.5 0.5 0.6 

パート・アルバイトなどで就労しており、 
産休・育休・介護休業中ではない 

8.6 30.4 24.6 5.1 3.0 1.5 0.5 

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 

10.0 27.3 21.5 3.8 1.0 3.3 1.9 

以前は就労していたが、現在は就労して
いない 

11.0 39.4 22.7 5.0 1.5 4.6 6.5 

これまで就労したことがない 6.9 32.7 18.2 3.1 0.6 5.0 13.8 

問 15 父親就労 

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（時短勤務含む） 

9.9 33.5 24.2 4.6 2.7 2.3 3.0 

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 

19.6 39.2 25.5 7.8 3.9 3.9 －

パート・アルバイトなどで就労しており、 
産休・育休・介護休業中ではない 

17.6 32.4 38.2 11.8 － － －

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 

－ 100.0 － － － － －

以前は就労していたが、現在は就労して
いない 

11.5 32.7 21.2 7.7 1.9 3.8 1.9 

これまで就労したことがない － 66.7 － － － 33.3 －
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Ｈ．札幌市が、子どもを生み育てやすい環境にあるか 

問 24  あなたは、札幌市が、子どもを生み育てやすい環境にあると思いますか。 

（〇は 1 つだけ） 

％

そう思う

まあそう思う

あまりそう思わない

全くそう思わない

わからない

無回答

思う（ａ+ｂ）

思わない（ｃ+ｄ）

6.8

46.1

31.9

5.5

9.4

0.4

52.9

37.4

5.6

47.1

30.9

5.6

10.5

0.3

52.7 

36.5 

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査

（回答者数 = 6,760）

令和２年度調査

（回答者数 = 1,650）



101

「まあそう思う」の割合が 46.1％と最も高く、次いで「あまりそう思わない」の割合が 31.9％

となっています。 

また、“思う”（「そう思う」「まあそう思う」）が 52.9％、“思わない”（「あまりそう思わない」

「全く思わない」）が 37.4％となっている。 

令和２年度調査と比較すると、大きな差異はみられません。 
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

そ
う
思
う

ま
あ
そ
う
思
う

あ
ま
り
そ
う
思
わ
な

い 全
く
そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 6760 6.8 46.1 31.9 5.5 9.4 0.4

問８世帯年収 

200 万円未満 234 8.1 41.5 35.9 5.1 8.5 0.9 

200～300 万円未満 344 7.6 44.5 33.4 4.1 10.5 －

300～400 万円未満 754 6.5 44.3 33.6 6.5 8.9 0.3 

400～500 万円未満 969 7.0 46.5 31.3 5.5 9.3 0.4 

500～700 万円未満 1968 6.5 46.8 31.0 4.6 10.6 0.5 

700～1,000 万円未満 1429 7.3 48.5 31.3 4.8 7.8 0.3 

1,000 万円以上 554 5.6 47.3 31.6 9.6 5.4 0.5 

わからない・答えたくない 456 6.1 39.0 33.8 5.5 15.1 0.4 

問４子どもの生年月日 

H27.4～H28.3 308 6.2 50.3 30.5 5.2 7.1 0.6 

H28.4～H29.3 952 6.9 47.0 30.3 5.9 9.3 0.6 

H29.4～H30.3 1001 7.5 48.3 31.8 5.2 6.7 0.6 

H30.4～H31.3 952 7.4 43.0 34.1 4.8 10.6 0.1 

H31.4～R2.3 1031 5.7 49.4 30.6 5.4 8.7 0.2 

R2.4～R3.3 1054 6.2 44.2 33.8 6.2 9.3 0.4 

R3.1 月以降 887 7.7 44.8 31.2 4.6 11.6 0.1 

問６世帯構成 

お子さん＋ご両親 
（二世代世帯） 

6114 6.8 46.1 31.9 5.3 9.4 0.4 

お子さん＋ご両親＋祖父母 
（三世代世帯） 

260 6.5 48.1 28.5 7.3 9.2 0.4 

お子さん＋母親 
（ひとり親・二世代世帯） 

215 5.6 46.0 35.8 5.6 6.5 0.5 

お子さん＋父親 
（ひとり親・二世代世帯） 

7 14.3 42.9 14.3 14.3 14.3 －

お子さん＋母親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

99 6.1 42.4 29.3 5.1 17.2 －

お子さん＋父親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

2 50.0 － 50.0 － － －

お子さん＋祖父母 1 － － 100.0 － － －

その他 51 3.9 45.1 23.5 13.7 13.7 －

次ページへ 
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

そ
う
思
う

ま
あ
そ
う
思
う

あ
ま
り
そ
う
思
わ
な

い 全
く
そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

問７ 家事や育児の担い手 

父母ともに 3158 7.3 49.4 30.0 4.7 8.2 0.3 

主に母親 3526 6.2 43.2 33.6 6.0 10.5 0.5 

主に父親 18 11.1 44.4 16.7 16.7 11.1 －

主に祖父母 23 4.3 34.8 43.5 8.7 8.7 －

主に兄や姉 1 － － 100.0 － － －

その他 21 4.8 42.9 19.0 23.8 9.5 －

問 14 母親就労 

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（時短勤務含む） 

1761 5.7 50.4 31.7 5.6 6.2 0.4 

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 

1081 6.0 44.3 32.7 5.3 11.6 0.1 

パート・アルバイトなどで就労しており、 
産休・育休・介護休業中ではない 

1281 7.1 46.2 32.2 5.7 8.4 0.4 

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 

209 6.7 50.7 31.1 4.8 6.2 0.5 

以前は就労していたが、現在は就労して
いない 

2201 7.5 43.4 31.5 5.2 11.9 0.5 

これまで就労したことがない 159 10.1 40.9 32.1 6.3 10.1 0.6 

問 15 父親就労 

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（時短勤務含む） 

6135 6.6 46.4 31.9 5.4 9.3 0.4 

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 

51 3.9 39.2 37.3 9.8 9.8 －

パート・アルバイトなどで就労しており、 
産休・育休・介護休業中ではない 

34 14.7 47.1 23.5 5.9 8.8 －

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 

1 － 100.0 － － － －

以前は就労していたが、現在は就労して
いない 

52 7.7 42.3 28.8 7.7 11.5 1.9 

これまで就労したことがない 3 66.7 － 33.3 － － －



104

問 24（１）  問 24  で「１」または「２」に〇をつけた方にうかがいます。 

あなたは、札幌市が子どもを生み育てやすい環境にあると思う理由は何ですか。 

（〇はいくつでも） 

回答者数 = 3,570 ％

子育て支援サービスが充実しているから

公共交通機関など、子連れでの移動が
しやすいから

子育てに困ったときの相談窓口があるから

子育てに関する情報が得やすいから

子連れでも出かけやすい場所があるから

冬の間でも子どもが遊べる場所があるから

知人や親族が近くにいて、子育ての協力が
得やすいから

子育て世帯同士の交流がしやすいから

子どもや子育て世帯に対して、周囲の人が
優しいから

認可保育所や幼稚園にかかる費用が
軽減されているから

子どもの医療費の負担が軽減されているから

妊娠から出産後までの産科医療や小児医療が
充実しているから

いじめや虐待から子どもを守る取り組みが
なされているから

地域での子育て支援が充実しているから

その他

無回答

26.8

31.4

18.7

13.3

47.9

23.9

38.5

7.6

13.3

36.3

54.0

29.9

0.4

3.1

2.9

0.5

0 20 40 60 80 100
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「子どもの医療費の負担が軽減されているから」の割合が 54.0％と最も高く、次いで「子連れ

でも出かけやすい場所があるから」の割合が 47.9％、「知人や親族が近くにいて、子育ての協力

が得やすいから」の割合が 38.5％となっています。 
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
が

充
実
し
て
い
る
か
ら

公
共
交
通
機
関
な
ど
、
子

連
れ
で
の
移
動
が
し
や
す

い
か
ら

子
育
て
に
困
っ
た
と
き
の

相
談
窓
口
が
あ
る
か
ら

子
育
て
に
関
す
る
情
報
が

得
や
す
い
か
ら

子
連
れ
で
も
出
か
け
や
す

い
場
所
が
あ
る
か
ら

冬
の
間
で
も
子
ど
も
が
遊

べ
る
場
所
が
あ
る
か
ら

知
人
や
親
族
が
近
く
に
い

て
、
子
育
て
の
協
力
が
得

や
す
い
か
ら

子
育
て
世
帯
同
士
の
交
流

が
し
や
す
い
か
ら

全体 3570 26.8 31.4 18.7 13.3 47.9 23.9 38.5 7.6

問８世帯年収 

200 万円未満 116 20.7 33.6 21.6 18.1 43.1 26.7 44.0 3.4

200～300 万円未満 179 29.1 31.8 21.8 14.5 44.7 17.3 38.5 7.3

300～400 万円未満 383 28.5 32.9 23.5 14.4 46.2 23.8 37.3 7.6

400～500 万円未満 519 26.2 32.9 18.1 12.7 48.0 22.5 40.8 10.2

500～700 万円未満 1049 28.9 30.0 18.7 12.9 47.2 23.0 39.7 7.3

700～1,000 万円未満 798 24.4 31.3 16.7 14.2 51.5 27.6 35.2 7.6

1,000 万円以上 293 27.0 34.8 16.7 12.3 47.4 23.5 37.2 5.5

わからない・答えたくない 206 25.2 27.2 16.5 10.2 46.1 24.8 41.3 9.2

問６世帯構成 

お子さん＋ご両親 
（二世代世帯） 

3235 27.0 31.9 18.6 13.4 48.0 24.1 37.7 7.7

お子さん＋ご両親＋祖父母 
（三世代世帯） 

142 26.1 21.8 19.7 12.0 44.4 19.0 47.9 7.0

お子さん＋母親 
（ひとり親・二世代世帯） 

111 25.2 31.5 22.5 14.4 49.5 26.1 37.8 8.1

お子さん＋父親 
（ひとり親・二世代世帯） 

4 25.0 25.0 25.0 50.0 50.0 25.0 50.0 25.0

お子さん＋母親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

48 20.8 27.1 10.4 6.3 41.7 20.8 60.4 2.1

お子さん＋父親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

1 － 100.0 100.0 － 100.0 100.0 100.0 －

お子さん＋祖父母 － － － － － － － － －

その他 25 24.0 24.0 16.0 12.0 48.0 20.0 48.0 8.0

次ページへ 
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単位：％ 

区分 

子
ど
も
や
子
育
て
世
帯
に

対
し
て
、
周
囲
の
人
が
優

し
い
か
ら

認
可
保
育
所
や
幼
稚
園
に

か
か
る
費
用
が
軽
減
さ
れ

て
い
る
か
ら

子
ど
も
の
医
療
費
の
負
担

が
軽
減
さ
れ
て
い
る
か
ら

妊
娠
か
ら
出
産
後
ま
で
の

産
科
医
療
や
小
児
医
療
が

充
実
し
て
い
る
か
ら

い
じ
め
や
虐
待
か
ら
子
ど

も
を
守
る
取
り
組
み
が
な

さ
れ
て
い
る
か
ら

地
域
で
の
子
育
て
支
援
が

充
実
し
て
い
る
か
ら

そ
の
他

無
回
答

全体 13.3 36.3 54.0 29.9 0.4 3.1 2.9 0.5

問８世帯年収  

200 万円未満 13.8 39.7 49.1 26.7 1.7 2.6 0.9 0.9

200～300 万円未満 16.8 29.6 53.6 33.0 － 3.4 3.4 1.1

300～400 万円未満 15.1 36.6 55.9 31.3 1.0 3.9 2.3 0.5

400～500 万円未満 12.1 36.8 53.2 26.8 0.6 3.3 2.9 0.6

500～700 万円未満 12.9 37.3 59.5 30.0 0.3 2.3 2.6 0.7

700～1,000 万円未満 13.2 37.6 56.0 31.7 0.4 3.5 2.9 0.3

1,000 万円以上 13.3 33.4 36.9 28.0 0.3 2.4 4.8 0.3

わからない・答えたくない 13.1 34.5 46.6 29.1 － 4.4 2.9 －

問６世帯構成  

お子さん＋ご両親 
（二世代世帯） 

13.5 35.8 54.4 30.1 0.4 3.1 2.9 0.5

お子さん＋ご両親＋祖父母 
（三世代世帯） 

8.5 43.7 54.9 35.9 － 1.4 2.1 －

お子さん＋母親 
（ひとり親・二世代世帯） 

14.4 45.0 49.5 17.1 1.8 3.6 2.7 －

お子さん＋父親 
（ひとり親・二世代世帯） 

－ 25.0 75.0 25.0 － － － －

お子さん＋母親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

10.4 33.3 37.5 25.0 － 4.2 － －

お子さん＋父親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

－ 100.0 － － － － － －

お子さん＋祖父母 － － － － － － － －

その他 20.0 24.0 56.0 28.0 - 4.0 4.0 4.0
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
が

充
実
し
て
い
る
か
ら

公
共
交
通
機
関
な
ど
、
子

連
れ
で
の
移
動
が
し
や
す

い
か
ら

子
育
て
に
困
っ
た
と
き
の

相
談
窓
口
が
あ
る
か
ら

子
育
て
に
関
す
る
情
報
が

得
や
す
い
か
ら

子
連
れ
で
も
出
か
け
や
す

い
場
所
が
あ
る
か
ら

冬
の
間
で
も
子
ど
も
が
遊

べ
る
場
所
が
あ
る
か
ら

知
人
や
親
族
が
近
く
に
い

て
、
子
育
て
の
協
力
が
得

や
す
い
か
ら

子
育
て
世
帯
同
士
の
交
流

が
し
や
す
い
か
ら

問 14 母親就労 

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（時短勤務含む） 

987 22.9 30.5 13.5 11.3 50.5 25.3 38.4 4.8

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 

544 28.5 28.1 22.1 15.4 46.9 18.6 41.2 7.5

パート・アルバイトなどで就労
しており、産休・育休・介護休
業中ではない 

683 23.9 31.9 17.6 13.8 48.0 24.3 36.6 9.5

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 

120 33.3 24.2 17.5 15.8 47.5 21.7 35.0 7.5

以前は就労していたが、現在
は就労していない 

1121 30.2 34.2 22.7 13.7 46.1 25.2 39.5 8.8

これまで就労したことがない 81 28.4 37.0 13.6 12.3 48.1 28.4 30.9 12.3

問 15 父親就労 

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（時短勤務含む） 

3252 26.6 31.3 18.7 13.6 48.0 23.7 38.4 7.8

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 

22 31.8 13.6 22.7 4.5 50.0 40.9 31.8 9.1

パート・アルバイトなどで就労
しており、産休・育休・介護休
業中ではない 

21 47.6 47.6 23.8 14.3 66.7 38.1 28.6 9.5

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 

1 － － － － － － － －

以前は就労していたが、現在
は就労していない 

26 19.2 34.6 19.2 11.5 50.0 30.8 30.8 3.8

これまで就労したことがない 2 50.0 － － 50.0 － － － －

次ページへ 
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単位：％ 

区分 

子
ど
も
や
子
育
て
世
帯
に

対
し
て
、
周
囲
の
人
が
優

し
い
か
ら

認
可
保
育
所
や
幼
稚
園
に

か
か
る
費
用
が
軽
減
さ
れ

て
い
る
か
ら

子
ど
も
の
医
療
費
の
負
担

が
軽
減
さ
れ
て
い
る
か
ら

妊
娠
か
ら
出
産
後
ま
で
の

産
科
医
療
や
小
児
医
療
が

充
実
し
て
い
る
か
ら

い
じ
め
や
虐
待
か
ら
子
ど

も
を
守
る
取
り
組
み
が
な

さ
れ
て
い
る
か
ら

地
域
で
の
子
育
て
支
援
が

充
実
し
て
い
る
か
ら

そ
の
他

無
回
答

問 14 母親就労  

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（時短勤務含む） 

10.9 48.5 59.4 28.7 0.6 2.1 2.4 0.3

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 

11.2 24.3 53.1 40.6 － 2.8 2.2 －

パート・アルバイトなどで就労
しており、産休・育休・介護休
業中ではない 

14.3 46.6 57.7 25.5 0.4 4.1 2.9 1.0

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 

10.8 37.5 60.0 37.5 2.5 5.0 4.2 1.7

以前は就労していたが、現在
は就労していない 

16.0 25.7 48.3 27.7 0.4 3.3 3.2 0.4

これまで就労したことがない 16.0 33.3 42.0 29.6 － 1.2 6.2 －

問 15 父親就労  

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（時短勤務含む） 

13.4 36.0 54.5 30.4 0.4 3.0 2.9 0.5

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 

4.5 18.2 45.5 40.9 － － 4.5 －

パート・アルバイトなどで就労
しており、産休・育休・介護休
業中ではない 

14.3 33.3 57.1 33.3 － 4.8 9.5 －

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 

－ 100.0 100.0 － － － － －

以前は就労していたが、現在
は就労していない 

7.7 34.6 42.3 23.1 － 3.8 － －

これまで就労したことがない － － 50.0 － － － － －
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問 24（２）問 24  で「３」または「４」に〇をつけた方にうかがいます。 

あなたは、札幌市が子どもを生み育てやすい環境にあると思わない理由は何です

か。（〇はいくつでも） 

回答者数 = 2,525 ％

子育て支援サービスが不足しているから

公共交通機関など、子連れでの移動がしにくい
から

子育てに困ったときの相談窓口が十分でない
から

子育てに関する情報が得づらいから

子連れでも出かけやすい場所が少ないから

冬の間に子どもが遊べる場所が少ないから

知人や親族がいない（又は少ない）ため、
子育ての協力が得づらいから

子育て世帯同士の交流があまりできないから

子どもや子育て世帯に対して、周囲の人が
冷たいと感じるから

認可保育所や幼稚園にかかる費用負担が
大きいから

子どもの医療費の負担が大きいから

妊娠から出産後までの産科医療や小児医療が
不足しているから

いじめや虐待から子どもを守る取り組みが
十分でないから

地域での子育て支援があまりないから

その他

無回答

46.4

38.3

14.8

22.5

41.8

51.7

18.7

15.6

15.4

41.7

17.1

12.5

10.0

24.5

19.6

0.4

0 20 40 60 80 100
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「冬の間に子どもが遊べる場所が少ないから」の割合が 51.7％と最も高く、次いで「子育て支

援サービスが不足しているから」の割合が 46.4％、「子連れでも出かけやすい場所が少ないから」

の割合が 41.8％となっています。 
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
が

不
足
し
て
い
る
か
ら

公
共
交
通
機
関
な
ど
、
子

連
れ
で
の
移
動
が
し
に
く

い
か
ら

子
育
て
に
困
っ
た
と
き
の

相
談
窓
口
が
十
分
で
な
い

か
ら

子
育
て
に
関
す
る
情
報
が

得
づ
ら
い
か
ら

子
連
れ
で
も
出
か
け
や
す

い
場
所
が
少
な
い
か
ら

冬
の
間
に
子
ど
も
が
遊
べ

る
場
所
が
少
な
い
か
ら

知
人
や
親
族
が
い
な
い
（
又

は
少
な
い
）
た
め
、
子
育
て

の
協
力
が
得
づ
ら
い
か
ら

子
育
て
世
帯
同
士
の
交
流

が
あ
ま
り
で
き
な
い
か
ら

全体 2525 46.4 38.3 14.8 22.5 41.8 51.7 18.7 15.6

問８世帯年収 

200 万円未満 96 44.8 33.3 16.7 22.9 42.7 47.9 17.7 19.8

200～300 万円未満 129 42.6 43.4 18.6 27.9 38.8 43.4 19.4 22.5

300～400 万円未満 302 42.4 44.0 11.6 20.9 43.4 51.0 16.6 14.9

400～500 万円未満 356 48.9 42.1 14.3 26.4 43.5 57.6 18.8 17.1

500～700 万円未満 701 46.8 38.7 15.1 21.3 44.2 52.9 19.7 14.1

700～1,000 万円未満 515 46.0 33.0 14.0 21.6 41.0 50.3 19.2 16.7

1,000 万円以上 228 50.0 29.8 14.0 18.4 33.8 46.9 19.3 9.2

わからない・答えたくない 179 46.4 41.3 17.9 26.3 38.5 53.1 15.6 16.2

問６世帯構成 

お子さん＋ご両親 
（二世代世帯） 

2279 46.5 37.6 14.7 22.2 41.2 51.7 19.5 15.1

お子さん＋ご両親＋祖父母 
（三世代世帯） 

93 43.0 40.9 10.8 29.0 52.7 58.1 1.1 16.1

お子さん＋母親 
（ひとり親・二世代世帯） 

89 41.6 40.4 18.0 19.1 38.2 41.6 19.1 16.9

お子さん＋父親 
（ひとり親・二世代世帯） 

2 100.0 － － － 50.0 100.0 － －

お子さん＋母親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

34 44.1 58.8 14.7 14.7 52.9 52.9 14.7 29.4

お子さん＋父親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

1 100.0 － － － － － － －

お子さん＋祖父母 1 － － － － － － － －

その他 19 68.4 63.2 36.8 47.4 52.6 52.6 21.1 31.6

次ページへ 
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単位：％ 

区分 

子
ど
も
や
子
育
て
世
帯
に

対
し
て
、
周
囲
の
人
が
冷

た
い
と
感
じ
る
か
ら

認
可
保
育
所
や
幼
稚
園
に

か
か
る
費
用
負
担
が
大
き

い
か
ら

子
ど
も
の
医
療
費
の
負
担

が
大
き
い
か
ら

妊
娠
か
ら
出
産
後
ま
で
の

産
科
医
療
や
小
児
医
療
が

不
足
し
て
い
る
か
ら

い
じ
め
や
虐
待
か
ら
子
ど

も
を
守
る
取
り
組
み
が
十

分
で
な
い
か
ら

地
域
で
の
子
育
て
支
援
が

あ
ま
り
な
い
か
ら

そ
の
他

無
回
答

全体 15.4 41.7 17.1 12.5 10.0 24.5 19.6 0.4

問８世帯年収  

200 万円未満 18.8 36.5 21.9 11.5 13.5 34.4 11.5 1.0

200～300 万円未満 23.3 41.1 15.5 15.5 13.2 31.0 17.1 －

300～400 万円未満 18.2 36.4 12.6 16.9 12.9 23.2 19.9 －

400～500 万円未満 13.5 43.5 11.2 11.8 8.7 25.8 16.3 0.8

500～700 万円未満 15.1 43.4 10.7 12.6 9.6 22.7 18.8 0.1

700～1,000 万円未満 12.2 43.3 15.7 9.1 8.9 23.9 21.6 0.2

1,000 万円以上 13.6 38.2 52.6 8.8 7.5 19.3 27.6 －

わからない・答えたくない 17.9 43.6 19.6 16.8 10.6 28.5 16.8 1.7

問６世帯構成  

お子さん＋ご両親 
（二世代世帯） 

14.4 42.2 17.1 12.1 9.6 24.0 19.6 0.3

お子さん＋ご両親＋祖父母 
（三世代世帯） 

23.7 40.9 18.3 18.3 11.8 23.7 20.4 －

お子さん＋母親 
（ひとり親・二世代世帯） 

23.6 27.0 15.7 13.5 9.0 33.7 20.2 2.2

お子さん＋父親 
（ひとり親・二世代世帯） 

50.0 － － － － － － －

お子さん＋母親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

26.5 41.2 17.6 17.6 23.5 29.4 11.8 －

お子さん＋父親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

－ 100.0 － － － － － －

お子さん＋祖父母 － 100.0 － － 100.0 － － －

その他 26.3 57.9 26.3 21.1 26.3 52.6 31.6 －
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
が

不
足
し
て
い
る
か
ら

公
共
交
通
機
関
な
ど
、
子

連
れ
で
の
移
動
が
し
に
く

い
か
ら

子
育
て
に
困
っ
た
と
き
の

相
談
窓
口
が
十
分
で
な
い

か
ら

子
育
て
に
関
す
る
情
報
が

得
づ
ら
い
か
ら

子
連
れ
で
も
出
か
け
や
す

い
場
所
が
少
な
い
か
ら

冬
の
間
に
子
ど
も
が
遊
べ

る
場
所
が
少
な
い
か
ら

知
人
や
親
族
が
い
な
い
（
又

は
少
な
い
）
た
め
、
子
育
て

の
協
力
が
得
づ
ら
い
か
ら

子
育
て
世
帯
同
士
の
交
流

が
あ
ま
り
で
き
な
い
か
ら

問 14 母親就労 

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（時短勤務含む） 

658 45.7 32.4 14.0 19.6 36.3 45.4 16.6 12.9

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 

411 48.9 40.1 13.1 21.4 42.8 52.3 21.4 17.3

パート・アルバイトなどで就労
しており、産休・育休・介護休
業中ではない 

486 49.4 37.9 16.0 24.1 43.4 50.0 17.1 11.5

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 

75 41.3 44.0 16.0 21.3 42.7 50.7 12.0 17.3

以前は就労していたが、現在
は就労していない 

808 45.0 42.2 15.1 24.4 43.7 57.2 20.0 19.6

これまで就労したことがない 61 36.1 36.1 18.0 24.6 55.7 60.7 27.9 11.5

問 15 父親就労 

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（時短勤務含む） 

2287 46.3 38.0 14.8 22.7 41.7 51.9 18.6 15.0

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 

24 54.2 41.7 20.8 20.8 41.7 58.3 33.3 25.0

パート・アルバイトなどで就労
しており、産休・育休・介護休
業中ではない 

10 60.0 10.0 20.0 30.0 30.0 50.0 20.0 20.0

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 

19 52.6 31.6 31.6 21.1 57.9 57.9 42.1 26.3

これまで就労したことがない 1 100.0 100.0 － － － 100.0 － －

次ページへ 
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単位：％ 

区分 

子
ど
も
や
子
育
て
世
帯
に

対
し
て
、
周
囲
の
人
が
冷

た
い
と
感
じ
る
か
ら

認
可
保
育
所
や
幼
稚
園
に

か
か
る
費
用
負
担
が
大
き

い
か
ら

子
ど
も
の
医
療
費
の
負
担

が
大
き
い
か
ら

妊
娠
か
ら
出
産
後
ま
で
の

産
科
医
療
や
小
児
医
療
が

不
足
し
て
い
る
か
ら

い
じ
め
や
虐
待
か
ら
子
ど

も
を
守
る
取
り
組
み
が
十

分
で
な
い
か
ら

地
域
で
の
子
育
て
支
援
が

あ
ま
り
な
い
か
ら

そ
の
他

無
回
答

問 14 母親就労  

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（時短勤務含む） 

16.3 44.8 13.8 11.4 9.9 23.4 22.3 0.3

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 

14.1 57.9 15.3 11.7 8.5 23.1 20.2 －

パート・アルバイトなどで就労
しており、産休・育休・介護休
業中ではない 

15.4 39.5 14.8 10.7 9.1 25.9 20.4 0.2

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 

9.3 50.7 13.3 12.0 12.0 26.7 22.7 －

以前は就労していたが、現在
は就労していない 

15.5 32.4 21.8 14.9 10.5 24.6 16.5 0.6

これまで就労したことがない 21.3 31.1 26.2 18.0 16.4 29.5 13.1 －

問 15 父親就労  

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（時短勤務含む） 

14.9 42.2 17.4 12.3 10.0 23.7 19.9 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 

20.8 41.7 8.3 16.7 8.3 33.3 25.0 －

パート・アルバイトなどで就労
しており、産休・育休・介護休
業中ではない 

30.0 40.0 30.0 30.0 － 30.0 10.0 －

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 

15.8 52.6 10.5 10.5 - 31.6 15.8 －

これまで就労したことがない － 100.0 － － － － － －
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問 25  あなたは、今後どのような子育て支援策が充実してほしいと思いますか。 

（〇はいくつでも） 

※平成 30年度調査の報告結果に「就労を希望する子育て世帯への就業支援」「手当や給付金などの金

銭面での支援」「家事や育児サポートなどの日常生活支援」「わからない」「無回答」はありません。 

％

文化、スポーツや就業体験など子どもの
体験機会の場を増やす取り組み

子連れでも出かけやすく楽しめる場所の
整備

子育て支援サービスや子育ての方法に
関する積極的な情報提供

子育てに困ったときの相談窓口の整備

子育ての方法に関する学習会や講習会
などの開催

認可保育所や幼稚園にかかる費用の
負担軽減

子どもが医療機関にかかる費用の
負担軽減

公営住宅における子育て世帯の
優先入居や広い部屋の割り当てなど
住宅面の配慮
残業時間の短縮や休暇の取得促進
など、企業に対するワーク・ライフ・
バランス推進の働きかけ

地域住民のつながりを強めるイベントや
子育てサロン等の開催

就労を希望する子育て世帯への
就業支援

手当や給付金などの金銭面での支援

家事や育児サポートなどの日常生活支援

配慮を要する子どもへの福祉サービス

いじめや虐待から子どもを守る取り組み

特にない

わからない

その他

無回答

35.4

68.7

26.2

17.1

8.7

56.9

39.2

12.6

47.7

13.3

24.7

62.8

28.1

13.2

28.7

0.6

0.6

5.1

0.5

32.7

71.4

26.8

20.3

9.5

58.7

46.7

14.8

45.9

13.9

32.1

69.2

27.2

18.8

37.7

0.7

0.5

6.3

0.2

30.6

61.4

23.1

21.3

9.3

57.2

42.4

9.1

36.9

16.1

－

－

－

16.3

28.9

3.3

－

4.4

－

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査

（回答者数 = 6,760）

令和２年度調査

（回答者数 = 1,650）

平成30年度調査

（回答者数 = 5,973）
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「子連れでも出かけやすく楽しめる場所の整備」の割合が 68.7％と最も高く、次いで「手当や

給付金などの金銭面での支援」の割合が 62.8％、「認可保育所や幼稚園にかかる費用の負担軽減」

の割合が 56.9％となっています。 

令和２年度調査と比較すると、大きな差異はみられません。 

平成 30 年度調査と比較すると、「子連れでも出かけやすく楽しめる場所の整備」「残業時間の

短縮や休暇の取得促進など、企業に対するワーク・ライフ・バランス推進の働きかけ」の割合が

上昇しています。 
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
や
就
業
体
験
な
ど

子
ど
も
の
体
験
機
会
の
場
を
増
や
す

取
り
組
み

子
連
れ
で
も
出
か
け
や
す
く
楽
し
め

る
場
所
の
整
備

子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
や
子
育
て
の

方
法
に
関
す
る
積
極
的
な
情
報
提
供

子
育
て
に
困
っ
た
と
き
の
相
談
窓
口

の
整
備

子
育
て
の
方
法
に
関
す
る
学
習
会
や

講
習
会
な
ど
の
開
催

認
可
保
育
所
や
幼
稚
園
に
か
か
る
費

用
の
負
担
軽
減

子
ど
も
が
医
療
機
関
に
か
か
る
費
用

の
負
担
軽
減

公
営
住
宅
に
お
け
る
子
育
て
世
帯
の

優
先
入
居
や
広
い
部
屋
の
割
り
当
て

な
ど
住
宅
面
の
配
慮

残
業
時
間
の
短
縮
や
休
暇
の
取
得
促

進
な
ど
、
企
業
に
対
す
る
ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
の
働
き
か
け

全体 6760 35.4 68.7 26.2 17.1 8.7 56.9 39.2 12.6 47.7

問４子どもの生年月日 

H27.4～H28.3 308 36.7 63.6 26.9 18.8 7.8 41.9 43.5 9.4 42.5

H28.4～H29.3 952 39.2 63.8 21.7 15.1 8.0 46.8 42.0 13.8 44.1

H29.4～H30.3 1001 37.1 67.6 23.0 15.8 6.1 48.6 41.2 11.9 44.0

H30.4～H31.3 952 39.3 69.6 25.4 17.0 6.5 52.4 36.4 11.7 45.2

H31.4～R2.3 1031 35.8 69.5 26.9 18.4 9.7 61.4 38.8 13.2 49.4

R2.4～R3.3 1054 31.7 74.2 29.4 18.1 11.0 64.1 37.6 13.5 49.4

R3.1 月以降 887 29.2 69.4 30.1 17.9 11.4 70.3 37.3 13.0 54.8

次ページへ 
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単位：％ 

区分 

地
域
住
民
の
つ
な
が
り
を
強
め
る
イ

ベ
ン
ト
や
子
育
て
サ
ロ
ン
等
の
開
催

就
労
を
希
望
す
る
子
育
て
世
帯
へ
の

就
業
支
援

手
当
や
給
付
金
な
ど
の
金
銭
面
で
の

支
援

家
事
や
育
児
サ
ポ
ー
ト
な
ど
の
日
常

生
活
支
援

配
慮
を
要
す
る
子
ど
も
へ
の
福
祉
サ

ー
ビ
ス

い
じ
め
や
虐
待
か
ら
子
ど
も
を
守
る

取
り
組
み

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

そ
の
他

無
回
答

全体 13.3 24.7 62.8 28.1 13.2 28.7 0.6 0.6 5.1 0.5

問４子どもの生年月日 

H27.4～H28.3 9.4 26.0 56.5 21.8 14.6 31.2 0.6 1.0 6.2 0.6

H28.4～H29.3 11.1 26.5 60.3 25.5 13.9 29.3 0.9 0.5 5.5 0.6

H29.4～H30.3 12.4 22.9 60.4 27.8 14.1 29.3 0.8 0.5 5.7 0.3

H30.4～H31.3 14.5 23.8 59.7 27.4 14.8 28.8 0.8 0.6 5.4 0.6

H31.4～R2.3 13.5 26.8 61.2 30.4 11.8 28.3 0.4 0.5 4.7 0.8

R2.4～R3.3 14.4 23.1 65.7 29.5 11.7 25.8 0.2 0.7 5.8 0.5

R3.1 月以降 14.5 25.1 71.1 29.0 11.6 28.7 0.6 0.3 3.9 0.2
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問 26 あなたは、この１年間に、希望に応じた保育サービス（※）を利用することがで

きましたか。（〇は１つだけ） 

※幼稚園や保育園等への入園・入所、一時預かり事業等 

「利用できた」の割合が57.9％と最も高く、次いで「利用する必要がなかった」の割合が29.9％、

「利用できなかった」の割合が 11.0％となっています。 

令和２年度調査と比較すると、大きな差異はみられません。 

回答者数 = 6,760

利用できた

57.9％

利用できなかった

11.0％

利用する必要が

なかった

29.9％

無回答

1.1％

％

利用できた

利用できなかった

利用する必要がなかった

無回答

57.9

11.0

29.9

1.1

61.0

10.0

28.2

0.7

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査

（回答者数 = 6,760）

令和２年度調査

（回答者数 = 1,650）
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問 27 札幌市が行っている子育て支援サービスの認知度、利用状況及び満足度について

うかがいます。 

（１） あなたは、下記のサービスを知っていて利用したことはありますか。 

（〇はそれぞれ 1つだけ） 

（２） （１）で利用していると答えた方にうかがいます。あなたは、その内容に

満足していますか。（〇はそれぞれ 1つだけ） 

さっぽろ子育て情報サイト（市公式ホームページ） 

（１）認知及び利用 （２）満足度

さっぽろ子育てアプリ 

（１）認知及び利用 （２）満足度

回答者数 = 6,760

知っていて

利用している

31.8％

知っているが

利用していない

41.8％

知らないが

今後利用したい

15.3％

知らないし

今後も利用しない

9.2％

無回答

1.9％

回答者数 = 6,760

知っていて

利用している

19.2％

知っているが

利用していない

34.2％
知らないが

今後利用したい

13.9％

知らないし

今後も利用しない

12.2％

無回答

20.6％

回答者数 = 2,153

満足

20.1％

まあ満足

60.7％

どちらかといえば

満足していない

11.1％

全然満足していない

4.1％

無回答

4.0％

回答者数 = 1,297

満足

18.8％

まあ満足

55.5％

どちらかといえば

満足していない

13.0％

全然満足していない

4.2％

無回答

8.5％
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ファミリー・サポート・センター（日常的な預かりと緊急時や病児・病後児預かりを行っています） 

（１）認知及び利用 （２）満足度

子育て短期支援事業（ショートステイ） 

（１）認知及び利用 （２）満足度

回答者数 = 6,760

知っていて

利用している

10.3％

知っているが

利用していない

48.0％

知らないが

今後利用したい

22.6％

知らないし

今後も利用しない

17.2％

無回答

1.9％

回答者数 = 6,760

知っていて

利用している

2.3％

知っているが

利用していない

31.1％

知らないが

今後利用したい

13.2％

知らないし

今後も利用しない

27.9％

無回答

25.5％

回答者数 = 697

満足

11.3％

まあ満足

38.9％

どちらかといえば

満足していない

20.2％

全然満足していない

26.4％

無回答

3.2％

回答者数 = 158

満足

19.6％

まあ満足

36.1％
どちらかといえば

満足していない

5.7％

全然満足していない

2.5％

無回答

36.1％
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保育園・幼稚園・認定こども園での一時預かり 

（１）認知及び利用 （２）満足度

病後児デイサービス 

（１）認知及び利用 （２）満足度

回答者数 = 6,760

知っていて

利用している

13.9％

知っているが

利用していない

61.4％

知らないが

今後利用したい

13.5％

知らないし

今後も利用しない

9.5％

無回答

1.7％

回答者数 = 6,760

知っていて

利用している

5.3％

知っているが

利用していない

33.8％

知らないが

今後利用したい

12.1％

知らないし

今後も利用しない

19.1％

無回答

29.6％

回答者数 = 938

満足

41.2％

まあ満足

34.5％

どちらかといえば

満足していない

7.2％

全然満足していない

6.1％

無回答

11.0％

回答者数 = 355

満足

38.3％

まあ満足

40.0％

どちらかといえば

満足していない

7.6％

全然満足していない

4.2％

無回答

9.9％
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区保育・子育て支援センター「ちあふる」、認定こども園にじいろ 

（１）認知及び利用 （２）満足度

札幌市子育て支援総合センター（中央区南 3条西 7丁目） 

（１）認知及び利用 （２）満足度

回答者数 = 6,760

知っていて

利用している

14.2％

知っているが

利用していない

47.2％

知らないが

今後利用したい

13.6％

知らないし

今後も利用しない

23.2％

無回答

1.7％

回答者数 = 6,760

知っていて

利用している

8.4％

知っているが

利用していない

20.5％

知らないが

今後利用したい

12.1％
知らないし

今後も利用しない

29.2％

無回答

29.8％

回答者数 = 959

満足

37.2％

まあ満足

42.2％

どちらかといえば

満足していない

8.1％

全然満足していない

1.9％

無回答

10.5％

回答者数 = 567

満足

32.6％

まあ満足

52.0％

どちらかといえば

満足していない

7.2％

全然満足していない

2.1％

無回答

6.0％
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まちなかキッズサロン～おおどりんこ～（中央区南 1条西 4丁目） 

（１）認知及び利用 （２）満足度

こそだてインフォメーション（各区保健センター又は区役所内） 

（１）認知及び利用 （２）満足度

回答者数 = 6,760

知っていて

利用している

13.7％

知っているが

利用していない

41.1％
知らないが

今後利用したい

12.6％

知らないし

今後も利用しない

30.6％

無回答

1.9％

回答者数 = 6,760

知っていて

利用している

10.7％

知っているが

利用していない

27.6％

知らないが

今後利用したい

12.6％

知らないし

今後も利用しない

21.4％

無回答

27.7％

回答者数 = 929

満足

21.0％

まあ満足

34.2％

どちらかといえば

満足していない

16.7％

全然満足していない

22.3％

無回答

5.8％

回答者数 = 720

満足

22.2％

まあ満足

34.4％どちらかといえば

満足していない

6.4％

全然満足していない

1.4％

無回答

35.6％
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保育コーディネーター（各区保健センター内） 

（１）認知及び利用 （２）満足度

ここシェルジュＳＡＰＰＯＲＯ（子育て女性の就労をサポートする窓口／北区北 8条西 3丁目） 

（１）認知及び利用 （２）満足度

回答者数 = 6,760

知っていて

利用している

1.9％

知っているが

利用していない

33.7％

知らないが

今後利用したい

23.4％

知らないし

今後も利用しない

39.1％

無回答

2.0％

回答者数 = 6,760

知っていて

利用している

2.0％ 知っているが

利用していない

15.4％

知らないが

今後利用したい

16.4％

知らないし

今後も利用しない

32.9％

無回答

33.2％

回答者数 = 130

満足

19.2％

まあ満足

41.5％

どちらかといえば

満足していない

11.5％

全然満足していない

17.7％

無回答

10.0％

回答者数 = 137

満足

24.8％

まあ満足

38.7％

どちらかといえば

満足していない

13.1％

全然満足していない

5.1％

無回答

18.2％
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問 27 （３）  問 27（１）認知及び利用で、「２知っているが利用していない」「４知ら

ないし今後も利用しない」に１つでも〇をつけた方にうかがいます。 

その理由を教えてください。（○はいくつでも） 

「利用する必要がないから（今後、生活スタイル等が変わったら使うかもしれない）」の割合が

60.4％と最も高く、次いで「利用する必要がないから（今後も利用しないと思う）」の割合が 25.8％、

「利用するための手続きが面倒だから」の割合が 21.6％となっています。 

回答者数 = 6,541 ％

利用する必要がないから
（今後も利用しないと思う）

利用する必要がないから
（今後、生活スタイル等が変わったら
使うかもしれない）

信頼できないから

他人に頼りたくないから

利用するための手続きが面倒だから

忙しく、利用できるか調べる時間も
ないから

なんとなく利用したくないから

利用したことがある人からの評判が
悪かったから

その他

無回答

25.8

60.4

4.7

1.7

21.6

18.8

3.3

0.5

8.2

2.2

0 20 40 60 80 100
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

利
用
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
（
今
後
も
利
用
し
な

い
と
思
う
）

利
用
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
（
今
後
、
生
活
ス
タ

イ
ル
等
が
変
わ
っ
た
ら
使
う
か
も
し
れ
な
い
）

信
頼
で
き
な
い
か
ら

他
人
に
頼
り
た
く
な
い
か
ら

利
用
す
る
た
め
の
手
続
き
が
面
倒
だ
か
ら

忙
し
く
、
利
用
で
き
る
か
調
べ
る
時
間
も
な
い
か

らな
ん
と
な
く
利
用
し
た
く
な
い
か
ら

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
人
か
ら
の
評
判
が
悪
か

っ
た
か
ら

そ
の
他

無
回
答

全体 6541 25.8 60.4 4.7 1.7 21.6 18.8 3.3 0.5 8.2 2.2

問８世帯年収 

200 万円未満 223 21.1 52.9 7.2 2.2 25.6 24.7 4.0 0.4 9.0 1.3

200～300 万円未満 333 26.4 55.3 6.6 2.1 23.1 20.4 3.3 0.6 7.2 3.3

300～400 万円未満 716 24.3 61.3 4.6 1.3 24.2 19.8 3.2 0.4 8.5 2.7

400～500 万円未満 935 25.1 57.8 4.4 2.6 20.5 17.6 3.5 0.6 9.9 2.4

500～700 万円未満 1907 26.4 61.9 3.7 1.5 20.5 18.2 3.5 0.7 8.2 2.1

700～1,000 万円未満 1398 26.0 62.4 3.9 1.2 20.6 19.5 2.6 0.3 8.0 1.6

1,000 万円以上 543 27.1 62.6 5.0 1.5 20.1 18.2 2.2 0.4 5.3 1.8

わからない・答えたくない 435 28.3 56.1 8.3 3.0 26.0 16.3 5.7 0.5 8.5 2.5

問６世帯構成 

お子さん＋ご両親 
（二世代世帯） 

5917 25.9 60.7 4.5 1.7 21.4 18.4 3.3 0.6 8.2 2.2

お子さん＋ご両親＋祖父母
（三世代世帯） 

249 30.1 60.2 3.2 0.8 18.5 18.5 2.4 － 6.8 1.2

お子さん＋母親 
（ひとり親・二世代世帯） 

209 20.6 52.2 9.1 2.9 30.1 27.3 6.2 － 10.0 1.9

お子さん＋父親 
（ひとり親・二世代世帯） 

6 33.3 83.3 － 16.7 16.7 － － － － －

お子さん＋母親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

95 22.1 61.1 7.4 3.2 22.1 23.2 1.1 - 8.4 3.2

お子さん＋父親＋祖父母 
（ひとり親・三世代世帯） 

2 － － － － 50.0 50.0 － － － 50.0

お子さん＋祖父母 1 － 100.0 － － － － － － － －

その他 51 31.4 49.0 5.9 － 27.5 29.4 2.0 － 11.8 3.9
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Ｉ．子どもの権利 

問 28 あなたは「子どもの権利」について聞いたことがありますか、また、内容につい

てどのくらい知っていますか。（〇は 1つだけ） 

「聞いたことはあるが、内容はわからない」の割合が 36.2％と最も高く、次いで「聞いたこと

がない」の割合が 29.8％、「聞いたことがあり、内容を少しだけ知っている」の割合が 20.7％と

なっています。 

令和２年度調査と比較すると、「聞いたことがない」の割合が低下しています。 

回答者数 = 6,760

聞いたことがあり、内容も

ある程度知っている

12.8％

聞いたことがあり、内容を

少しだけ知っている

20.7％

聞いたことはあるが、

内容はわからない

36.2％

聞いたことがない

29.8％

無回答

0.5％

％

聞いたことがあり、内容もある程度
知っている

聞いたことがあり、内容を少しだけ
知っている

聞いたことはあるが、内容はわから
ない

聞いたことがない

無回答

12.8

20.7

36.2

29.8

0.5

10.0

16.5

36.6

36.2

0.7

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査

（回答者数 = 6,760）

令和２年度調査

（回答者数 = 1,650）
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

聞
い
た
こ
と
が
あ
り
、

内
容
も
あ
る
程
度
知

っ
て
い
る

聞
い
た
こ
と
が
あ
り
、

内
容
を
少
し
だ
け
知

っ
て
い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
、
内
容
は
わ
か
ら
な

い 聞
い
た
こ
と
が
な
い

無
回
答

全体 6760 12.8 20.7 36.2 29.8 0.5

問 30 子どもの権利が大切にされていると思うか 

大切にされている場合が多い 655 17.9 23.7 33.0 25.0 0.5

どちらかというと大切にされている
場合が多い 

2925 14.5 24.4 38.2 22.6 0.3

どちらかというと大切にされていな
い場合が多い 

670 14.2 21.3 33.4 31.0 －

大切にされていない場合が多い 173 16.8 13.9 30.6 38.7 －

わからない 2046 7.6 15.7 36.5 39.8 0.4
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問 29 あなたは、子どもの権利の中で、大切にされていないと思うものはありますか。 

次の（１）から（４）にお答えください。 

「安心して生きる権利」について

「いじめ、虐待、体罰などから心や体が守られること」の割合が 46.5％と最も高く、次いで「障

がい、民族、国籍、性別、家族のことなど、どんな理由にせよ、差別などを受けないこと」の割

合が 33.1％、「気軽に相談し、適切な支援を受けること」の割合が 24.9％となっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

命
が
守
ら
れ
、
平
和
と
安

全
の
も
と
に
暮
ら
す
こ
と

愛
情
を
持
っ
て
は
ぐ
く
ま

れ
る
こ
と

い
じ
め
、
虐
待
、
体
罰
な

ど
か
ら
心
や
体
が
守
ら
れ

る
こ
と

障
が
い
、
民
族
、
国
籍
、

性
別
、
家
族
の
こ
と
な
ど
、

ど
ん
な
理
由
に
せ
よ
、
差

別
な
ど
を
受
け
な
い
こ
と

自
分
を
守
る
た
め
に
必
要

な
情
報
や
知
識
を
得
る
こ

と 気
軽
に
相
談
し
、
適
切
な

支
援
を
受
け
る
こ
と

無
回
答

全体 6760 18.2 12.0 46.5 33.1 22.9 24.9 26.7

問 30 子どもの権利が大切にされていると思うか 

大切にされている場合が
多い 

655 12.4 8.9 29.0 19.8 13.4 12.4 45.8

どちらかというと大切にさ
れている場合が多い 

2925 16.4 11.1 47.4 34.7 22.1 23.6 23.1

どちらかというと大切にさ
れていない場合が多い 

670 34.3 21.9 66.7 49.6 37.2 41.9 5.2

大切にされていない場合
が多い 

173 48.0 35.8 65.9 53.8 44.5 51.4 5.2

わからない 2046 16.1 9.6 46.4 31.4 22.6 25.3 28.3

回答者数 = 6,760 ％

命が守られ、平和と安全のもとに暮

らすこと

愛情を持ってはぐくまれること

いじめ、虐待、体罰などから心や
体が守られること

障がい、民族、国籍、性別、家族の
ことなど、どんな理由にせよ、差別
などを受けないこと

自分を守るために必要な情報や
知識を得ること

気軽に相談し、適切な支援を受ける
こと

無回答

18.2

12.0

46.5

33.1

22.9

24.9

26.7

0 20 40 60 80 100
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「自分らしく生きる権利」について

「個性や他人との違いを認められ、一人の人間として尊重されること」の割合が 38.1％と最も

高く、次いで「自分が思ったこと、感じたことを自由に表現すること」の割合が 29.3％、「プラ

イバシーが守られること」の割合が 20.3％となっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

か
け
が
え
の
な
い
自

分
を
大
切
に
す
る
こ

と 個
性
や
他
人
と
の
違

い
を
認
め
ら
れ
、
一
人

の
人
間
と
し
て
尊
重

さ
れ
る
こ
と

自
分
が
思
っ
た
こ
と
、

感
じ
た
こ
と
を
自
由

に
表
現
す
る
こ
と

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
守

ら
れ
る
こ
と

無
回
答

全体 6760 13.0 38.1 29.3 20.3 35.8

問 30 子どもの権利が大切にされていると思うか 

大切にされている場合が
多い 

655 11.0 21.8 16.5 13.0 56.0

どちらかというと大切にさ
れている場合が多い 

2925 12.2 38.0 29.1 20.0 32.9

どちらかというと大切にさ
れていない場合が多い 

670 23.3 57.6 50.0 31.9 11.2

大切にされていない場合
が多い 

173 34.7 61.8 57.2 38.7 11.6

わからない 2046 10.8 39.3 27.9 19.9 36.2

回答者数 = 6,760 ％

かけがえのない自分を大切にする
こと

個性や他人との違いを認められ、
一人の人間として尊重されること

自分が思ったこと、感じたことを
自由に表現すること

プライバシーが守られること

無回答

13.0

38.1

29.3

20.3

35.8

0 20 40 60 80 100
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「豊かに育つ権利」について

「自分に関係することを、年齢や成長に応じて、適切な助言等の支援を受け、自分で決めるこ

と」の割合が 20.9％と最も高く、次いで「夢に向かってチャレンジし、失敗しても新たなチャレ

ンジをすること」の割合が 18.4％、「地球環境の問題について学び、豊かな環境を保つために行

動すること」の割合が 15.7％となっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

学
び
、
遊
び
、
休
息
す
る
こ
と

健
康
的
な
生
活
を
送
る
こ
と

自
分
に
関
係
す
る
こ
と
を
、
年
齢
や

成
長
に
応
じ
て
、
適
切
な
助
言
等
の

支
援
を
受
け
、
自
分
で
決
め
る
こ
と

夢
に
向
か
っ
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
、
失

敗
し
て
も
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
を

す
る
こ
と

様
々
な
芸
術
、
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
に

触
れ
親
し
む
こ
と

札
幌
の
文
化
や
雪
国
の
暮
ら
し
を

学
び
、
自
然
と
触
れ
合
う
こ
と

地
球
環
境
の
問
題
に
つ
い
て
学
び
、

豊
か
な
環
境
を
保
つ
た
め
に
行
動

す
る
こ
と

無
回
答

全体 6760 13.0 10.0 20.9 18.4 13.8 7.9 15.7 44.4

問 30 子どもの権利が大切にされていると思うか 

大切にされている場合が
多い 

655 9.2 6.0 9.3 9.0 6.7 5.3 9.3 63.1

どちらかというと大切にさ
れている場合が多い 

2925 11.3 8.8 20.2 18.7 13.1 6.6 15.4 43.1

どちらかというと大切にさ
れていない場合が多い 

670 25.1 19.1 39.3 32.5 28.2 16.3 24.6 13.1

大切にされていない場合
が多い 

173 45.1 38.2 44.5 45.1 38.7 24.3 34.1 15.0

わからない 2046 11.2 8.8 20.4 16.2 11.9 7.4 15.7 45.7

回答者数 = 6,760 ％

学び、遊び、休息すること

健康的な生活を送ること

自分に関係することを、年齢や成長に
応じて、適切な助言等の支援を受け、
自分で決めること

夢に向かってチャレンジし、失敗しても
新たなチャレンジをすること

様々な芸術、文化、スポーツに触れ
親しむこと

札幌の文化や雪国の暮らしを学び、
自然と触れ合うこと

地球環境の問題について学び、
豊かな環境を保つために行動すること

無回答

13.0

10.0

20.9

18.4

13.8

7.9

15.7

44.4

0 20 40 60 80 100
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「参加する権利」について

「適切な情報提供を受けるなど、参加に必要な支援を受けること」の割合が 20.8％と最も高く、

次いで「表明した意見について、年齢や成長に応じてふさわしい配慮がなされること」の割合が

18.9％、「家庭、学校や施設、地域、札幌市の取組などあらゆる場で自分に関わることについて、

意見を表明すること」の割合が 17.9％となっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

家
庭
、
学
校
や
施
設
、
地

域
、
札
幌
市
の
取
組
な
ど

あ
ら
ゆ
る
場
で
自
分
に

関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

意
見
を
表
明
す
る
こ
と

表
明
し
た
意
見
に
つ
い

て
、
年
齢
や
成
長
に
応
じ

て
ふ
さ
わ
し
い
配
慮
が

な
さ
れ
る
こ
と

適
切
な
情
報
提
供
を
受

け
る
な
ど
、
参
加
に
必
要

な
支
援
を
受
け
る
こ
と

仲
間
を
つ
く
り
、
集
ま
る

こ
と

無
回
答

全体 6760 17.9 18.9 20.8 11.3 50.0

問 30 子どもの権利が大切にされていると思うか 

大切にされている場合が
多い 

655 11.8 10.7 9.2 7.2 68.4

どちらかというと大切にさ
れている場合が多い 

2925 16.9 18.4 20.3 11.1 48.5

どちらかというと大切にさ
れていない場合が多い 

670 35.1 35.4 38.2 19.4 19.4

大切にされていない場合
が多い 

173 45.1 44.5 48.6 32.4 16.2

わからない 2046 15.4 17.0 19.8 10.0 52.5

回答者数 = 6,760 ％

家庭、学校や施設、地域、札幌市の取組など
あらゆる場で自分に関わることについて、
意見を表明すること

表明した意見について、年齢や成長に応じて
ふさわしい配慮がなされること

適切な情報提供を受けるなど、参加に必要な
支援を受けること

仲間をつくり、集まること

無回答

17.9

18.9

20.8

11.3

50.0

0 20 40 60 80 100
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問 30 あなたは、札幌市では全体として子どもの権利が大切にされていると思います

か。あてはまるものに〇をつけてください。（〇は 1つだけ） 

「どちらかというと大切にされている場合が多い」の割合が 43.3％と最も高く、次いで「わか

らない」の割合が 30.3％となっています。 

令和２年度調査と比較すると、大きな差異はみられません。 

回答者数 = 6,760

大切にされている

場合が多い

9.7％

どちらかというと大切に

されている場合が多い

43.3％

どちらかというと大切にされて

いない場合が多い

9.9％

大切にされていない

場合が多い

2.6％

わからない

30.3％

無回答

4.3％

％

大切にされている場合が多い

どちらかというと
大切にされている場合が多い

どちらかというと
大切にされていない場合が多い

大切にされていない場合が多い

わからない

無回答

9.7

43.3

9.9

2.6

30.3

4.3

9.1

41.6

9.3

3.3

34.2

2.5

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査

（回答者数 = 6,760）

令和２年度調査

（回答者数 = 1,650）
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Ｊ．新型コロナウイルス感染症の影響 

問 31  今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、あなたの世帯は仕事のこ

とでどのような影響を受けていますか。（〇はいくつでも） 

「影響は受けていない」の割合が 39.4％と最も高く、次いで「在宅で勤務をするようになった」

の割合が 20.5％、「業務量が増え、心身への負担が大きくなった」の割合が 18.5％となっていま

す。 

回答者数 = 6,760 ％

在宅で勤務をするようになった

時差通勤をするようになった

業務量が増え、心身への負担が
大きくなった

業務量が減り、（又は、業務量は
変わらないが）給料が少なくなった

失業または転職した

求職中だったが、就労先が
見つからない

子どもをみてくれる人がおらず
仕事に支障が出た

影響は受けていない

その他

無回答

20.5

10.8

18.5

11.6

3.5

1.2

9.6

39.4

3.7

1.7

0 20 40 60 80 100
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問 32 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、あなたの世帯は家庭や育

児のことでどのような影響を受けていますか。（〇はいくつでも） 

「人と接する機会が減り、子育てに関する情報が得にくくなった」の割合が 38.4％と最も高く、

次いで「影響は受けていない」の割合が 24.2％、「自分の時間が少なくなった」の割合が 22.9％

となっています。 

回答者数 = 6,760 ％

今までより世帯内での家事や育児の
分担ができるようになった

今までより世帯内での家事や育児の
分担ができなくなった

子どもの預け先がなくて困った

自分の時間が増えた

自分の時間が少なくなった

子どもとの時間が増えて、子どもの
成長が感じられた

子どもとの時間が増えて、イライラする
ことが多くなった

子どもと接する時間が少なくなった

人と接する機会が減り、子育てに
関する情報が得にくくなった

影響は受けていない

その他

無回答

9.3

3.9

16.1

1.9

22.9

17.9

16.2

1.7

38.4

24.2

6.0

1.9

0 20 40 60 80 100
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

今
ま
で
よ
り
世
帯
内
で
の
家
事
や
育

児
の
分
担
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

今
ま
で
よ
り
世
帯
内
で
の
家
事
や
育

児
の
分
担
が
で
き
な
く
な
っ
た

子
ど
も
の
預
け
先
が
な
く
て
困
っ
た

自
分
の
時
間
が
増
え
た

自
分
の
時
間
が
少
な
く
な
っ
た

子
ど
も
と
の
時
間
が
増
え
て
、
子
ど
も

の
成
長
が
感
じ
ら
れ
た

子
ど
も
と
の
時
間
が
増
え
て
、
イ
ラ
イ

ラ
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た

子
ど
も
と
接
す
る
時
間
が
少
な
く
な

っ
た

人
と
接
す
る
機
会
が
減
り
、
子
育
て
に

関
す
る
情
報
が
得
に
く
く
な
っ
た

影
響
は
受
け
て
い
な
い

そ
の
他

無
回
答

全体 6751 9.3 4.0 16.0 1.9 22.9 17.9 16.2 1.7 38.4 24.2 6.0 1.9

問 14 母親就労 

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（時短
勤務含む） 

1761 10.5 3.6 23.3 1.8 22.3 16.9 11.4 3.2 30.2 24.9 6.0 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 

1081 9.1 3.7 13.4 2.2 15.5 17.9 11.2 1.2 46.2 24.6 6.6 1.5 

パート・アルバイトなど
で就労しており、産休・
育休・介護休業中では
ない 

1281 9.4 4.1 20.1 2.0 25.4 18.8 19.7 1.6 30.4 24.7 5.7 1.5 

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 

209 8.6 3.3 13.9 2.4 14.8 20.1 14.4 0.5 36.8 31.1 3.3 2.4 

以前は就労していた
が、現在は就労してい
ない 

2201 8.9 4.5 10.3 1.5 26.2 17.7 20.4 0.9 46.1 22.4 6.1 1.7 

これまで就労したこと
がない 

159 6.9 3.1 4.4 3.8 22.6 19.5 20.1 0.6 40.9 26.4 4.4 2.5 
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問 33 新型コロナウイルス感染症の流行前と流行後の子育てに対する、あなたのストレ

スの状況（〇は１つだけ） 

「どちらかと言えば、ストレスを感じることが増えた」の割合が 39.6％と最も高く、次いで「変

わらない（流行前と同じくらいストレスを感じている（又は感じていない）」の割合が 34.9％、

「ストレスを感じることが増えた」の割合が 20.4％となっています。 

回答者数 = 6,760

ストレスを感じることが

増えた

20.4％

どちらかと言えば、

ストレスを感じることが

増えた

39.6％

変わらない（流行前と同じ

くらいストレスを感じている

（又は感じていない）

34.9％

どちらかと言えば、ストレ

スを感じることが減った

2.9％

ストレスを感じることが

減った

1.1％
無回答

1.1％
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問 34  問 33  で「１」または「２」に〇をつけた方にうかがいます。 

その原因として、あてはまるものを教えてください。（〇はいくつでも） 

「他人とのつながりが減ったこと」の割合が 62.7％と最も高く、次いで「自分がリフレッシュ

する時間を持てなくなったこと」の割合が 55.3％、「他の子育て中の保護者との交流ができなく

なったこと」の割合が 48.1％となっています。 

回答者数 = 4,059 ％

他人とのつながりが減ったこと

自分がリフレッシュする時間を
持てなくなったこと

他の子育て中の保護者との
交流ができなくなったこと

地域のコミュニティに参加
できなくなったこと

子どもと接する時間が長く
なったこと

子どもとの過ごし方を考えなければ
ならなくなったこと

仕事と育児の両立が難しくなった
こと

子育ての悩みを誰にも相談できなく
なったこと

配偶者が子育てに非協力的である
こと

食事づくりなどの家事が増えたこと

その他

無回答

62.7

55.3

48.1

29.0

17.6

30.4

13.3

4.9

6.0

29.3

10.9

1.2

0 20 40 60 80 100
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問 35  新型コロナウイルス感染症の影響を受け、特に充実してほしいと感じた子育て支

援サービス等を教えてください。（〇はいくつでも） 

「手当や給付金など金銭面での支援」の割合が 56.5％と最も高く、次いで「子どもが楽しめる

遊びのアイディアや子育てに役立つ動画配信」の割合が 25.9％、「子育て支援サービスや子育て

の方法に関する積極的な情報提供」の割合が 21.7％となっています。 

回答者数 = 6,760 ％

子どもが楽しめる遊びのアイディアや
子育てに役立つ動画配信

子育て支援サービスや子育ての方法に
関する積極的な情報提供

電話やオンラインでの各種相談窓口

子どもや親同士が交流できるオンライン
サービス

オンラインでの学習サポート

就労を希望する子育て世帯への
就業支援

手当や給付金など金銭面での支援

家事や育児サポートなどの日常生活
支援

配食サービスなどの食事のサポート

配慮を要する子どもへの福祉サービス

いじめや虐待から子どもを守る取り組み

その他

無回答

25.9

21.7

5.7

9.0

14.7

14.1

56.5

21.0

18.8

8.5

13.6

3.2

11.6

0 20 40 60 80 100
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

子
ど
も
が
楽
し
め
る
遊
び
の
ア
イ
デ
ィ
ア

や
子
育
て
に
役
立
つ
動
画
配
信

子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
や
子
育
て
の
方
法

に
関
す
る
積
極
的
な
情
報
提
供

電
話
や
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
各
種
相
談
窓
口

子
ど
も
や
親
同
士
が
交
流
で
き
る
オ
ン
ラ

イ
ン
サ
ー
ビ
ス

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
学
習
サ
ポ
ー
ト

就
労
を
希
望
す
る
子
育
て
世
帯
へ
の
就
業

支
援

手
当
や
給
付
金
な
ど
金
銭
面
で
の
支
援

家
事
や
育
児
サ
ポ
ー
ト
な
ど
の
日
常
生
活

支
援

配
食
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
食
事
の
サ
ポ
ー
ト

配
慮
を
要
す
る
子
ど
も
へ
の
福
祉
サ
ー
ビ

スい
じ
め
や
虐
待
か
ら
子
ど
も
を
守
る
取
り

組
み

そ
の
他

無
回
答

全体 6760 25.9 21.7 5.7 9.0 14.7 14.1 56.5 21.0 18.8 8.5 13.6 3.2 11.6

問 32 新型コロナウイルス感染症の影響  

今までより世帯内で
の家事や育児の分担
ができるようになった

631 28.2 24.9 6.3 11.6 18.4 13.2 52.0 19.8 18.9 8.9 14.7 3.2 12.2 

今までより世帯内で
の家事や育児の分担
ができなくなった 

267 28.8 31.5 9.7 15.0 15.4 18.7 62.5 38.6 24.7 12.7 15.0 4.1 9.7 

子どもの預け先がな
くて困った 

1085 22.0 22.3 7.0 9.9 15.9 16.5 61.5 35.6 29.3 11.0 12.4 3.7 9.5 

自分の時間が増えた 126 27.8 16.7 8.7 10.3 19.8 15.9 62.7 15.9 19.0 7.9 14.3 4.0 14.3 

自分の時間が少なく
なった 

1547 27.0 22.3 6.5 9.8 19.2 17.5 62.1 33.7 28.7 11.8 13.1 3.7 9.4 

子どもとの時間が増
えて、子どもの成長
が感じられた 

1213 30.6 24.4 6.5 13.2 19.5 18.5 62.7 24.1 23.9 11.3 18.6 3.5 9.2 

子どもとの時間が増
えて、イライラするこ
とが多くなった 

1097 28.3 23.4 7.1 11.4 19.6 17.2 61.3 34.4 31.7 12.5 13.4 3.7 8.3 

子どもと接する時間
が少なくなった 

112 24.1 21.4 3.6 9.8 8.9 17.9 68.8 31.3 25.0 8.0 10.7 5.4 5.4 

人と接する機会が減
り、子育てに関する
情報が得にくくなった

2593 29.2 31.7 7.4 13.0 14.5 15.8 55.2 26.2 22.1 10.1 14.5 2.9 10.1 

影響は受けていない 1635 24.0 15.0 4.1 6.1 13.2 11.9 56.8 12.2 12.8 7.4 14.0 2.7 12.7 

その他 406 28.3 23.9 8.9 8.1 12.1 12.3 52.2 20.9 20.9 6.7 13.3 12.3 10.8 
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Ｋ．札幌市の子育て支援に関するご意見 

問 36 札幌市の子育て支援の取組について、ご意見があれば記入してください。 
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２ 子どもに関する調査 

（１）回答者属性 

問１ あなたの性別に○をつけてください。 

回答者の性別については、「男性」の割合が 47.0％、「女性」の割合が 49.5％、「どちらともい

えない」の割合が 1.4％、「答えたくない」の割合が 1.1％となっています。 

問２ 【10－12 歳】あなたの学年に〇をつけてください。 

【13－18 歳】あなたの今の状況に○をつけてください。 

【10－12 歳】 

学年について、10～12 歳では、「小学４年生」の割合が 21.7％、「小学５年生」の割合が 35.2％、

「小学６年生」の割合が 30.2％、「中学１年生」の割合が 12.3％となっています。

回答者数 = 341

小学４年生
21.7％

小学５年生
35.2％

小学６年生
30.2％

中学１年生
12.3％

無回答
0.6％

回答者数 = 727

男性
47.0％

女性
49.5％

どちらともいえない
1.4％

答えたくない
1.1％ 無回答

1.0％
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【13－18 歳】 

今の状況について、13～18 歳では、「中学生」の割合が 52.8％、「高校生」の割合が 42.2％、

「専門学校生」の割合が 1.3％、「大学生」の割合が 1.3％、「働いている」の割合が 1.0％、「そ

の他」の割合が 0.5％となっています。 

回答者数 = 386

中学生
52.8％

高校生
42.2％

専門学校生
1.3％

大学生
1.3％

働いている
1.0％

その他
0.5％

無回答
0.8％
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（２）ふだんの生活について 

問３ あなたが、夢中になれること、充実していると感じることは何ですか。 

あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

※「交際相手等といる時間」と「アルバイト」の選択肢は、13－18 歳のみの設問のため、割合については N=386 で除し

たものを掲載。 

夢中になれること、充実していることについては、「友達との遊び」の割合が 58.3％と最も高

く、次いで「動画鑑賞」の割合が 52.1％、「ゲーム機でのゲーム」の割合が 49.7％となっていま

す。  

回答者数 = 727 ％

スポーツ・運動

勉強

読書

趣味の活動

塾や習い事

家族と過ごす時間

友達との遊び

交際相手等といる時間

アルバイト

ボランティア活動

マンガ

ゲーム機でのゲーム

オンラインゲーム
（ネットゲーム）

動画鑑賞

音楽鑑賞

SNS

その他

特にない

無回答

44.0

22.4

33.4

48.8

21.2

37.6

58.3

7.5

3.1

2.5

38.8

49.7

36.0

52.1

40.7

23.9

5.2

0.4

0.8

0 20 40 60 80 100
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問４ あなたがふだんの生活の中で、ホッとでき、安心していられる場所はどこです

か。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

生活の中でホッとでき、安心していられる場所については、「自分の部屋」の割合が 72.2％と

最も高く、次いで「家族と過ごす部屋」の割合が 69.1％、「学校の教室」の割合が 27.5％となっ

ています。 

回答者数 = 727 ％

家族と過ごす部屋

自分の部屋

学校の教室

学校の保健室や部室、
図書室など

祖父母や親せきの家

友達の家

公園

図書館

児童会館など

塾や習い事の教室など

その他

特にない

無回答

69.1

72.2

27.5

11.0

27.2

13.2

8.9

11.3

3.6

12.0

3.9

4.4

0.8

0 20 40 60 80 100
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問５ あなたは、自分自身のことについて、どのように思いますか。それぞれの項目の

あてはまる番号に○をつけてください。 

【全体】 

単位：％ 

上段：実数
下段：割合

全

体

そ
う
思
う
（
a
）

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う
（
b
）

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

思
う
（
a 

+
 

b
）

①自分を大切に思ってくれる人がいる 
727 489 174 15 8 36 5 663

100.0 67.3 23.9 2.1 1.1 5.0 0.7 91.2

②自分は人から必要とされている 
727 251 282 64 31 92 7 533

100.0 34.5 38.8 8.8 4.3 12.7 1.0 73.3

③ほかのだれかや社会のために何かをしてあげたい 
727 363 261 42 23 31 7 624

100.0 49.9 35.9 5.8 3.2 4.3 1.0 85.8

④何かをやり遂げてうれしかったことがある 
727 560 119 10 3 24 11 679

100.0 77.0 16.4 1.4 0.4 3.3 1.5 93.4

⑤ものごとを調べたり考えたりすることは楽しいと思う 
727 345 251 79 27 20 5 596

100.0 47.5 34.5 10.9 3.7 2.8 0.7 82.0

⑥自分の考えを聞いてもらってうれしかったことがある 
727 396 197 61 30 36 7 593

100.0 54.5 27.1 8.4 4.1 5.0 1.0 81.6

⑦良いところばかりではないが、自分のことが好きだ 
727 259 230 92 73 69 4 489

100.0 35.6 31.6 12.7 10.0 9.5 0.6 67.3

⑦良いところばかりではないが、自分のことが好きだ 

【経年比較】 

令和２年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。  

％

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

わからない

無回答

35.6

31.6

12.7

10.0

9.5

0.6

32.4

35.2

14.2

9.6

8.1

0.6

0 20 40 60

令和３年度調査
（回答者数= 727）

令和２年度調査
（回答者数= 889）
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【10－12 歳】 

単位：％ 

上段：実数
下段：割合

全

体

そ
う
思
う
（
a
）

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う
（
b
）

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

思
う
（
a 

+
 

b
）

①自分を大切に思ってくれる人がいる 
341 241 67 7 5 20 1 308

100.0 70.7 19.6 2.1 1.5 5.9 0.3 90.3

②自分は人から必要とされている 
341 118 135 27 12 46 3 253

100.0 34.6 39.6 7.9 3.5 13.5 0.9 74.2

③ほかのだれかや社会のために何かをしてあげたい 
341 176 124 15 6 17 3 300

100.0 51.6 36.4 4.4 1.8 5.0 0.9 88.0

④何かをやり遂げてうれしかったことがある 
341 285 40 0 1 8 7 325

100.0 83.6 11.7 － 0.3 2.3 2.1 95.3

⑤ものごとを調べたり考えたりすることは楽しいと思う 
341 168 116 37 10 8 2 284

100.0 49.3 34.0 10.9 2.9 2.3 0.6 83.3

⑥自分の考えを聞いてもらってうれしかったことがある 
341 190 79 34 16 18 4 269

100.0 55.7 23.2 10.0 4.7 5.3 1.2 78.9

⑦良いところばかりではないが、自分のことが好きだ 
341 137 104 34 31 34 1 241

100.0 40.2 30.5 10.0 9.1 10.0 0.3 70.7

自分自身のことについて、いずれの項目でも、「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」

の割合が最も高く、『思う』（「そう思う」+「どちらかといえばそう思う」）はいずれも７割以上の

割合と高くなっている。一方、「そう思わない」は、いずれの項目でも１割以下となっている。 
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①自分を大切に思ってくれる人がいる 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

そ
う
思
う
（
a
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う
（
b
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

思
う
（
a 

+
 

b
）

全体 341 70.7 19.6 2.1 1.5 5.9 0.3

【性・学年別】

男性 小学４年生 40 77.5 15.0 2.5 5.0 － － 92.5 

    小学５年生 55 67.3 21.8 － 3.6 7.3 － 89.1 

    小学６年生 45 71.1 24.4 － － 4.4 － 95.5 

    中学１年生 25 68.0 20.0 4.0 4.0 4.0 － 88.0 

女性 小学４年生 32 71.9 18.8 3.1 － 6.3 － 90.7 

    小学５年生 64 62.5 20.3 4.7 － 12.5 － 82.8 

    小学６年生 58 81.0 15.5 － － 1.7 1.7 96.5 

    中学１年生 17 58.8 29.4 5.9 － 5.9 － 88.2 

②自分は人から必要とされている 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

そ
う
思
う
（
a
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う
（
b
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

思
う
（
a 

+
 

b
）

全体 341 34.6 39.6 7.9 3.5 13.5 0.9 74.2

【性・学年別】

男性 小学４年生 40 37.5 37.5 10.0 7.5 7.5 0.0 75.0 

    小学５年生 55 30.9 40.0 5.5 5.5 18.2 0.0 70.9 

    小学６年生 45 37.8 33.3 6.7 2.2 17.8 2.2 71.1 

    中学１年生 25 28.0 36.0 20.0 4.0 12.0 0.0 64.0 

女性 小学４年生 32 31.3 43.8 6.3 3.1 15.6 0.0 75.1 

    小学５年生 64 34.4 43.8 6.3 1.6 14.1 0.0 78.2 

    小学６年生 58 39.7 39.7 1.7 3.4 13.8 1.7 79.4 

    中学１年生 17 23.5 41.2 29.4 － 0.0 5.9 64.7 
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③ほかのだれかや社会のために何かをしてあげたい 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

そ
う
思
う
（
a
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う
（
b
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

思
う
（
a 

+
 

b
）

全体 341 51.6 36.4 4.4 1.8 5.0 0.9 88.0

【性・学年別】

男性 小学４年生 40 45.0 32.5 7.5 2.5 12.5 － 77.5 

    小学５年生 55 56.4 32.7 1.8 3.6 5.5 － 89.1 

    小学６年生 45 55.6 33.3 － 4.4 4.4 2.2 88.9 

    中学１年生 25 40.0 40.0 16.0 － 4.0 － 80.0 

女性 小学４年生 32 50.0 34.4 － 3.1 12.5 － 84.4 

    小学５年生 64 56.3 35.9 6.3 － 1.6 － 92.2 

    小学６年生 58 53.4 36.2 5.2 － 1.7 3.4 89.6 

    中学１年生 17 47.1 52.9 － － － － 100.0 

④何かをやり遂げてうれしかったことがある 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

そ
う
思
う
（
a
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う
（
b
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

思
う
（
a 

+
 

b
）

全体 341 83.6 11.7 － 0.3 2.3 2.1 95.3

【性・学年別】

男性 小学４年生 40 80.0 15.0 － － 2.5 2.5 95.0 

    小学５年生 55 90.9 7.3 － － 1.8 － 98.2 

    小学６年生 45 82.2 13.3 － 2.2 － 2.2 95.5 

    中学１年生 25 80.0 16.0 － － － 4.0 96.0 

女性 小学４年生 32 87.5 3.1 － － 3.1 6.3 90.6 

    小学５年生 64 76.6 18.8 － － 4.7 － 95.4 

    小学６年生 58 89.7 5.2 － － 3.4 1.7 94.9 

    中学１年生 17 70.6 23.5 － － － 5.9 94.1 
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⑤ものごとを調べたり考えたりすることは楽しいと思う 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

そ
う
思
う
（
a
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う
（
b
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

思
う
（
a 

+
 

b
）

全体 341 49.3 34.0 10.9 2.9 2.3 0.6 83.3

【性・学年別】

男性 小学４年生 40 47.5 32.5 7.5 7.5 5.0 － 80.0 

    小学５年生 55 52.7 30.9 10.9 1.8 3.6 － 83.6 

    小学６年生 45 42.2 35.6 17.8 4.4 － － 77.8 

    中学１年生 25 48.0 32.0 16.0 4.0 － － 80.0 

女性 小学４年生 32 37.5 53.1 6.3 － 3.1 － 90.6 

    小学５年生 64 54.7 28.1 10.9 3.1 3.1 － 82.8 

    小学６年生 58 60.3 27.6 6.9 1.7 1.7 1.7 87.9 

    中学１年生 17 35.3 52.9 5.9 － － 5.9 88.2 

⑥自分の考えを聞いてもらってうれしかったことがある 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

そ
う
思
う
（
a
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う
（
b
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

思
う
（
a 

+
 

b
）

全体 341 55.7 23.2 10.0 4.7 5.3 1.2 78.9

【性・学年別】

男性 小学４年生 40 55.0 27.5 12.5 5.0 － － 82.5 

    小学５年生 55 50.9 29.1 7.3 3.6 9.1 － 80.0 

    小学６年生 45 48.9 20.0 15.6 6.7 6.7 2.2 68.9 

    中学１年生 25 32.0 36.0 16.0 4.0 12.0 － 68.0 

女性 小学４年生 32 56.3 28.1 3.1 6.3 3.1 3.1 84.4 

    小学５年生 64 67.2 15.6 7.8 6.3 3.1 － 82.8 

    小学６年生 58 63.8 17.2 8.6 1.7 6.9 1.7 81.0 

    中学１年生 17 47.1 29.4 11.8 5.9 － 5.9 76.5 
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⑦良いところばかりではないが、自分のことが好きだ 

【経年比較】 

令和２年度調査と比較すると、大きな差異はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

そ
う
思
う
（
a
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う
（
b
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

思
う
（
a 

+
 

b
）

全体 341 40.2 30.5 10.0 9.1 10.0 0.3 70.7

【性・学年別】

男性 小学４年生 40 45.0 35.0 7.5 7.5 5.0 － 80.0 

    小学５年生 55 38.2 34.5 5.5 9.1 12.7 － 72.7 

    小学６年生 45 44.4 35.6 11.1 2.2 6.7 － 80.0 

    中学１年生 25 28.0 24.0 28.0 12.0 8.0 － 52.0 

女性 小学４年生 32 46.9 18.8 3.1 18.8 12.5 － 65.7 

    小学５年生 64 35.9 31.3 9.4 7.8 15.6 － 67.2 

    小学６年生 58 41.4 31.0 5.2 10.3 10.3 1.7 72.4 

    中学１年生 17 35.3 23.5 29.4 11.8 － － 58.8 

％

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

わからない

無回答

40.2

30.5

10.0

9.1

10.0

0.3

34.6

37.5

9.1

9.4

8.8

0.5

0 20 40 60

令和３年度調査
（回答者数= 341）

令和２年度調査
（回答者数= 373）
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【13－18 歳】 

単位：％ 

上段：実数
下段：割合

全

体

そ
う
思
う
（
a
）

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う
（
b
）

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

思
う
（
a 

+
 

b
）

①自分を大切に思ってくれる人がいる 
386 248 107 8 3 16 4 355

100.0 64.2 27.7 2.1 0.8 4.1 1.0 91.9

②自分は人から必要とされている 
386 133 147 37 19 46 4 280

100.0 34.5 38.1 9.6 4.9 11.9 1.0 72.6

③ほかのだれかや社会のために何かをしてあげたい 
386 187 137 27 17 14 4 324

100.0 48.4 35.5 7.0 4.4 3.6 1.0 83.9

④何かをやり遂げてうれしかったことがある 
386 275 79 10 2 16 4 354

100.0 71.2 20.5 2.6 0.5 4.1 1.0 91.7

⑤ものごとを調べたり考えたりすることは楽しいと思う 
386 177 135 42 17 12 3 312

100.0 45.9 35.0 10.9 4.4 3.1 0.8 80.9

⑥自分の考えを聞いてもらってうれしかったことがある 
386 206 118 27 14 18 3 324

100.0 53.4 30.6 7.0 3.6 4.7 0.8 84.0

⑦良いところばかりではないが、自分のことが好きだ 
386 122 126 58 42 35 3 248

100.0 31.6 32.6 15.0 10.9 9.1 0.8 64.2

自分自身のことについて、いずれの項目でも、「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」

の割合が最も高く、『思う』（「そう思う」+「どちらかといえばそう思う」）はいずれも６割以上の

割合と高くなっている。 
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①自分を大切に思ってくれる人がいる 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

そ
う
思
う
（
a
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う
（
b
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

思
う
（
a 

+
 

b
）

全体 386 64.2 27.7 2.1 0.8 4.1 1.0 91.9 

【性・今の状況別】

男性 中学生 93 64.5 28.0 1.1 2.2 3.2 1.1 92.5 

    高校生 78 60.3 29.5 5.1 － 5.1 － 89.8 

    専門学校生 2 50.0 50.0 － － － － 100.0 

    大学生 2 50.0 － － － 50.0 － 50.0 

    働いている 1 100.0 － － － － － 100.0 

    その他 1 － 100.0 － － － － －

女性 中学生 104 70.2 24.0 1.9 1.0 2.9 － 94.2 

    高校生 76 69.7 26.3 － － 3.9 － 96.0 

    専門学校生 3 66.7 33.3 － － － － 100.0 

    大学生 2 50.0 50.0 － － － － 100.0 

    働いている 3 33.3 66.7 － － － － 100.0 

    その他 1 － 100.0 － － － － －
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②自分は人から必要とされている 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

そ
う
思
う
（
a
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う
（
b
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

思
う
（
a 

+
 

b
）

全体 386 34.5 38.1 9.6 4.9 11.9 1.0 72.6 

【性・今の状況別】

男性 中学生 93 33.3 41.9 9.7 3.2 11.8 0.0 75.2 

    高校生 78 37.2 34.6 10.3 5.1 12.8 0.0 71.8 

    専門学校生 2 50.0 － － － 50.0 0.0 50.0 

    大学生 2 50.0 － － － 50.0 0.0 50.0 

    働いている 1 100.0 － － － 0.0 0.0 100.0 

    その他 1 － － － － 100.0 0.0 －

女性 中学生 104 39.4 35.6 8.7 5.8 10.6 0.0 75.0 

    高校生 76 31.6 47.4 6.6 3.9 9.2 1.3 79.0 

    専門学校生 3 33.3 33.3 33.3 － 0.0 0.0 66.6 

    大学生 2 50.0 50.0 － － 0.0 0.0 100.0 

    働いている 3 33.3 33.3 33.3 － 0.0 0.0 66.6 

    その他 1 － － － 100.0 0.0 0.0 －
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③ほかのだれかや社会のために何かをしてあげたい 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

そ
う
思
う
（
a
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う
（
b
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

思
う
（
a 

+
 

b
）

全体 386 48.4 35.5 7.0 4.4 3.6 1.0 83.9 

【性・今の状況別】

男性 中学生 93 41.9 44.1 4.3 6.5 3.2 － 86.0 

    高校生 78 52.6 26.9 12.8 5.1 2.6 － 79.5 

    専門学校生 2 50.0 50.0 － － － － 100.0 

    大学生 2 － － 50.0 － 50.0 － －

    働いている 1 100.0 － － － － － 100.0 

    その他 1 － 100.0 － － － － －

女性 中学生 104 54.8 35.6 2.9 2.9 2.9 1.0 90.4 

    高校生 76 52.6 34.2 7.9 2.6 2.6 － 86.8 

    専門学校生 3 － 66.7 － － 33.3 － －

    大学生 2 50.0 50.0 － － － － 100.0 

    働いている 3 33.3 33.3 33.3 － － － 66.6 

    その他 1 － － － 100.0 － － －
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④何かをやり遂げてうれしかったことがある 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

そ
う
思
う
（
a
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う
（
b
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

思
う
（
a 

+
 

b
）

全体 386 71.2 20.5 2.6 0.5 4.1 1.0 91.7 

【性・今の状況別】

男性 中学生 93 81.7 14.0 1.1 1.1 2.2 － 95.7 

    高校生 78 67.9 23.1 5.1 － 3.8 － 91.0 

    専門学校生 2 100.0 － － － － － 100.0 

    大学生 2 50.0 － － － 50.0 － 50.0 

    働いている 1 100.0 － － － － － 100.0 

    その他 1 100.0 － － － － － 100.0 

女性 中学生 104 70.2 22.1 1.9 － 5.8 － 92.3 

    高校生 76 73.7 18.4 2.6 1.3 2.6 1.3 92.1 

    専門学校生 3 100.0 － － － － － 100.0 

    大学生 2 50.0 50.0 － － － － 100.0 

    働いている 3 33.3 33.3 － － 33.3 － 66.6 

    その他 1 － 100.0 － － － － －
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⑤ものごとを調べたり考えたりすることは楽しいと思う 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

そ
う
思
う
（
a
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う
（
b
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

思
う
（
a 

+
 

b
）

全体 386 45.9 35.0 10.9 4.4 3.1 0.8 80.9 

【性・今の状況別】

男性 中学生 93 51.6 31.2 12.9 2.2 2.2 － 82.8 

    高校生 78 51.3 32.1 7.7 6.4 2.6 － 83.4 

    専門学校生 2 100.0 － － － － － 100.0 

    大学生 2 － 50.0 － － 50.0 － －

    働いている 1 100.0 － － － － － 100.0 

    その他 1 100.0 － － － － － 100.0 

女性 中学生 104 42.3 37.5 13.5 4.8 1.9 － 79.8 

    高校生 76 42.1 42.1 6.6 5.3 3.9 － 84.2 

    専門学校生 3 33.3 66.7 － － － － 100.0 

    大学生 2 50.0 50.0 － － － － 100.0 

    働いている 3 33.3 － 33.3 33.3 － － 33.3 

    その他 1 － － － － 100.0 － －
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⑥自分の考えを聞いてもらってうれしかったことがある 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

そ
う
思
う
（
a
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う
（
b
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

思
う
（
a 

+
 

b
）

全体 386 53.4 30.6 7.0 3.6 4.7 0.8 84.0 

【性・今の状況別】

男性 中学生 93 49.5 33.3 6.5 4.3 6.5 － 82.8 

    高校生 78 57.7 24.4 11.5 2.6 3.8 － 82.1 

    専門学校生 2 100.0 － － － － － 100.0 

    大学生 2 50.0 － － － 50.0 － 50.0 

    働いている 1 100.0 － － － － － 100.0 

    その他 1 － － － 100.0 － － －

女性 中学生 104 49.0 38.5 5.8 2.9 3.8 － 87.5 

    高校生 76 67.1 25.0 3.9 2.6 1.3 － 92.1 

    専門学校生 3 33.3 66.7 － － － － 100.0 

    大学生 2 50.0 50.0 － － － － 100.0 

    働いている 3 33.3 33.3 － － 33.3 － 66.6 

    その他 1 － － － － 100.0 － －
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⑦良いところばかりではないが、自分のことが好きだ 

【経年比較】 

令和２年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

そ
う
思
う
（
a
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う
（
b
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

思
う
（
a 

+
 

b
）

全体 386 31.6 32.6 15.0 10.9 9.1 0.8 64.2 

【性・今の状況別】

男性 中学生 93 37.6 28.0 20.4 6.5 7.5 － 65.6 

    高校生 78 34.6 37.2 12.8 7.7 7.7 － 71.8 

    専門学校生 2 100.0 － － － － － 100.0 

    大学生 2 － 50.0 － － 50.0 － －

    働いている 1 100.0 － － － － － 100.0 

    その他 1 － － － － 100.0 － －

女性 中学生 104 27.9 37.5 15.4 8.7 10.6 － 65.4 

    高校生 76 31.6 31.6 11.8 15.8 9.2 － 63.2 

    専門学校生 3 33.3 － － － 66.7 － 33.3 

    大学生 2 50.0 50.0 － － － － 100.0 

    働いている 3 － 33.3 66.7 － － － －

    その他 1 － － － 100.0 － － －

％

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

わからない

無回答

31.6

32.6

15.0

10.9

9.1

0.8

30.8

33.5

17.8

9.7

7.6

0.6

0 20 40

令和３年度調査
（回答者数= 386）

令和２年度調査
（回答者数= 516）
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問６ あなたには、近所(地域)の人たちとどのような関わりがありますか。 

あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

近所の人たちとの関わりについては、「近所(地域)の大人とあいさつしたり、話したりする」の

割合が 61.6％と最も高く、次いで「スポーツ・文化活動・地域の祭りなどのイベントに参加した

ことがある」の割合が 46.2％、「地域の大人が、子どもの見守りや犯罪防止など安全・安心を守

っている」の割合が 32.3％となっています。 

回答者数 = 727 ％

近所(地域) の大人とあいさつしたり、
話したりする

ときどき話をしたり遊びに行ける児童会
館や公園などの居場所がある

友達の親や高齢の方など、
大人との交流がある

スポーツ・文化活動・地域の祭りなどの
イベントに参加したことがある

地域のゴミ拾いや除雪などの
ボランティア活動に参加したことがある

地域の行事や活動に参加し、自分の
考えやアイデアを出したことがある

地域の大人が、子どもの見守りや
犯罪防止など安全・安心を守っている

その他

関わりはない

無回答

61.6

30.5

30.5

46.2

22.3

4.4

32.3

0.4

15.0

1.4

0 20 40 60 80 100
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【10－12 歳】 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

近
所(

地
域)

の
大
人
と
あ
い
さ
つ
し
た

り
、
話
し
た
り
す
る

と
き
ど
き
話
を
し
た
り
遊
び
に
行
け
る
児

童
会
館
や
公
園
な
ど
の
居
場
所
が
あ
る

友
達
の
親
や
高
齢
の
方
な
ど
、
大
人
と
の

交
流
が
あ
る

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
活
動
・
地
域
の
祭
り
な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
る

地
域
の
ゴ
ミ
拾
い
や
除
雪
な
ど
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
る

地
域
の
行
事
や
活
動
に
参
加
し
、
自
分
の

考
え
や
ア
イ
デ
ア
を
出
し
た
こ
と
が
あ
る

地
域
の
大
人
が
、
子
ど
も
の
見
守
り
や
犯

罪
防
止
な
ど
安
全
・
安
心
を
守
っ
て
い
る

そ
の
他

関
わ
り
は
な
い

無
回
答

全体 341 63.0 45.5 40.8 53.7 24.3 7.3 41.6 0.6 10.0 0.6

【学年別】

小学４年生 74 67.6 41.9 48.6 55.4 24.3 2.7 44.6 1.4 6.8 －

小学５年生 120 60.8 48.3 40.8 52.5 23.3 8.3 43.3 － 10.8 －

小学６年生 103 68.9 46.6 37.9 54.4 24.3 8.7 39.8 － 6.8 1.0 

中学１年生 42 50.0 42.9 35.7 52.4 28.6 9.5 35.7 2.4 19.0 2.4 

【13－18 歳】 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

近
所(

地
域)

の
大
人
と
あ
い
さ
つ
し
た

り
、
話
し
た
り
す
る

と
き
ど
き
話
を
し
た
り
遊
び
に
行
け
る
児

童
会
館
や
公
園
な
ど
の
居
場
所
が
あ
る

友
達
の
親
や
高
齢
の
方
な
ど
、
大
人
と
の

交
流
が
あ
る

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
活
動
・
地
域
の
祭
り
な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
る

地
域
の
ゴ
ミ
拾
い
や
除
雪
な
ど
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
る

地
域
の
行
事
や
活
動
に
参
加
し
、
自
分
の

考
え
や
ア
イ
デ
ア
を
出
し
た
こ
と
が
あ
る

地
域
の
大
人
が
、
子
ど
も
の
見
守
り
や
犯

罪
防
止
な
ど
安
全
・
安
心
を
守
っ
て
い
る

そ
の
他

関
わ
り
は
な
い

無
回
答

全体 386 60.4 17.4 21.5 39.6 20.5 1.8 24.1 0.3 19.4 2.1

【今の状況別】

中学生 204 62.7 20.1 21.6 43.1 20.1 0.5 26.0 0.5 15.7 1.0 

高校生 163 60.1 15.3 22.1 36.8 21.5 3.1 22.7 － 22.7 1.2 

専門学校生 5 20.0 － 20.0 20.0 － － － － 40.0 20.0 

大学生 5 60.0 － 20.0 60.0 20.0 － 20.0 － 20.0 －

働いている 4 75.0 25.0 25.0 25.0 50.0 25.0 50.0 － 25.0 －

その他 2 － － － － － － － － 100.0 －
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問７ あなたは、近所や地域とのつながりについて、どのように感じますか。 

あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

【全体】 

近所や地域のつながりをどのように感じているかについて、全体では「つながりはあまりない

が、今後必要」の割合が 26.0％と最も高く、次いで「つがなりはあるが、今後もっと必要」の割

合が 21.7％、「つながりは十分にある」の割合が 19.4％となっています。 

【経年比較】 

令和２年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

回答者数 = 727

つながりは十分にある（a）
19.4％

つながりはあるが、
今後もっと必要（b）

21.7％

つながりはあまりないが、今後必要
26.0％

つがなりはあまりない
が、特に必要もない

14.3％

わからない
17.6％

無回答
1.0％

つながりはある 

（ a + b ） 

41.1％ 

％

つながりは十分にある

つながりはあるが、
今後もっと必要

つながりはあまりないが、
今後必要

つがなりはあまりないが、
特に必要もない

わからない

無回答

19.4

21.7

26.0

14.3

17.6

1.0

16.6

22.4

23.8

18.2

18.6

0.3

0 20 40

令和３年度調査
（回答者数= 727）

令和２年度調査
（回答者数= 889）
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【10－12 歳】 

【経年比較】 

令和２年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

回答者数 = 341

つながりは十分にある（a）
19.6％

つながりはあるが、
今後もっと必要（b）

25.8％

つながりはあまりないが、今後必要
23.5％

つがなりはあまりない
が、特に必要もない

7.3％

わからない
22.6％

無回答
1.2％

つながりはある 

（ a + b ） 

45.4％ 

％

つながりは十分にある

つながりはあるが、
今後もっと必要

つながりはあまりないが、
今後必要

つがなりはあまりないが、
特に必要もない

わからない

無回答

19.6

25.8

23.5

7.3

22.6

1.2

21.7

24.7

19.8

11.0

22.3

0.5

0 20 40

令和３年度調査
（回答者数= 341）

令和２年度調査
（回答者数= 373）
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

つ
な
が
り
は
十
分
に

あ
る

つ
な
が
り
は
あ
る
が
、

今
後
も
っ
と
必
要

つ
な
が
り
は
あ
ま
り

な
い
が
、
今
後
必
要

つ
が
な
り
は
あ
ま
り

な
い
が
、
特
に
必
要
も

な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 341 19.6 25.8 23.5 7.3 22.6 1.2

【学年別】

小学４年生 74 18.9 24.3 27.0 2.7 25.7 1.4 

小学５年生 120 20.8 23.3 22.5 7.5 25.8 －

小学６年生 103 18.4 32.0 19.4 9.7 18.4 1.9 

中学１年生 42 21.4 21.4 28.6 9.5 16.7 2.4 

【13－18 歳】 

回答者数 = 386

つながりは十分にある（a）
19.2％

つながりはあるが、
今後もっと必要（b）

18.1％

つながりはあまりないが、今後必要
28.2％

つがなりはあまりないが、
特に必要もない

20.5％

わからない
13.2％

無回答
0.8％

つながりはある 

（ a + b ） 

37.3％ 
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【経年比較】 

令和２年度調査と比較すると、「つながりは十分にある」の割合が低下しています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

つ
な
が
り
は
十
分
に

あ
る

つ
な
が
り
は
あ
る
が
、

今
後
も
っ
と
必
要

つ
な
が
り
は
あ
ま
り

な
い
が
、
今
後
必
要

つ
が
な
り
は
あ
ま
り

な
い
が
、
特
に
必
要
も

な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 386 19.2 18.1 28.2 20.5 13.2 0.8

【今の状況別】

中学生 204 18.6 18.6 28.4 17.2 17.2 －

高校生 163 20.9 18.4 30.1 22.7 8.0 －

専門学校生 5 － － 20.0 60.0 20.0 －

大学生 5 40.0 － 20.0 20.0 20.0 －

働いている 4 － 50.0 － 50.0 － －

その他 2 － － － 50.0 50.0 －

令和３年度調査
（回答者数= 386）

令和２年度調査
（回答者数= 516）

％

つながりは十分にある

つながりはあるが、
今後もっと必要

つながりはあまりないが、
今後必要

つがなりはあまりないが、
特に必要もない

わからない

無回答

19.2

18.1

28.2

20.5

13.2

0.8

13.0

20.7

26.7

23.4

15.9

0.2

0 20 40
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問８ あなたは、次のことについて自分の考えや思いがあるときに、それを言うことは

できますか。それぞれの項目のあてはまる番号に○をつけてください。 

単位：％ 

上段：実数
下段：割合

全

体

言
う
こ
と
が
で
き
る

だ
い
た
い
は
言
う
こ
と
が
で
き
る

あ
ま
り
言
う
こ
と
が
で
き
な
い

言
う
こ
と
が
で
き
な
い

特
に
言
い
た
い
こ
と
が
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

①家庭における大事な物事やルールについて 
727 286 253 66 14 66 37 5

100.0 39.3 34.8 9.1 1.9 9.1 5.1 0.7

②学校行事の企画や運営について 
727 204 223 129 43 85 37 6

100.0 28.1 30.7 17.7 5.9 11.7 5.1 0.8

③学校の部活動の活動内容について 
727 198 187 93 39 106 94 10

100.0 27.2 25.7 12.8 5.4 14.6 12.9 1.4

④学校の決まりごとについて 
727 181 192 125 66 128 25 10

100.0 24.9 26.4 17.2 9.1 17.6 3.4 1.4

⑤地域で行われている行事などの取組について 
727 63 71 129 74 230 153 7

100.0 8.7 9.8 17.7 10.2 31.6 21.0 1.0

⑥札幌市のまちづくりや市役所の仕事について 
727 44 62 110 85 221 199 6

100.0 6.1 8.5 15.1 11.7 30.4 27.4 0.8

自分の考えや思いを言える機会があるかについては、①～④の家庭や学校といった身近な事柄

に関しては「言うことができる」・「だいたいは言うことができる」の割合が高くなっている。一

方⑤、⑥の地域や行政など直接的な関わりが少ないことに関しては、「特に言いたいことがない」

の割合が最も高く、「わからない」・「あまり言うことができない」の割合も高い。 
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（３）困ったときのことについて 

問９ あなたは、日ごろの生活の中で何か困っていることや嫌なこと（悩みごと）がり

ますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

日ごろの生活の中で困っていること、嫌なこと（悩みごと）については、「勉強のこと」の割合

が 35.6％と最も高く、次いで「特にない」の割合が 35.5％、「受験や進学のこと」の割合が 26.4％

となっています。 

回答者数 = 727 ％

親との関係

友達との関係

学校の先生との関係

勉強のこと

受験や進学のこと

就職など将来のこと

部活動や習い事のこと

家計などお金のこと

自分の心のこと

自分の体のこと

性に関すること

その他

特にない

無回答

7.4

18.7

6.7

35.6

26.4

22.0

8.8

9.6

13.1

9.8

2.1

2.5

35.5

2.5

0 20 40
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問 10 あなたは、悩みごとがある場合にだれに相談しますか。あてはまるものにいくつ

でも○をつけてください。 

悩みごとの相談先については、「母親」の割合が 72.9％と最も高く、次いで「友達」の割合が

63.7％、「父親」の割合が 43.5％となっています。 

回答者数 = 727 ％

父親

母親

兄弟姉妹

祖父母や親せき

友達

近所(地域) の大人

学校の担任の先生

学校の担任以外の先生

学校のスクール
カウンセラーなど

児童会館などの職員

インターネット上の知り合い

電話相談などの相談員

その他

相談できる人はいない

無回答

43.5

72.9

21.5

15.8

63.7

0.8

35.6

9.5

5.2

1.4

4.3

3.4

3.9

4.3

1.2

0 20 40 60 80 100
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問 11 生活の中で、あなたを言葉や力で傷つけやすいと感じる人はいますか。いる場合

には、あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

生活の中で、言葉や力で傷つけやすいと感じる人については、「そういう人はいない」の割合が

60.2％と最も高く、次いで「友達」の割合が 20.5、「兄弟姉妹」の割合が 10.3％となっています。 

回答者数 = 727 ％

父親

母親

兄弟姉妹

祖父母や親せき

友達

近所(地域) の大人

学校の先生

学校以外の施設・団体の
職員や大人

インターネット上の知り合い

その他

そういう人はいない

無回答

6.7

6.7

10.3

1.0

20.5

0.6

6.9

0.3

2.1

2.5

60.2

3.6

0 20 40 60 80 100
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問 12 次の相談機関のうち、あなたが知っているところや利用したことのあるところは

ありますか。それぞれあてはまる番号に○をつけてください。 

単位：％ 

上段：実数
下段：割合

全

体

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る

知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た
こ
と
は
な
い

名
前
だ
け
聞
い
た
こ
と
が
あ
る

知
ら
な
い

無
回
答

①学校のスクールカウンセラーなど 
727 61 446 136 75 9

100.0 8.4 61.3 18.7 10.3 1.2

②子どもアシストセンター 
(札幌市子どもの権利救済機関) 

727 3 259 143 304 18

100.0 0.4 35.6 19.7 41.8 2.5

③いじめ電話相談(少年相談室)  
727 4 382 192 135 14

100.0 0.6 52.5 26.4 18.6 1.9

④24 時間子供 SOS ダイヤル 
727 4 306 162 240 15

100.0 0.6 42.1 22.3 33.0 2.1

⑤教育相談室(ちえりあ・まこまる) 
727 25 215 128 341 18

100.0 3.4 29.6 17.6 46.9 2.5

⑥児童相談所 
727 8 362 188 154 15

100.0 1.1 49.8 25.9 21.2 2.1

⑦各区家庭児童相談室(各区保健センター) 
727 4 167 130 409 17

100.0 0.6 23.0 17.9 56.3 2.3

⑧児童家庭支援センター 
727 0 183 135 391 18

100.0 0.0 25.2 18.6 53.8 2.5

⑨子どもの人権 110 番(札幌法務局)  
727 1 248 164 296 18

100.0 0.1 34.1 22.6 40.7 2.5

⑩子どもの権利 110 番(札幌弁護士会)  
727 0 228 153 330 16

100.0 0.0 31.4 21.0 45.4 2.2

⑪子どもの権利 110 番 
(北海道警察少年サポートセンター) 

727 1 230 151 326 19

100.0 0.1 31.6 20.8 44.8 2.6

⑫チャイルドラインほっかいどう 
727 3 275 149 285 15

100.0 0.4 37.8 20.5 39.2 2.1

各相談機関の認知度や利用の有無について、利用したことがある人は、「学校のスクールカウ

ンセラーなど」が 8.4％と最も高くなっている。認知度については、「利用したことがある」・「知

っているが利用したことがない」・「名前だけ聞いたことがある」の和を『知っている』とすると、

『知っている』割合が７割を超えているの項目は「①学校のスクールカウンセラーなど」・「③い

じめ電話相談（少年相談室）」・「⑥児童相談所」となっている。 
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（４）子どもの権利について 

問 13 あなたは「子どもの権利」について聞いたことがありますか。また、内容につい

てどのくらい知っていますか。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

【全体】 

子どもの権利の認知度について、全体では、『聞いたことがある』（「聞いたことがあり、内容も

ある程度知っている」＋「聞いたことがあり、内容を少しだけ知っている」＋「聞いたことはあ

るが、内容はわからない」）が 70.2％となっており、「聞いたことはない」は 27.0％となってい

る。 

【経年比較】 

令和２年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

回答者数 = 727

聞いたことがあり、
内容もある程度

知っている（a）

13.9％

聞いたことがあり、
内容を少しだけ

知っている（b）

23.0％

聞いたことはあるが、
内容はわからない（c）

33.3％

聞いたことはない
27.0％

無回答
2.9％

聞いたことがある 

（ a + b + c ） 

70.2％ 

％

聞いたことがあり、
内容もある程度知っている

聞いたことがあり、
内容を少しだけ知っている

聞いたことはあるが、
内容はわからない

聞いたことはない

無回答

13.9

23.0

33.3

27.0

2.9

13.0

26.4

31.5

28.5

0.6

0 20 40

令和３年度調査
（回答者数= 727）

令和２年度調査
（回答者数= 889）
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【10－12 歳】 

【経年比較】 

令和２年度調査と比較すると、「聞いたことはない」の割合が低下しています。 

回答者数 = 341

聞いたことがあり、
内容もある程度

知っている（a）

12.6％

聞いたことがあ
り、内容を少しだ

け知っている（b）

25.2％

聞いたことはあるが、
内容はわからない（c）

24.3％

聞いたことはない
32.3％

無回答
5.6％

聞いたことがある 

（ a + b + c ） 

62.1％ 

％

聞いたことがあり、
内容もある程度知っている

聞いたことがあり、
内容を少しだけ知っている

聞いたことはあるが、
内容はわからない

聞いたことはない

無回答

12.6

25.2

24.3

32.3

5.6

8.8

28.4

25.2

37.5

0.0

0 20 40

令和３年度調査
（回答者数= 341）

令和２年度調査
（回答者数= 373）
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

聞
い
た
こ
と
が
あ
り
、
内
容

も
あ
る
程
度
知
っ
て
い
る

聞
い
た
こ
と
が
あ
り
、
内
容

を
少
し
だ
け
知
っ
て
い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る
が
、

内
容
は
わ
か
ら
な
い

聞
い
た
こ
と
は
な
い

無
回
答

全体 341 12.6 25.2 24.3 32.3 5.6

【学年別】

男性 小学４年生 40 12.5 10.0 15.0 55.0 7.5 

    小学５年生 55 14.5 21.8 27.3 25.5 10.9 

    小学６年生 45 17.8 26.7 20.0 33.3 2.2 

    中学１年生 25 16.0 28.0 20.0 28.0 8.0 

女性 小学４年生 32 3.1 18.8 34.4 34.4 9.4 

    小学５年生 64 7.8 28.1 26.6 34.4 3.1 

    小学６年生 58 15.5 34.5 22.4 24.1 3.4 

    中学１年生 17 5.9 29.4 35.3 29.4 －

【13－18 歳】 

回答者数 = 386

聞いたことがあり、
内容もある程度

知っている（a）

15.0％

聞いたことがあ
り、内容を少しだ

け知っている（b）

21.0％

聞いたことはあるが、
内容はわからない（c）

41.2％

聞いたことはない
22.3％

無回答
0.5％

聞いたことがある 

（ a + b + c ） 

77.2％ 
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【経年比較】 

令和２年度調査と比較すると、「聞いたことはあるが、内容はわからない」の割合が上昇してい

ます。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

聞
い
た
こ
と
が
あ
り
、
内
容

も
あ
る
程
度
知
っ
て
い
る

聞
い
た
こ
と
が
あ
り
、
内
容

を
少
し
だ
け
知
っ
て
い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る
が
、

内
容
は
わ
か
ら
な
い

聞
い
た
こ
と
は
な
い

無
回
答

全体 386 15.0 21.0 41.2 22.3 0.5

【性・今の状況別】

男性 中学生 93 10.8 22.6 43.0 23.7 －

    高校生 78 15.4 21.8 46.2 15.4 1.3 

    専門学校生 2 － － － 100.0 －

    大学生 2 － － 50.0 50.0 －

    働いている 1 100.0 － － － －

    その他 1 100.0 － － － －

女性 中学生 104 11.5 22.1 35.6 30.8 －

    高校生 76 18.4 21.1 47.4 13.2 －

    専門学校生 3 33.3 － 33.3 33.3 －

    大学生 2 － 50.0 50.0 － －

    働いている 3 33.3 － 33.3 33.3 －

    その他 1 － － － 100.0 －

％

聞いたことがあり、
内容もある程度知っている

聞いたことがあり、
内容を少しだけ知っている

聞いたことはあるが、
内容はわからない

聞いたことはない

無回答

15.0

21.0

41.2

22.3

0.5

16.1

25.0

36.0

21.9

1.0

0 20 40 60

令和３年度調査
（回答者数= 386）

令和２年度調査
（回答者数= 516）
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※13－18 歳のみの設問 

問 14 子どもの権利条例では、子どもの権利を「安心して生きる権利」「自分らしく生

きる権利」「豊かに育つ権利」「参加する権利」に大きく分け、21 の権利を挙げてい

ます。あなたは、子どもの権利の中で、大切にされていないと思うものはあります

か。 

① 「安心して生きる権利」について 

② 「自分らしく生きる権利」について 

回答者数 = 386 ％

命が守られ、平和と安全のもとに
暮らすこと

愛情を持ってはぐくまれること

いじめ、虐待、体罰などから
心や体が守られること

障がい、民族、国籍、性別、家族のこと
など、どんな理由にせよ、差別などを
受けないこと

自分を守るために必要な情報や知識を
得ること

気軽に相談し、適切な支援を受ける
こと

11.9

8.5

39.9

39.1

14.2

21.0

0 20 40 60

回答者数 = 386 ％

かけがえのない自分を大切にすること

個性や他人との違いを認められ、
一人の人間として尊重されること

自分が思ったこと、感じたことを自由に
表現すること

プライバシーが守られること

15.5

34.5

30.1

24.6

0 20 40 60
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③ 「豊かに育つ権利」について 

④ 「参加する権利」について 

※「無回答」は①～④の全てに対して割合となっております。 

子どもの権利の中で大切にされていないと思うものについては、「いじめ、虐待、体罰などから

心や体が守られること」の割合が 39.9％と最も高く、次いで「障がい、民族、国籍、性別、家族

のことなど、どんな理由にせよ、差別などを受けないこと」の割合が 39.1％、「個性や他人との

違いを認められ、一人の人間として尊重されること」の割合が 34.5％となっています。 

回答者数 = 386 ％

学び、遊び、休息すること

健康的な生活を送ること

自分に関係することを、年齢や成長に
応じて、適切な助言等の支援を受け、
自分で決めること

夢に向かってチャレンジし、失敗しても
新たなチャレンジをすること

様々な芸術、文化、スポーツに
触れ親しむこと

札幌の文化や雪国の暮らしを学び、
自然と触れ合うこと

地球環境の問題について学び、
豊かな環境を保つために行動すること

15.3

11.1

17.1

17.4

7.3

8.8

22.3

0 20 40 60

回答者数 = 386 ％

家庭、学校、施設、地域や札幌市の
取組などあらゆる場で、自分に関わる
ことについて、意見を表明すること

表明した意見について、年齢や成長に
応じてふさわしい配慮がなされること

適切な情報提供を受けるなど、
参加に必要な支援を受けること

仲間をつくり、集まること

無回答

20.2

19.2

18.1

8.8

23.1

0 20 40 60



179

※（10－12 歳）では問 14 

問 15 生活全体を考えたとき、札幌市では、子どもの権利が大切にされていると思いま

すか。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

【全体】 

子どもの権利が大切にされていると思うかについて、全体では『大切にされている』（「大切に

されている場合が多い」＋「どちらかというと大切にされている場合が多い」）が 58.5％となっ

ている。一方、「どちらかというと大切にされていない場合が多い」は 6.1％、「大切にされてい

ない場合が多い」は 3.6％、「わからない」は 27.9％となっている。 

【経年比較】 

令和２年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

回答者数 = 727

大切にされている
場合が多い（a）

23.5％

どちらかというと
大切にされている

場合が多い（b）

34.9％

どちらかというと
大切にされていない

場合が多い

6.1％

大切にされていない
場合が多い

3.6％

わからない
27.9％

無回答
4.0％

大切にされている 

（ a + b ） 

58.5％ 

％

大切にされている場合が多い

どちらかというと大切にされて
いる場合が多い

どちらかというと大切にされて
いない場合が多い

大切にされていない場合が
多い

わからない

無回答

23.5

34.9

6.1

3.6

27.9

4.0

27.7

34.6

5.2

2.8

26.8

2.9

0 20 40

令和３年度調査
（回答者数= 727）

令和２年度調査
（回答者数= 889）
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【10－12 歳】 

【経年比較】 

令和２年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

回答者数 = 341

大切にされている
場合が多い（a）

23.5％

どちらかというと
大切にされている

場合が多い（b）

31.1％

どちらかというと
大切にされていない

場合が多い

5.6％

大切にされていない
場合が多い

4.1％

わからない
30.2％

無回答
5.6％

大切にされている 

（ a + b ） 

54.6％ 

％

大切にされている場合が多い

どちらかというと大切にされて
いる場合が多い

どちらかというと大切にされて
いない場合が多い

大切にされていない場合が
多い

わからない

無回答

23.5

31.1

5.6

4.1

30.2

5.6

29.8

30.6

4.3

1.1

31.1

3.2

0 20 40

令和３年度調査
（回答者数= 341）

令和２年度調査
（回答者数= 373）
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単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

大
切
に
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
大
切
に
さ
れ
て

い
る
場
合
が
多
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
大
切
に
さ
れ
て

い
な
い
場
合
が
多
い

大
切
に
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 341 23.5 31.1 5.6 4.1 30.2 5.6

【学年別】

小学４年生 74 32.4 20.3 5.4 4.1 29.7 8.1 

小学５年生 120 26.7 24.2 5.8 2.5 34.2 6.7 

小学６年生 103 19.4 35.0 3.9 6.8 32.0 2.9 

中学１年生 42 9.5 59.5 9.5 2.4 14.3 4.8 

【13－18 歳】 

回答者数 = 386

大切にされている
場合が多い（a）

23.6％

どちらかというと
大切にされている

場合が多い（b）

38.3％

どちらかというと
大切にされていない

場合が多い

6.5％

大切にされていない
場合が多い

3.1％

わからない
25.9％

無回答
2.6％

大切にされている 

（ a + b ） 

61.9％ 
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【経年比較】 

令和２年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
）

大
切
に
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
大
切
に
さ
れ
て

い
る
場
合
が
多
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
大
切
に
さ
れ
て

い
な
い
場
合
が
多
い

大
切
に
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 386 23.6 38.3 6.5 3.1 25.9 2.6

【今の状況別】 

中学生 204 23.5 38.2 5.9 2.9 27.9 1.5 

高校生 163 25.2 38.7 6.7 3.1 23.9 2.5 

専門学校生 5 20.0 20.0 20.0 － 20.0 20.0 

大学生 5 － 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

働いている 4 － 50.0 － － 50.0 －

その他 2 50.0 50.0 － － － －

％

大切にされている場合が多い

どちらかというと大切にされて
いる場合が多い

どちらかというと大切にされて
いない場合が多い

大切にされていない場合が
多い

わからない

無回答

23.6

38.3

6.5

3.1

25.9

2.6

26.2

37.6

5.8

4.1

23.6

2.7

0 20 40

令和３年度調査
（回答者数= 386）

令和２年度調査
（回答者数= 516）


