
第２期尾道市子ども・子育て支援事業計画
中間評価のためのアンケート調査

報 告 書

令和４年12月
尾道市





目  次

Ⅰ 調査の概要

１ 調査目的································································1

２ 調査方法································································1

３ 回収結果································································1

４ 報告書の見方····························································1

Ⅱ 調査結果

１ 属性····································································2

２ 家庭の状況

(1) 暮らしの状況··························································5

(2) 主な教育者····························································6

(3) 子どもをみてもらえる親族・知人の有無 ··································7

３ 両親の就労状況

(1) 母親の就労状況························································9

(2) 父親の就労状況·······················································13

(3) 共働きの状況·························································15

４ 教育・保育事業の利用

(1) 教育・保育事業の利用状況 ·············································16

(2) 教育・保育事業の利用希望 ·············································25

５ 病気の際の対応

(1) 病気等により幼稚園・保育所(園)等を利用できなかった経験 ···············30

(2) 病児・病後児保育施設等の利用希望 ·····································32

６ 不定期の保育事業

(1) 不定期に利用したサービス ·············································33

(2) 不定期に子どもを預ける事業の利用希望 ·································35

(3) 家族以外に泊まりがけで子どもを預けた経験 ·····························36

７ 放課後の過ごし方

(1) 放課後の過ごし方·····················································37

(2) 放課後児童クラブの利用状況 ···········································39

(3) 放課後児童クラブに対する要望 ·········································42

(4) 放課後児童クラブを利用していない理由 ·································43

(5) 今後の放課後児童クラブの利用希望 ·····································44

８ 育児休業

(1) 育児休業取得状況·····················································46



９ 仕事と子育ての両立

(1) 出産前後の離職状況···················································49

(2) 両親の育児への関わり方···············································50

10 子育て支援センター

(1) 子育て支援センター等の利用状況 ·······································53

(2) 今後の子育て支援センターの利用希望 ···································58

11 子育て全般

(1) 子育てに関する不安や負担の程度 ·······································61

(2) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による生活の変化 ···················65

(3) 虐待経験·····························································68

(4) 「キッズＷｅｂ☆尾道」の利用状況 ·····································77

(5) 相談先の有無·························································79

(6) 公的相談機関等の認知度・利便性 ·······································83

(7) 健康づくり支援等の満足度 ·············································89

(8) 子育てに関する情報の入手状況 ·········································95

(9) 「ＣｏＤＭＯＮ（コドモン）」の利用経験 ·······························101

(10) 幼児期の教育環境の充実度 ···········································103

(11) 出産や子育てにかかる費用の負担の程度 ·······························104

(12) 子どもの居場所について·············································106

(13) 子どもの成長にとって良好な情報環境の整備状況 ·······················108

(14) 地域での、子どもが被害となる事故や犯罪への不安の程度 ···············109

(15) 子どもが自然・社会・文化などの経験をできる地域だと感じるか ·········111

(16) 地域の人々や社会全体の支えの感じ方 ·································112

(17) 尾道市の子育てのしやすさの評価 ·····································114

12 指標に関する調査結果··················································120



1

Ⅰ 調査の概要

１ 調査目的

市内の子育てを行う世帯の現在の幼児教育・保育事業の利用状況や今後の利用希望、子育て

についての要望等を把握し、尾道市子ども・子育て支援事業計画中間評価の基礎資料とするこ

とを目的とする。

２ 調査方法

(1) 調査地域  尾道市全域

(2) 抽出方法  市内に居住する、０歳から小学校６年生までの児童がいる家庭の中から無作

為抽出

(3) 調査方法  郵送による配布、督促状１回発送

(4) 調査対象  就学前児童 2,000 世帯・小学生 2,000 世帯

(5) 調査時期  令和 4年 7月 21日～令和 4 年 8月 15 日（令和 4年 9月 27 日回収分まで含む）

３ 回収結果

配布数（票） 有効回収数（票） 有効回答率（％）

就学前児童 2,000 票 1,117 票 55.9％

小学生 2,000 票 1,017 票 50.9％

４ 報告書の見方

 本文及び図中に示した調査結果の数値は百分比（％）で示してある。これらの数値は小数点

以下第２位を四捨五入しているため、全項目の回答比率の合計が 100.0％とならない場合が

ある。

 ２つ以上の回答（複数回答）を求めた質問では、回答比率の合計が 100.0％を超えることが

ある。

 グラフ中の「ｎ」は質問に対する回答数であり、100.0％が何人の回答に相当するかを示す比

率算出の基数である。

 年齢・地域別分析の精度を高めるため、人口比率の小さい年齢・地域別の抽出率を高くして

対象者の抽出を行った。そのため、年齢・地域別回答数の母集団に占める割合の差を調整す

るために、母集団数に対する回答数の割合より算出した係数を乗じ、母集団の年齢・地域比

率に補正した規正標本数をもって集計を行っている。



2

Ⅱ 調査結果

１ 属性

＊規正標本数とは、母集団の年齢・地域比率に補正し、集計した数値であり、小数点第 1 位を四捨五入し

ている

(1) 年齢・学年（令和４年４月１日現在）

（就学前児童）               （小学生）

(2) 居住地域

（就学前児童）               （小学生）

(3)-1 世帯構成

（就学前児童）               （小学生）

回答数 規正標本数 割合

尾道地域 477 790 70.7% 

御調地域 86 41 3.7% 

向島地域 222 109 9.7% 

因島地域 221 122 10.9% 

生口島地域 98 42 3.8% 

無回答 13 13 1.2% 

回答数 規正標本数 割合

0歳 201 154 13.8% 

1歳 175 165 14.7% 

2歳 196 187 16.8% 

3歳 175 213 19.1% 

4歳 174 190 17.0% 

5歳 190 202 18.1% 

無回答 6 6 0.5% 

回答数 規正標本数 割合

二世代世帯

（子どもと親）
936 960 85.9% 

三世代世帯

（子どもと親と祖父母）
158 135 12.1% 

その他の世帯 19 19 1.7% 

無回答 4 3 0.3% 

回答数 規正標本数 割合

1年生 157 152 14.9% 

2年生 166 159 15.6% 

3年生 176 161 15.8% 

4年生 157 171 16.8% 

5年生 149 157 15.5% 

6年生 186 192 18.8% 

無回答 26 26 2.6% 

回答数 規正標本数 割合

尾道地域 437 691 67.9% 

御調地域 102 40 3.9% 

向島地域 117 93 9.1% 

因島地域 187 113 11.1% 

生口島地域 139 46 4.5% 

無回答 35 35 3.4% 

回答数 規正標本数 割合

二世代世帯

（子どもと親）
784 803 79.0% 

三世代世帯

（子どもと親と祖父母）
179 159 15.6% 

その他の世帯 27 29 2.8% 

無回答 27 26 2.6% 



3

回答数 規正標本数 割合

一緒に住んでいる 1,106 1,107 99.1% 

単身赴任や入院など
で別に住んでいる

3 5 0.4% 

その他

（死別・未婚・離婚等）
5 3 0.3% 

無回答 3 3 0.2% 

回答数 規正標本数 割合

一緒に住んでいる 1,019 1,015 90.9% 

単身赴任や入院など
で別に住んでいる

29 33 2.9% 

その他

（死別・未婚・離婚等）
54 53 4.8% 

無回答 15 16 1.4% 

回答数 規正標本数 割合

一緒に住んでいる 984 982 96.6% 

単身赴任や入院など
で別に住んでいる

1 0 0.0% 

その他

（死別・未婚・離婚等）
6 8 0.8% 

無回答 26 26 2.6% 

回答数 規正標本数 割合

一緒に住んでいる 849 839 82.5% 

単身赴任や入院など
で別に住んでいる

34 40 4.0% 

その他

（死別・未婚・離婚等）
90 91 9.0% 

無回答 44 46 4.5% 

(3)-2 世帯構成（ひとり親世帯の有無）

（就学前児童）               （小学生）

(4) 両親の状況

＜母親＞

（就学前児童）               （小学生）

＜父親＞

（就学前児童）               （小学生）

(5) きょうだいの人数

（就学前児童）               （小学生）

回答数 規正標本数 割合

両親世帯 1,043 1,045 93.6% 

母子世帯 53 53 4.7% 

父子世帯 4 2 0.2% 

その他の世帯 1 1 0.1% 

無回答 16 16 1.5% 

回答数 規正標本数 割合

両親世帯 880 877 86.3% 

母子世帯 86 85 8.4% 

父子世帯 2 1 0.1% 

その他の世帯 3 5 0.5% 

無回答 46 48 4.7% 

回答数 規正標本数 割合

1人 125 133 13.0% 

2人 451 451 44.3% 

3人以上 405 402 39.5% 

無回答 36 32 3.1% 

回答数 規正標本数 割合

1人 285 278 24.9% 

2人 529 554 49.6% 

3人以上 297 278 24.9% 

無回答 6 7 0.6% 
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(6) 末子の年齢（令和４年４月１日現在）

（就学前児童）               （小学生）

(7) 調査票回答者

（就学前児童）               （小学生）

回答数 規正標本数 割合

母親 901 908 89.3% 

父親 87 78 7.7% 

その他 4 6 0.6% 

無回答 25 25 2.5% 

回答数 規正標本数 割合

母親 1,021 1,016 91.0% 

父親 87 90 8.0% 

その他 7 9 0.8% 

無回答 2 2 0.2% 

回答数 規正標本数 割合

0歳 237 245 29.4% 

1歳 169 173 20.8% 

2歳 126 127 15.2% 

3歳 98 104 12.5% 

4歳 70 71 8.5% 

5歳 69 59 7.1% 

無回答 57 53 6.4% 

回答数 規正標本数 割合

5歳以下 317 320 37.6% 

6歳 106 98 11.5% 

7歳 89 91 10.7% 

8歳 105 100 11.7% 

9歳 76 88 10.3% 

10歳 65 57 6.7% 

11歳 64 72 8.4% 

無回答 34 27 3.2% 
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7.3 

9.8 

42.5 

43.5 

46.2 

42.5 

2.8 

1.4 

1.2 

2.9 

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

就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)

大変苦しい やや苦しい ややゆとりがある 大変ゆとりがある 無回答

7.3 

9.7 

9.8 

9.9 

42.5 

46.0 

43.5 

47.4 

46.2 

40.3 

42.5 

39.7 

2.8 

1.8 

1.4 

1.1 

1.2 

2.2 

2.9 

1.9 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

大変苦しい やや苦しい ややゆとりがある 大変ゆとりがある 無回答

就学前

児童

小学生

２ 家庭の状況

(1) 暮らしの状況

【暮らしの状況】

暮らしの状況について、『苦しい』（「大変苦しい」＋「やや苦しい」）と回答した割合が就学

前児童で 49.8％、小学生で 53.3％となっている。

【暮らしの状況（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、『苦しい』と回答した割合は就学前児童で低下している。

【暮らしの状況（就学前児童・世帯状況別）】

【暮らしの状況（小学生・世帯状況別）】

世帯状況別にみると、『苦しい』と回答した割合は就学前児童、小学生ともにひとり親世帯で

高くなっている。

問６ 就学前児童・小学生

現在の暮らしの状況を総合的にみて、どう感じていますか。【○は１つ】

18.8 

6.8 

49.2 

42.0 

22.3 

47.8 

5.3 

2.7 

4.4 

0.7 

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

ひとり親世帯(n=55)

両親ともにいる世帯

(n=1,045)

大変苦しい やや苦しい ややゆとりがある 大変ゆとりがある 無回答

20.6 

9.1 

57.3 

42.9 

22.1 

46.5 

0.0 

1.2 

0.0 

0.3 

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

ひとり親世帯(n=87)

両親ともにいる世帯

(n=877)

大変苦しい やや苦しい ややゆとりがある 大変ゆとりがある 無回答
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57.8 

54.5 

40.1 

41.4 

0.3 

0.2 

0.8 

0.9 

0.7 

0.4 

0.3 

2.7 

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

就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 無回答

(2) 主な教育者

【主な教育者】

主な教育者について、「父母ともに」と回答した割合が就学前児童で 57.8％、小学生で 54.5％

となっている。

問８ 就学前児童・小学生

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

さんからみた関係で回答してください。【○は１つ】
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34.3 

58.5 

1.1 

4.6 

11.6 

0.4 

32.4 

57.5 

1.9 

9.0 

10.0 

3.1 

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

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時や用事の際には祖父母等の親族に

みてもらえる

日常的に友人・知人にみてもらえる

緊急時や用事の際には友人・知人にみてもらえる

いずれもいない

無回答
就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)

(3) 子どもをみてもらえる親族・知人の有無

【子どもをみてもらえる親族・知人の有無】

子どもをみてもらえる親族の有無について、「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」と回

答した割合が就学前児童で 34.3％、小学生で 32.4％、「緊急時や用事の際には祖父母等の親族

にみてもらえる」と回答した割合が就学前児童で 58.5％、小学生で 57.5％となっている。

また、子どもをみてもらえる知人の有無について、「日常的に友人・知人にみてもらえる」と

回答した割合が就学前児童で 1.1％、小学生で 1.9％、「緊急時や用事の際には友人・知人にみ

てもらえる」と回答した割合が就学前児童で 4.6％、小学生で 9.0％となっている。

一方、「いずれもいない」と回答した割合が就学前児童で 11.6％、小学生で 10.0％となって

いる。

【子どもをみてもらえる親族・知人の有無（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、大きな変化はみられない。

問９ 就学前児童・小学生

日頃、あて名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。【○は当てはまるものすべて】

34.3 

58.5 

1.1 

4.6 

11.6 

0.4 

35.4 

57.9 

1.0 

6.2 

10.9 

2.1 

32.4 

57.5 

1.9 

9.0 

10.0 

3.1 

37.0 

55.7 

2.4 

11.6 

11.0 

1.1 

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

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時や用事の際には祖父母等の親族に

みてもらえる

日常的に友人・知人にみてもらえる

緊急時や用事の際には友人・知人にみてもらえる

いずれもいない

無回答

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

就学前

児童

小学生
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48.1 

34.8 

28.3 

22.0 

7.1 

1.4 

1.9 

46.2 

33.2 

32.7 

25.8 

5.3 

1.5 

1.0 

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

祖父母、友人等の身体的・精神的な負担や時間的

制約を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる

祖父母、友人等の身体的な負担が心配である

祖父母、友人等の時間的な制約や

精神的な負担が心配である

親の立場として、負担をかけていることが心苦しい

子どもの教育や発達にとってふさわしい

環境であるか、不安がある

その他

無回答
就学前児童(n=983)

小学生(n=884)

問９で「１」から「４」（みてもらえる親族・知人がいる）と回答した人のみ回答

【子どもをみてもらえる親族・知人の状況】

子どもをみてもらえる親族・知人の状況について、「祖父母、友人等の身体的・精神的な負担

や時間的制約を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる」と回答した割合が就学前

児童で 48.1％、小学生で 46.2％となっている。

一方、「親の立場として、負担をかけていることが心苦しい」と回答した割合が就学前児童で

22.0％、小学生で 25.8％となっている。

問９－1 就学前児童・小学生

祖父母等の親族、友人・知人にお子さんをみてもらっている状況について回答してください。

【○は当てはまるものすべて】
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32.1 

38.2 

10.0 

1.7 

24.8 

39.3 

3.6 

0.9 

27.4 

15.7 

1.9 

2.9 

0.1 

1.2 

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

就学前児童(n=1,098)

小学生(n=963)

フルタイムで就労している
フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休等を取得中である
パート・アルバイト等で就労している
パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休等を取得中である
以前は就労していたが、現在は就労していない
これまで就労したことがない
無回答

３ 両親の就労状況

(1) 母親の就労状況

【母親の就労状況】

母親の就労状況について、『フルタイムで就労している』と回答した割合が就学前児童で

42.1％、小学生で 39.9％、『パート・アルバイト等で就労している』と回答した割合が就学前

児童で 28.4％、小学生で 40.2％、『就労していない』（「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」）と回答した割合が就学前児童で 29.3％、小学

生で 18.6％となっている。

【母親の就労状況（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、『フルタイムで就労している』と回答した割合は就学前児童で上

昇している。

一方、小学生は大きな変化はみられない。

問 10 就学前児童・小学生

お母さんの就労状況を回答してください。【○は１つ】

32.1 

28.1 

38.2 

36.1 

10.0 

7.5 

1.7 

1.1 

24.8 

25.9 

39.3 

38.5 

3.6 

2.4 

0.9 

0.6 

27.4 

32.0 

15.7 

20.3 

1.9 

3.2 

2.9 

2.9 

0.1 

0.9 

1.2 

0.4 

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

令和4年度(n=1,098)

平成30年度(n=1,046)

令和4年度(n=963)

平成30年度(n=1,002)

フルタイムで就労している
フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休等を取得中である
パート・アルバイト等で就労している
パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休等を取得中である
以前は就労していたが、現在は就労していない
これまで就労したことがない
無回答

就学前

児童

小学生
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0.9 

0.4 

1.2 

0.9 

3.1 

5.7 

11.2 

14.8 

68.0 

64.3 

13.9 

11.6 

0.3 

0.8 

1.4 

1.5 

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

就学前児童(n=774)

小学生(n=772)

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 無回答

1.4 

5.3 

35.8 

36.6 

53.3 

46.8 

7.2 

7.6 

0.9 

2.3 

1.3 

1.4 

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

就学前児童(n=774)

小学生(n=772)

4時間未満 ～7時間未満 7～8時間 ～10時間 10時間を超える 無回答

14.4 

24.9 

10.7 

11.1 

24.3 

15.4 

35.5 

32.3 

8.3 

7.5 

2.5 

2.8 

1.4 

2.1 

2.9 

3.9 

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

就学前児童(n=774)

小学生(n=772)

15時台以前 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時以降 無回答

問 10で「１」から「４」（就労している）と回答した人のみ回答

【母親の１週当たりの就労日数】

母親の１週当たりの就労日数について、「５日」と回答した割合が就学前児童で 68.0％、小

学生で 64.3％、「４日」と回答した割合が就学前児童で 11.2％、小学生で 14.8％となっている。

【母親の１日当たりの就労時間】

母親の１日当たりの就労時間について、「７～８時間」と回答した割合が就学前児童で53.3％、

小学生で 46.8％となっている。

また、『８時間を超える』割合が就学前児童で 8.1％、小学生で 9.9％となっている。

【母親の帰宅時間】

母親の帰宅時間について、就学前児童、小学生ともに「18時台」と回答した割合が最も高く

なっている。

また、『19時を超える』割合は就学前児童で 12.2％、小学生で 12.4％となっている。

問 10－1 就学前児童・小学生

お母さんの１週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」、家を出

る時間・帰宅時間、土曜日・日曜日の勤務状況を記入してください。

【数字を記入・土日の勤務状況は○は１つ】
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18.7 

6.7 

20.5 

22.4 

56.0 

67.1 

3.1 

1.8 

1.7 

2.0 

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

就学前児童(n=313)

小学生(n=387)

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

フルタイムへの転換希望があるが、実現できる見込みがない

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望

パート・アルバイト等の就労をやめて子育てや家事に専念したい

無回答

26.0 

31.6 

44.1 

33.4 

28.2 

33.7 

1.7 

1.4 

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

就学前児童(n=322)

小学生(n=179)

就労の予定はない（子育て、家事、病気、介護等のため）

1年以上先に、一番下の子どもがある年齢になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは1年以内に就労したい

無回答

問 10で「３」または「４」（パート・アルバイト等で就労している）と回答した人のみ回答

【母親のフルタイムへの転換希望】

母親のフルタイムへの転換希望について、『フルタイムへの転換希望がある』と回答した割合

が就学前児童で 39.2％、小学生で 29.1％となっている。

問 10で「５」または「６」（現在就労してない）と回答した人のみ回答

【母親の就労希望】

母親の就労希望について、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」と回答した割合が

就学前児童で 28.2％、小学生で 33.7％、「１年以上先に、一番下の子どもがある年齢になった

ころに就労したい」と回答した割合が就学前児童で 44.1％、小学生で 33.4％となっている。

問 10－2 就学前児童・小学生

お母さんはフルタイムへの転換希望はありますか。【○は１つ】

問 10－3 就学前児童・小学生

お母さんは就労したいという希望はありますか。【○は１つ】
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21.1 

29.2 

74.9 

69.2 

4.0 

1.7 

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

就学前児童(n=91)

小学生(n=60)

フルタイム パートタイム、アルバイト等 無回答

【母親の希望の就労形態】

母親の希望の就労形態について、「フルタイム」と回答した割合が就学前児童で 21.1％、小

学生で 29.2％、「パートタイム、アルバイト等」と回答した割合が就学前児童で 74.9％、小学

生で 69.2％となっている。

問 10－3 就学前児童・小学生

希望する就労形態【①・②のどちらかに○】
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97.1 

97.2 

0.2 

0.2 

0.9 

0.3 

0.1 

0.0 

0.6 

0.7 

0.0 

0.0 

1.1 

1.7 

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

就学前児童(n=1,047)

小学生(n=879)

フルタイムで就労している

フルタイムで就労しているが、育休・介護休等を取得中である

パート・アルバイト等で就労している

パート・アルバイト等で就労しているが、育休・介護休等を取得中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

(2) 父親の就労状況

【父親の就労状況】

父親の就労状況について、『フルタイムで就労している』と回答した割合が就学前児童で

97.3％、小学生で 97.4％となっている。

【父親の就労状況（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、大きな変化はみられない。

問 11 就学前児童・小学生

お父さんの就労状況を回答してください。【○は１つ】

97.1 

96.0 

97.2 

97.0 

0.2 

0.3 

0.2 

0.4 

0.9 

0.4 

0.3 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

0.4 

0.7 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

2.9 

1.7 

1.3 

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

令和4年度(n=1,047)

平成30年度(n=988)

令和4年度(n=879)

平成30年度(n=923)

フルタイムで就労している

フルタイムで就労しているが、育休・介護休等を取得中である

パート・アルバイト等で就労している

パート・アルバイト等で就労しているが、育休・介護休等を取得中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

就学前

児童

小学生
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0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

1.3 

0.4 

1.2 

0.5 

58.9 

58.2 

34.9 

36.5 

2.4 

3.1 

1.3 

1.2 

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

就学前児童(n=1,029)

小学生(n=858)

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 無回答

0.0 

0.0 
0.9 

0.5 

44.9 

47.9 

34.3 

34.3 

15.7 

13.2 

4.1 

4.2 

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

就学前児童(n=1,029)

小学生(n=858)

4時間未満 ～7時間未満 7～8時間 ～10時間 10時間を超える 無回答

11.1 

11.2 

27.5 

28.3 

25.7 

23.8 

17.1 

14.6 

8.2 

9.7 

6.3 

7.9 

4.1 

4.5 

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

就学前児童(n=1,029)

小学生(n=858)

17時台以前 18時台 19時台 20時台 21時台 22時以降 無回答

問 11で「１」から「４」（就労している）と回答した人のみ回答

【父親の１週当たりの就労日数】

父親の１週当たりの就労日数について、「５日」と回答した割合が就学前児童で 58.9％、小

学生で 58.2％、「６日」と回答した割合が就学前児童で 34.9％、小学生で 36.5％となっている。

【父親の１日当たりの就労時間】

父親の１日当たりの就労時間について、「７～８時間」と回答した割合が就学前児童で44.9％、

小学生で 47.9％となっている。

また、「10時間を超える」と回答した割合が就学前児童で 15.7％、小学生で 13.2％となって

いる。

【父親の帰宅時間】

父親の帰宅時間について、就学前児童、小学生ともに「18時台」、「19 時台」と回答した割合

が高くなっているが、『21時を超える』割合も就学前児童で 14.5％、小学生で 17.6％となって

いる。

問 11－1 就学前児童・小学生

お父さんの１週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」、家を出

る時間・帰宅時間、土曜日・日曜日の勤務状況を記入してください。

【数字を記入・土日の勤務状況は○は１つ】
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64.4 

67.6 

4.3 

7.6 

28.7 

18.0 

2.7 

6.8 

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

就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)

共働き ひとり親（就労している） その他の家庭 無回答

64.4 

55.9 

67.6 

64.4 

4.3 

5.2 

7.6 

9.2 

28.7 

32.9 

18.0 

22.7 

2.7 

6.0 

6.8 

3.8 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

共働き ひとり親（就労している） その他の家庭 無回答

就学前

児童

小学生

(3) 共働きの状況

【両親の共働きの状況】

母親、父親の就労状況による共働きの家庭の割合が就学前児童で 64.4％、小学生で 67.6％

となっている。

また、ひとり親家庭で就労している家庭の割合が就学前児童で 4.3％、小学生で 7.6％とな

っている。

【両親の共働きの状況（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、共働きの家庭の割合は就学前児童で大きく上昇している。

一方、小学生は大きな変化はみられない。
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77.8 21.9 0.3 

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

就学前児童(n=1,117)

利用している 利用していない 無回答

４ 教育・保育事業の利用

(1) 教育・保育事業の利用状況

【教育・保育事業の利用状況】

教育・保育事業の利用状況について、「利用している」と回答した割合が 77.8％となってい

る。

【教育・保育事業の利用状況（就学前児童・前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、「利用している」と回答した割合は上昇している。

問 12 就学前児童

あて名のお子さんは現在、幼稚園や保育所(園)などの教育・保育事業を利用していますか。

【○は１つ】

77.8 

68.4 

21.9 

31.5 

0.3 

0.1 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

利用している 利用していない 無回答
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【教育・保育事業の利用状況（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、年齢が高くなるほど「利用している」と回答した割合は高くなっている。

【教育・保育事業の利用状況（就学前児童・年齢別（前回調査結果との比較））】

年齢別について前回調査結果と比較すると、「利用している」と回答した割合はいずれの年齢

層も上昇している。

21.0 

65.1 

99.4 

79.0 

34.5 

0.3 

0.0 

0.4 

0.3 

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

0歳(n=154)

1・2歳(n=352)

3～5歳(n=605)

利用している 利用していない 無回答

21.0 

14.7 

65.1 

58.3 

99.4 

96.9 

79.0 

85.3 

34.5 

41.7 

0.3 

2.9 

0.0 

0.0 

0.4 

0.0 

0.3 

0.2 

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

令和4年度(n=154)

平成30年度(n=216)

令和4年度(n=352)

平成30年度(n=325)

令和4年度(n=605)

平成30年度(n=520)

利用している 利用していない 無回答

0歳

1・2歳

3～5歳
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問 12で「１ 利用している」と回答した人のみ回答

【利用している教育・保育事業】

利用している教育・保育事業について、「認定こども園」と回答した割合が 47.4％と最も高

く、「認可保育所（園）」（30.5％）、「幼稚園」（14.9％）が続いている。

問 12－1 就学前児童

あて名のお子さんが、平日に、年間を通じて定期的に利用している事業を回答してください。

【○は当てはまるものすべて】

47.4 

30.5 

14.9 

6.1 

5.6 

2.1 

1.7 

1.7 

0.7 

0.1 

0.0 

0.6 

0.1 

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

認定こども園

認可保育所(園)

幼稚園

療育施設

幼稚園の預かり保育

その他の認可外の保育施設

小規模な保育施設

事業所内保育施設

ファミリー・サポート・センター

家庭的保育

居宅訪問型保育

その他

無回答

n=868
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【利用している教育・保育事業（就学前児童・前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、「認定こども園」と回答した割合は上昇している。

47.4 

30.5 

14.9 

6.1 

5.6 

2.1 

1.7 

1.7 

0.7 

0.1 

0.0 

0.6 

0.1 

33.0 

32.6 

27.3 

6.0 

8.8 

1.6 

1.8 

1.7 

0.6 

0.2 

0.0 

0.8 

0.1 

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

認定こども園

認可保育所(園)

幼稚園

療育施設

幼稚園の預かり保育

その他の認可外の保育施設

小規模な保育施設

事業所内保育施設

ファミリー・サポート・センター

家庭的保育

居宅訪問型保育

その他

無回答

令和4年度(n=868)

平成30年度(n=740)



20

【利用している教育・保育事業（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、０歳では「認可保育所（園）」と回答した割合が最も高く、次いで「認定こ

ども園」、１・２歳では「認定こども園」と回答した割合が最も高く、次いで「認可保育所（園）」、

３～５歳では「認定こども園」と回答した割合が最も高く、次いで「認可保育所（園）」となっ

ている。

32.8 

41.4 

0.0 

0.0 

0.0 

9.7 

9.7 

5.4 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

0.0 

40.9 

40.5 

5.1 

1.1 

1.0 

3.2 

3.4 

5.5 

1.7 

0.0 

0.0 

0.8 

0.2 

50.8 

25.9 

19.4 

8.4 

7.7 

1.3 

0.6 

0.0 

0.4 

0.1 

0.0 

0.4 

0.0 

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

認定こども園

認可保育所(園)

幼稚園

療育施設

幼稚園の預かり保育

その他の認可外の保育施設

小規模な保育施設

事業所内保育施設

ファミリー・サポート・センター

家庭的保育

居宅訪問型保育

その他

無回答

0歳(n=32)

1・2歳(n=229)

3～5歳(n=601)
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【教育・保育事業の１週当たりの利用日数】

教育・保育事業の１週当たりの利用日数について、現在の利用日数、希望の利用日数ともに

「５日」と回答した割合が最も高くなっている。

【教育・保育事業の利用開始時間】

[認可保育所（園）]

[幼稚園]

[認定こども園]

教育・保育事業の利用開始時間について、現在の開始時間は、認可保育所（園）、認定こども

園で「８時台」、幼稚園で「９時台」の割合が最も高くなっており、認可保育所（園）では「７

時台」の割合が２割台で続いて高くなっている。

また、希望の開始時間は、現在よりも早い時間帯の割合が高くなっている。

問 12－2 就学前児童

回答した事業を、どのくらい利用していますか。また、希望としてはどのくらい利用したい

ですか。【１週当たりの日数と利用時間を数字で記入】

0.3 

0.2 
0.6 

0.6 

0.7 

0.3 

1.1 

0.8 

95.6 

91.4 

1.7 

6.6 

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

現在(n=868)

希望(n=868)

1日 2日 3日 4日 5日 無回答

0.0 

0.0 

24.9 

25.1 

60.3 

58.4 

11.8 

10.0 

0.0 

0.0 

3.0 

6.5 

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

認可保育所(園)  現在

（n=265）

認可保育所(園) 希望

（n=265）

6時台以前 7時台 8時台 9時台 10時台以降 無回答

0.0 

0.0 

0.3 

0.7 

45.3 

49.3 

51.1 

41.8 

0.3 

0.3 

3.0 

7.8 

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

幼稚園 現在（n=129）

幼稚園 希望（n=129）

6時台以前 7時台 8時台 9時台 10時台以降 無回答

0.0 

0.2 

16.4 

19.2 

63.4 

59.1 

19.4 

14.3 

0.0 

0.0 

0.8 

7.2 

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

認定こども園 現在

（n=412）

認定こども園 希望

（n=412）

6時台以前 7時台 8時台 9時台 10時台以降 無回答
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【教育・保育事業の利用終了時間】

[認可保育所（園）]

[幼稚園]

[認定こども園]

教育・保育事業の利用終了時間について、認可保育所（園）の現在の終了時間は、「17時台」

の割合が最も高く、希望では現在よりも「19時台」の割合が高くなっている。

幼稚園の現在の終了時間は、「15時台以前」の割合が 66.1％と最も高くなっているが、希望

では現在よりも「16時台」～「19時台」の割合が高くなっている。

3.2 

2.0 

31.4 

24.8 

33.5 

35.5 

28.8 

26.6 

0.0 

4.4 

0.0 

0.2 

3.0 

6.5 

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

認可保育所(園)  現在

（n=265）

認可保育所(園) 希望

（n=265）

15時台以前 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台以降 無回答

66.1 

39.7 

18.5 

28.3 

12.5 

16.5 

0.0 

5.8 

0.0 

1.8 

0.0 

0.0 

3.0 

7.8 

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

幼稚園 現在（n=129）

幼稚園 希望（n=129）

15時台以前 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台以降 無回答

25.2 

12.8 

28.3 

26.4 

26.5 

29.8 

19.2 

22.5 

0.0 

1.2 

0.0 

0.0 

0.8 

7.3 

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

認定こども園 現在

（n=412）

認定こども園 希望

（n=412）

15時台以前 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台以降 無回答
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【利用している教育・保育事業の実施地域】

利用している教育・保育事業の実施地域について、「尾道地域（旧尾道市（向東町を除く））」

と回答した割合が 68.3％と最も高く、「因島地域（旧因島市（因島洲江町・因島原町を除く））」

（11.1％）、「向島地域（旧向島町・向東町）」（10.0％）が続いている。

問 12－3 就学前児童

現在、利用している幼稚園や保育所（園）などの教育・保育事業の実施場所はどの地域です

か。【○は１つ】

68.3 

3.6 

10.0 

11.1 

4.0 

2.1 

0.9 

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

尾道地域（旧尾道市（向東町を除く））

御調地域（旧御調町）

向島地域（旧向島町・向東町）

因島地域（旧因島市（因島洲江町・因島原町を除く））

生口島地域（旧瀬戸田町・因島洲江町・因島原町）

市外

無回答

n=868
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幼稚園や保育所(園)などの事業を利用していない人（問 12 で「２ 利用していない」と回答した

人）のみ回答

【教育・保育事業を利用していない理由】

教育・保育事業を利用していない理由について、「子どもの父母がみている」と回答した割合

が 59.9％と最も高く、次いで「子どもがまだ小さいため」（58.1％）となっている。

問 12－4 就学前児童

現在、幼稚園や保育所(園)などの教育・保育事業を利用していない理由を回答してくだい。

【○は当てはまるものすべて】

59.9 

58.1 

7.0 

6.5 

3.5 

2.7 

1.2 

0.4 

0.2 

11.1 

1.2 

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

子どもの父母がみている

子どもがまだ小さいため

利用したいが、幼稚園や保育所(園)などに空きがない

子どもの祖父母や親戚の人がみている

利用したいが、経済的な理由で幼稚園や保育所(園)

などを利用できない

利用したいが、受け入れてもらえない

近所の人や父母の友人・知人がみている

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない

利用したいが、幼稚園や保育所(園)などの質や場所など、

納得できる施設や事業がない

その他

無回答

n=245
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(2) 教育・保育事業の利用希望

【利用を希望する教育・保育事業】

利用を希望する教育・保育事業について、「認定こども園」と回答した割合が 55.4％と最も

高く、「認可保育所（園）」（39.5％）、「幼稚園」（22.9％）が続いている。

問 13 就学前児童

あて名のお子さんは、平日、定期的にどのような施設や事業を利用したいと思いますか。現

在、利用している、利用していないにかかわらず回答してください。

【○は当てはまるものすべて】

55.4 

39.5 

22.9 

13.7 

6.5 

5.5 

4.1 

3.0 

2.2 

1.4 

1.4 

1.3 

1.7 

0.2 

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

認定こども園

認可保育所(園)

幼稚園

幼稚園の預かり保育

療育施設

小規模な保育施設

ファミリー・サポート・センター

事業所内保育施設

居宅訪問型保育

家庭的保育

その他の認可外の保育施設

その他

利用する必要はない

無回答

n=1,117
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【利用を希望する教育・保育事業（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、０歳では「認可保育所（園）」と回答した割合が最も高く、次いで「認定こ

ども園」、１・２歳、３～５歳では「認定こども園」と回答した割合が最も高く、次いで「認可

保育所（園）」となっている。

57.5 

61.3 

23.2 

15.4 

1.1 

12.7 

4.7 

3.6 

1.3 

3.0 

2.2 

1.2 

3.6 

0.0 

57.4 

43.8 

26.2 

10.9 

4.1 

8.3 

5.7 

6.2 

2.7 

1.5 

1.0 

1.5 

3.4 

0.1 

53.9 

31.3 

21.0 

15.0 

9.3 

2.2 

3.1 

1.0 

2.1 

0.9 

1.4 

1.2 

0.2 

0.3 

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

認定こども園

認可保育所(園)

幼稚園

幼稚園の預かり保育

療育施設

小規模な保育施設

ファミリー・サポート・センター

事業所内保育施設

居宅訪問型保育

家庭的保育

その他の認可外の保育施設

その他

利用する必要はない

無回答

0歳(n=154)

1・2歳(n=352)

3～5歳(n=605)



27

問 13で「１」から「11」（利用したい幼稚園や保育所（園）などの事業）を回答した人のみ回答

【教育・保育事業の利用希望開始年齢（就学前児童・年齢別）】

教育・保育事業の利用希望開始年齢について、年齢別にみると、０歳では「１歳から」と回

答した割合が 39.7％、「３歳から」と回答した割合が 22.8％となっている。

問 13－1 就学前児童

お子さんが何歳のときから利用したいと思いますか。【○は１つ】

17.5 

5.4 

39.7 

11.8 

22.8 

0.4 

0.0 

2.4 

49.3 

3.3 

7.0 

7.4 

29.5 

1.6 

0.2 

1.7 

71.9 

2.6 

6.4 

5.3 

8.5 

1.8 

0.5 

3.1 

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

すでに利用している

0歳から

1歳から

2歳から

3歳から

4歳から

5歳から

無回答

0歳(n=147)

1・2歳(n=338)

3～5歳(n=600)
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【教育・保育事業の利用希望地域】

教育・保育事業の利用希望地域について、「尾道地域（旧尾道市（向東町を除く））」と回答し

た割合が 67.6％と最も高く、「因島地域（旧因島市（因島洲江町・因島原町を除く））」（10.8％）、

「向島地域（旧向島町・向東町）」（10.1％）が続いている。

【教育・保育事業の利用希望地域（就学前児童・居住地域別）】

居住地域別にみると、御調地域、向島地域では「尾道地域（旧尾道市（向東町を除く））」を

希望する割合が他の地域よりも高くなっている。

また、御調地域では、居住する地域（御調地域）を希望する割合が低くなっている。

問 13－2 就学前児童

利用したいと思う幼稚園や保育所（園）などの教育・保育事業はどの地域ですか。

【○は１つ】

67.6 

3.6 

10.1 

10.8 

3.5 

2.8 

3.3 

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

尾道地域（旧尾道市（向東町を除く））

御調地域（旧御調町）

向島地域（旧向島町・向東町）

因島地域（旧因島市（因島洲江町・因島原町を除く））

生口島地域（旧瀬戸田町・因島洲江町・因島原町）

市外

無回答

n=1,091

尾道地域 御調地域 向島地域 因島地域
生口島
地域

市外 無回答

尾道地域 771 93.5% 0.4% 0.9% 0.6% 0.2% 3.2% 2.7% 

御調地域 41 10.4% 83.9% 1.4% - - 7.4% 4.4% 

向島地域 108 8.5% 0.5% 87.3% 0.5% - 1.5% 3.6% 

因島地域 119 1.0% - 2.3% 92.5% - - 4.3% 
生口島地域 40 - - - 0.8% 89.1% 1.6% 9.3% 

利用希望地域
回答数
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【土曜日・日曜日・祝日の教育・保育事業の利用希望】

土曜日・日曜日・祝日の教育・保育事業の利用希望について、「利用する必要はない」と回答

した割合が 56.3％と最も高く、「土曜日に利用したい」（41.2％）、「日曜日・祝日に利用したい」

（11.4％）が続いている。

幼稚園を利用している人のみ回答

【長期休暇中の教育・保育事業の利用希望】

長期休暇中の教育・保育事業の利用希望について、「利用する必要はない」と回答した割合が

23.8％、「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい」と回答した割合が 26.2％、「休みの期間中、週

に数日利用したい」と回答した割合が 48.8％となっている。

問 14 就学前児童

あて名のお子さんについて、土曜日や日曜日・祝日に、定期的に幼稚園や保育所（園）など

の教育・保育事業を利用したいですか。【○は当てはまるものすべて】

問 15 就学前児童

あて名のお子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中に幼稚園や保育所（園）

などの教育・保育事業を利用したいですか。【○は１つ】

56.3 

41.2 

11.4 

0.8 

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

利用する必要はない

土曜日に利用したい

日曜日・祝日に利用したい

無回答

n=1,117

23.8 26.2 48.8 1.1 

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

就学前児童(n=129)

利用する必要はない 休みの期間中、ほぼ毎日利用したい
休みの期間中、週に数日利用したい 無回答
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78.7 

54.8 

20.0 

40.8 

1.3 

4.4 

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

就学前児童(n=868)

小学生(n=1,017)

あった なかった 無回答

55.5 

54.2 

41.5 

40.3 

2.9 

5.5 

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

1～3年生(n=471)

4～6年生(n=520)

あった なかった 無回答

５ 病気の際の対応

(1) 病気等により幼稚園・保育所(園)等を利用できなかった経験

平日に幼稚園や保育所(園)などを利用している人（問 12 で「１ 利用している」と回答した人）

と小学生のみ回答

【病気等により幼稚園や保育所（園）、学校を休んだ経験】

病気等により幼稚園や保育所（園）、学校を休んだ経験について、「あった」と回答した割合

が就学前児童で 78.7％、小学生で 54.8％となっている。

【病気等により幼稚園や保育所（園）を利用できなかった経験（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、年齢が低くなるほど「あった」と回答した割合が高くなっている。

【病気等により学校を休んだ経験（小学生・学年別）】

学年別にみると、大きな差はみられない。

問 16 就学前児童・問 15 小学生

この１年間に、お子さんが病気やケガで幼稚園や保育所(園)などの教育・保育事業や学校を

利用できなかったこと、休んだことはありましたか。【○は１つ】

89.2 

83.1 

76.4 

6.4 

15.9 

22.3 

4.4 

1.0 

1.3 

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

0歳(n=32)

1・2歳(n=229)

3～5歳(n=601)

あった なかった 無回答



31

78.1 

28.9 

28.4 

16.9 

0.8 

0.4 

0.0 

2.3 

0.4 

66.6 

15.1 

21.6 

17.7 

0.0 

8.2 

0.0 

5.2 

0.6 

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

母親が仕事を休んだ

父親が仕事を休んだ

（同居者を含む）親族・知人に預けた

就労していない保護者がみた

病児・病後児の保育施設を利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

ベビーシッターを頼んだ

その他

無回答

就学前児童(n=684)

小学生(n=557)

問 16・問 15 で「１ あった」と回答した人のみ回答

【病気等により幼稚園・保育所（園）、学校を休んだ際の対応方法】

病気等により幼稚園・保育所（園）、学校を休んだ際の対応方法について、「母親が仕事を休

んだ」と回答した割合が就学前児童で 78.1％、小学生で 66.6％と最も高くなっている。

【病気等により幼稚園・保育所（園）、学校を休んだ際の年間対応日数（平均日数）】

病気等により幼稚園・保育所（園）、学校を休んだ際の年間対応日数について、「就労してい

ない保護者がみた」の平均日数が就学前児童で 12.3 日、小学生で 5.3 日となっている。

問 16－1 就学前児童・問 15-1 小学生

この１年間に、あて名のお子さんが病気やケガで普段利用している幼稚園や保育所(園)など

の教育・保育事業を利用できなかった、学校を休んだ場合に、どのように対応しましたか。

【○は当てはまるものすべて】

回答数
平均

（日）
回答数

平均

（日）

父親が仕事を休んだ 180 5.0 81 3.8

母親が仕事を休んだ 456 10.0 310 5.0

（同居者を含む）親族・知人に預けた 173 6.8 105 3.9

就労していない保護者がみた 90 12.3 74 5.3

病児・病後児の保育施設を利用した 5 3.5      -       -

ベビーシッターを頼んだ - -      -       -

仕方なく子どもだけで留守番をさせた 3 1.0 40 2.7

その他 14 4.5 24 3.1

就学前児童 小学生
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29.5 

10.2 

69.6 

87.6 

0.8 

2.2 

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

就学前児童(n=552)

小学生(n=383)

できれば病児・病後児保育施設等を利用したい 利用したいと思わない 無回答

(2) 病児・病後児保育施設等の利用希望

問 16－1・問 15－1で「１」または「２」（父親・母親が仕事を休んだ）と回答した人のみ回答

【病児・病後児保育施設等の利用希望】

病児・病後児保育施設等の利用希望について、「できれば病児・病後児保育施設等を利用した

い」と回答した割合が就学前児童で 29.5％、小学生で 10.2％となっている。

問 16－2 就学前児童・問 15－2 小学生

父親、母親が休んだ際に、病児・病後児のための保育施設等を利用したいと思いましたか。

【○は１つ】
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7.0 

4.8 

2.2 

0.2 

0.0 

0.5 

84.7 

1.3 

0.2 

0.2 

0.0 

0.5 

96.3 

2.9 

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

* 幼稚園の預かり保育

* 一時預かり

ファミリー・サポート・センター

ベビーシッター

夜間養護等事業：トワイライトステイ

その他

利用していない

無回答 就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)

６ 不定期の保育事業

(1) 不定期に利用したサービス

【不定期に利用したサービス】

* 就学前児童のみの項目

不定期に利用したサービスについて、就学前児童では「幼稚園の預かり保育」と回答した割

合が 7.0％と最も高く、次いで「一時預かり」（4.8％）となっている。

また、「利用していない」と回答した割合が就学前児童で 84.7％、小学生で 96.3％となって

いる。

【不定期のサービスの年間利用日数（平均日数）】

不定期のサービスの年間利用日数について、就学前児童では「一時預かり」の平均日数は 16.7

日、「幼稚園の預かり保育」の平均日数は 22.9 日となっている。

また、「ファミリー・サポート・センター」の平均日数が就学前児童で 5.4 日、小学生で 37.9

日となっている。

問 17 就学前児童・問 16 小学生

あて名のお子さんについて、この１年間に、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で不定期

に利用したサービスはありますか（宿泊は伴わない）。【○は当てはまるものすべて】

回答数
平均

（日）
回答数

平均

（日）

一時預かり 44 16.7

幼稚園の預かり保育 75 22.9

ファミリー・サポート・センター 23 5.4 2 37.9

夜間養護等事業：トワイライトステイ - - - -

ベビーシッター 3 4.7 2 1.6

その他 3 8.7 5 94.7

就学前児童 小学生
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77.6 

16.2 

11.1 

7.8 

4.7 

4.7 

3.0 

2.5 

5.9 

1.4 

85.5 

10.3 

9.9 

6.2 

3.8 

4.4 

3.9 

2.7 

2.8 

0.7 

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

特に利用する必要がない

利用料がかかる・高い

事業の利用方法（手続き等）がわからない

自分が事業の対象者になるのかどうかわからない

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間

・日数など）がよくない

利用料がわからない

利用したい事業が地域にない

地域の事業の内容に不安がある

その他

無回答

就学前児童(n=947)

小学生(n=979)

問 17・問 16 で「利用していない」と回答した人のみ回答

【不定期のサービスを利用していない理由】

不定期のサービスを利用していない理由について、「特に利用する必要がない」を除くと、

「利用料がかかる・高い」と回答した割合が就学前児童で 16.2％、小学生で 10.3％と高くなっ

ている。

問 17－1 就学前児童 問 16－1 小学生

現在、利用していない理由を回答してください。【○は当てはまるものすべて】
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30.9 

23.3 

9.3 

1.6 

54.5 

1.6 

7.4 

7.2 

2.5 

1.8 

81.1 

4.7 

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

私用（買い物、子ども（きょうだいを含む）や

親の習い事等）やリフレッシュ目的で利用したい

冠婚葬祭、学校行事、子ども（きょうだいを含む）や

親の通院等で利用したい

不定期の就労で利用したい

その他

利用する必要はない

無回答 就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)

(2) 不定期に子どもを預ける事業の利用希望

【不定期に子どもを預ける事業の利用希望】

不定期に子どもを預ける事業の利用希望について、就学前児童では「私用（買い物、子ども

（きょうだいを含む）や親の習い事等）やリフレッシュ目的で利用したい」と回答した割合が

30.9％と最も高く、次いで「冠婚葬祭、学校行事、子ども（きょうだいを含む）や親の通院等

で利用したい」（23.3％）となっている。

また、「利用する必要はない」と回答した割合が就学前児童で 54.5％、小学生で 81.1％とな

っている。

【不定期に子どもを預ける事業の年間利用希望日数（平均日数）】

不定期に子どもを預ける事業の年間利用希望日数について、就学前児童では「不定期の就労

で利用したい」の平均日数が 29.9 日、小学生では「私用（買い物、子ども（きょうだいを含

む）や親の習い事等）やリフレッシュ目的で利用したい」の平均日数が 12.1 日と最も多くなっ

ている。

問 18 就学前児童・問 17 小学生

あて名のお子さんについて、今後、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、子どもを預

ける事業を利用したいと思いますか（宿泊は伴わない）。【○は当てはまるものすべて】

回答数
平均

（日）
回答数

平均

（日）

私用（買い物、子ども（きょうだいを含む）や親の習
い事等）やリフレッシュ目的で利用したい

297 13.2 68 12.1

冠婚葬祭、学校行事、子ども（きょうだいを含む）や

親の通院等で利用したい
225 10.1 60 7.6

不定期の就労で利用したい 80 29.9 18 11.3

その他 10 11.2 5 10.6

就学前児童 小学生
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回答数
平均

（泊）
回答数

平均

（泊）

短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した 2 291.6 2 6.4

短期入所生活援助事業以外の保育事業を利用した - - - -

親族、知人に預けた（容易に頼むことができた） 70 7.8 49 5.4

親族、知人に預けた（頼みづらかった） 20 5.1 11 2.7

仕方なく子どもだけで留守番をさせた - - 4 2.0

その他（子どもを同行させた等） 16 3.0 8 2.6

就学前児童 小学生

(3) 家族以外に泊まりがけで子どもを預けた経験

【家族以外に泊まりがけで子どもを預けた経験】

家族以外に泊まりがけで子どもを預けた経験について、「親族、知人に預けた（容易に頼むこ

とができた）」と回答した割合が就学前児童で 7.5％、小学生で 5.9％となっている。

【家族以外に泊まりがけで子どもを預けた年間泊数（平均泊数）】

家族以外に泊まりがけで子どもを預けた年間泊数について、「親族、知人に預けた（容易に頼

むことができた）」の平均泊数が就学前児童で 7.8 泊、小学生で 5.4 泊となっている。

問 19 就学前児童・問 18 小学生

この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、あて名のお子

さんを泊まりがけで家族以外にみてもらわなければならなかったことがありましたか。（預

け先が見つからなかった場合も含む）。【○は当てはまるものすべて】

7.5 

2.4 

0.2 

0.2 

0.0 

1.5 

88.3 

0.9 

5.9 

1.5 

0.2 

0.9 

0.0 

1.1 

88.7 

2.9 

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

親族、知人に預けた（容易に頼むことができた）

親族、知人に預けた（頼みづらかった）

短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

短期入所生活援助事業以外の保育事業

（ファミリー・サポート・センター、ベビーシッター等）を利用した

その他（子どもを同行させた等）

なかった

無回答
就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)
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７ 放課後の過ごし方

(1) 放課後の過ごし方

５歳以上の就学前児童と小学生のみ回答

【放課後の過ごし方】

放課後の過ごし方について、「放課後児童クラブ［学童保育］」と回答した割合が就学前児童

で 57.7％、小学生で 20.6％となっている。

また、「自宅」と回答した割合が就学前児童で 41.3％、小学生で 75.0％となっている。

問 20 就学前児童・問 12 小学生

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

させたいと思いますか（過ごされていますか）。【○は当てはまるものすべて】

57.7 

41.3 

16.2 

14.6 

11.2 

7.4 

0.9 

0.3 

4.2 

5.5 

20.6 

75.0 

38.7 

11.2 

2.9 

5.4 

0.1 

0.5 

6.4 

2.8 

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

放課後児童クラブ[学童保育]

自宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

祖父母宅や友人・知人宅

放課後子ども教室

放課後等デイサービス

ファミリー・サポート・センター

児童館

その他（公園、公民館など）

無回答

就学前児童(n=202)

小学生(n=1,017)
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【放課後に過ごしたい（過ごしている）場所の１週当たりの利用日数（平均日数）】

放課後に過ごしたい（過ごしている）場所の１週当たりの利用日数について、「放課後児童ク

ラブ[学童保育]」の平均日数が就学前児童で 4.6日、小学生で 4.4 日となっている。

回答数
平均
（日）

回答数
平均
（日）

自宅 65 4.0 719 4.2

祖父母宅や友人・知人宅 24 2.8 112 3.2

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 33 2.0 391 2.3

児童館 1 5.0 5 2.3

放課後子ども教室 17 3.2 26 1.8

放課後児童クラブ[学童保育] 111 4.6 206 4.4

放課後等デイサービス 10 4.1 54 1.9

ファミリー・サポート・センター 2 5.0 1 5.0

その他（公園、公民館など） 8 1.5 63 2.4

就学前児童（5歳） 小学生
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28.6 69.0 2.4 

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

小学生(n=1,017)

利用している 利用していない 無回答

(2) 放課後児童クラブの利用状況

【放課後児童クラブの利用状況】

放課後児童クラブの利用状況について、「利用している」と回答した割合が 28.6％となって

いる。

【放課後児童クラブの利用状況（小学生・前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、「利用している」と回答した割合は上昇している。

問 13 小学生

あて名のお子さんは、現在、放課後児童クラブを利用していますか。【○は１つ】

28.6 

20.4 

69.0 

77.9 

2.4 

1.8 

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

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

利用している 利用していない 無回答
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44.8 

13.7 

54.7 

82.3 

0.6 

4.0 

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

1～3年生(n=471)

4～6年生(n=520)

利用している 利用していない 無回答

0.3 14.5 32.6 24.1 0.0 28.5 

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

小学生(n=291)

15時台以前 16時台 17時台 18時台 19時台以降 無回答

0.0 

0.0 

17.4 

7.7 

35.5 

22.5 

23.7 

23.9 

0.0 

0.0 

23.4 

45.8 

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

1～3年生(n=211)

4～6年生(n=71)

15時台以前 16時台 17時台 18時台 19時台以降 無回答

【放課後児童クラブの利用状況（小学生・学年別）】

学年別にみると、「利用している」と回答した割合は１～３年生で 44.8％、４～６年生で

13.7％となっている。

【放課後児童クラブの利用状況（小学生・学年別（前回調査結果との比較））】

学年別について前回調査結果と比較すると、「利用している」と回答した割合はいずれの学年

も上昇している。

【平日の放課後児童クラブの利用終了時間】

平日の放課後児童クラブの利用終了時間について、「17時台」と回答した割合が 32.6％、「18

時台」と回答した割合が 24.1％となっている。

【平日の放課後児童クラブの利用終了時間（小学生・学年別）】

学年別にみると、「17時台」と回答した割合は１～３年生で 35.5％となっている。

44.8 

32.4 

13.7 

9.0 

54.7 

67.0 

82.3 

88.4 

0.6 

0.6 

4.0 

2.6 

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

令和4年度(n=471)

平成30年度(n=507)

令和4年度(n=520)

平成30年度(n=520)

利用している 利用していない 無回答

1～3年生

4～6年生
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14.4 80.0 5.7 

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

小学生(n=291)

利用している 利用していない 無回答

16.2 

9.3 

78.2 

85.5 

5.6 

5.2 

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

1～3年生(n=211)

4～6年生(n=71)

利用している 利用していない 無回答

91.4 
0.2 

0.7 
0.0 

8.6 

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

小学生(n=291)

現在就労している 家族・親族などを介護している

病気や障害がある その他

無回答

【放課後児童クラブの土曜日の利用状況】

放課後児童クラブの土曜日の利用状況について、「利用している」と回答した割合が 14.4％

となっている。

【放課後児童クラブの土曜日の利用状況（小学生・学年別）】

学年別にみると、「利用している」と回答した割合は１～３年生で16.2％、４～６年生で9.3％

となっている。

【放課後児童クラブを利用している理由】

放課後児童クラブを利用している理由について、「現在就労している」と回答した割合が

91.4％と最も高くなっている。
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26.2 

11.5 

10.8 

8.9 

7.7 

3.9 

15.1 

40.3 

3.5 

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

開設時間を延長してほしい

指導員の対応をよくしてほしい

指導内容を工夫してほしい

施設の設備を改善してほしい

お盆・年末年始に開いてほしい

日曜日・祝日も開いてほしい

その他

特にない

無回答

n=291

(3) 放課後児童クラブに対する要望

【現在通っている放課後児童クラブに対する要望】

現在通っている放課後児童クラブに対する要望について、「開設時間を延長してほしい」と回

答した割合が 26.2％と最も高く、次いで「指導員の対応をよくしてほしい」（11.5％）、「指導

内容を工夫してほしい」（10.8％）が続いている。

また、「特にない」と回答した割合が 40.3％となっている。

問 13－2 小学生

現在通っている放課後児童クラブに対してどのような要望がありますか。

【○は当てはまるものすべて】
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72.5 

6.7 

2.2 

2.0 

0.4 

0.4 

12.9 

5.7 

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

利用する必要がないから

利用料がかかるから

放課後児童クラブに空きがないから

放課後児童クラブの開設時間が短いから

放課後児童クラブを知らなかったから

近くに放課後児童クラブがないから

その他

無回答

n=701

(4) 放課後児童クラブを利用していない理由

問 13で「２ 利用していない」と回答した人のみ回答

【放課後児童クラブを利用していない理由】

放課後児童クラブを利用していない理由について、「利用する必要がないから」と回答した割

合が 72.5％と最も高くなっている。

問 13－3 小学生

放課後児童クラブを利用していないのはなぜですか。【○は主な理由１つ】
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34.0 60.1 5.9 

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

小学生(n=1,017)

利用したい 利用希望はない 無回答

52.1 

17.3 

42.7 

76.6 

5.2 

6.1 

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

1～3年生(n=471)

4～6年生(n=520)

利用したい 利用希望はない 無回答

59.3 8.3 5.9 0.9 25.5 

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

小学生(n=345)

18時以前 ～18時30分 ～19時00分 19時を超える 無回答

63.8 

44.7 

9.7 

4.5 

5.5 

7.8 

0.6 

1.9 

20.5 

41.1 

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

1～3年生(n=246)

4～6年生(n=90)

18時以前 ～18時30分 ～19時00分 19時を超える 無回答

(5) 今後の放課後児童クラブの利用希望

【放課後児童クラブの利用希望】

放課後児童クラブの利用希望について、「利用したい」と回答した割合が 34.0％となっている。

【放課後児童クラブの利用希望（小学生・学年別）】

学年別にみると、「利用したい」と回答した割合は１～３年生で 52.1％、４～６年生で 17.3％

となっている。

【平日の放課後児童クラブの利用希望終了時間】

平日の放課後児童クラブの利用希望終了時間について、「18時以前」と回答した割合が59.3％、

「～18時 30分」と回答した割合が8.3％、「～19時 00分」と回答した割合が5.9％となっている。

【平日の放課後児童クラブの利用希望終了時間（小学生・学年別）】

学年別にみると、「～19時 00 分」と回答した割合は１～３年生で 5.5％、４～６年生で 7.8％

となっている。

問 14 小学生

あて名のお子さんは、今後、放課後児童クラブを利用したいですか。【○は１つ】
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22.9 60.2 16.9 

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

小学生(n=345)

利用したい 利用希望はない 無回答

25.2 

18.2 

59.7 

61.7 

15.1 

20.2 

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

1～3年生(n=246)

4～6年生(n=90)

利用したい 利用希望はない 無回答

0.0 

1.7 11.3 24.4 9.7 49.8 3.2 

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

小学生(n=345)

1年生まで 2年生まで 3年生まで 4年生まで 5年生まで 6年生まで 無回答

0.0 

0.0 

2.4 15.0 30.2 

9.2 

9.0 

11.5 

40.6 

76.0 

2.8 

3.3 

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

1～3年生(n=246)

4～6年生(n=90)

1年生まで 2年生まで 3年生まで 4年生まで 5年生まで 6年生まで 無回答

86.5 0.8 
1.4 

9.6 2.5 

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

小学生(n=345)

現在就労している 家族・親族などを介護している

病気や障害がある その他

無回答

【放課後児童クラブの土曜日の利用希望】

放課後児童クラブの土曜日の利用希望について、「利用したい」と回答した割合が 22.9％と

なっている。

【放課後児童クラブの土曜日の利用希望（小学生・学年別）】

学年別にみると、「利用したい」と回答した割合は１～３年生で 25.2％、４～６年生で 18.2％

となっている。

【放課後児童クラブの利用希望終了学年】

放課後児童クラブの利用希望終了学年について、「６年生まで」と回答した割合が 49.8％と

最も高くなっている。

【放課後児童クラブの利用希望終了学年（小学生・学年別）】

学年別にみると、「６年生まで」と回答した割合は４～６年生で 76.0％となっている。

【放課後児童クラブの利用を希望する理由】

放課後児童クラブの利用を希望する理由について、「現在就労している」と回答した割合が

86.5％と最も高くなっている。
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８ 育児休業

(1) 育児休業取得状況

あて名の子が生まれた時、育児休業や育児休暇を取得した人または取得中である人のみ回答

【育児休業の取得状況（母親）（前回調査結果との比較）】

母親の育児休業の取得状況について、「取得した」に該当する割合は上昇している。

【育児休業の取得期間（母親）】

※無回答を除いた集計

母親の育児休業の取得期間について、実際の取得期間では「１～２年未満」と回答した割合

が 66.3％と最も高くなっているが、「１年未満」と回答した割合も 24.9％となっている。

希望の取得期間では、『２年以上』と回答した割合が 37.0％となっている。

【育児休業の取得期間（母親）（就学前児童・前回調査結果との比較）】

※無回答を除いた集計

前回調査結果と比較すると、大きな変化はみられない。

問 21 就学前児童

育児休業の実際の期間と希望の期間を記入してください。【数字を記入】

24.9 

7.9 

66.3 

55.2 

6.1 

16.9 

2.7 

20.1 

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

実際(n=547)

希望(n=507)

1年未満 1～2年未満 2～3年未満 3年以上

24.9 

25.4 

7.9 

6.8 

66.3 

67.2 

55.2 

54.4 

6.1 

4.3 

16.9 

17.1 

2.7 

3.1 

20.1 

21.6 

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

令和4年度(n=547)

平成30年度(n=398)

令和4年度(n=507)

平成30年度(n=379)

1年未満 1～2年未満 2～3年未満 3年以上

実際

希望

49.0 

38.3 

51.0 

61.7 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

取得した 取得していない
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【育児休業の取得状況（父親）（前回調査結果との比較）】

父親の育児休業の取得状況について、「取得した」に該当する割合は上昇している。

【育児休業の取得期間（父親）】

※無回答を除いた集計

父親の育児休業の取得期間について、実際の取得期間では「７日以内」と回答した割合が

81.0％と最も高くなっている。

希望の取得期間では、「６か月以内」、「１年以内」等、実際の取得期間よりも長い期間の割合

が高くなっている。

【育児休業の取得期間（父親）（就学前児童・前回調査結果との比較）】

※無回答を除いた集計

前回調査結果と比較すると、実際の取得期間が「７日以内」と回答した割合は上昇している。

81.0 

37.2 

3.2 

0.5 

5.8 

14.1 

4.7 

22.7 

3.5 

16.0 

1.8 

9.5 

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

実際(n=189)

希望(n=174)

7日以内 14日以内 1か月以内 6か月以内 1年以内 1年を超える

81.0 

55.2 

37.2 

32.9 

3.2 

15.7 

0.5 

8.9 

5.8 

7.4 

14.1 

29.8 

4.7 

14.3 

22.7 

7.4 

3.5 

1.5 

16.0 

8.2 

1.8 

5.8 

9.5 

12.8 

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

令和4年度(n=189)

平成30年度(n=41)

令和4年度(n=174)

平成30年度(n=29)

7日以内 14日以内 1か月以内 6か月以内 1年以内 1年を超える

実際

希望

16.9 

4.0 

83.1 

96.0 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

取得した 取得していない
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問 21で育児休業の実際の期間と希望の期間が異なる人のみ回答

【希望の期間を取得できなかった理由】

希望の期間を取得できなかった理由について、「育児休業制度の期間や職場の人員体制等、職

場の体制が整っていなかったため」と回答した割合が 40.2％と最も高く、次いで「希望する保

育所(園)に入るために希望よりも早く仕事に復帰した」（25.9％）となっている。

【希望の期間を取得できなかった理由（就学前児童・前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、「希望する保育所（園）に入るために希望よりも早く仕事に復帰

した」と回答した割合が上昇している。

問 21－1 就学前児童

希望の期間を取得できなかったのはどのような理由ですか。【○は１つ】

40.2 

25.9 

4.1 

4.0 

20.7 

5.1 

46.7 

17.7 

5.0 

5.0 

20.0 

5.7 

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

育児休業制度の期間や職場の人員体制等、

職場の体制が整っていなかったため

希望する保育所(園)に入るために

希望よりも早く仕事に復帰した

配偶者や家族の希望があったため

希望する保育所(園)に入れなかったため、

希望する時期に仕事に復帰できなかった

その他

無回答

令和4年度(n=304)

平成30年度(n=245)

40.2 

25.9 

4.1 

4.0 

20.7 

5.1 

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

育児休業制度の期間や職場の人員体制等、

職場の体制が整っていなかったため

希望する保育所(園)に入るために

希望よりも早く仕事に復帰した

配偶者や家族の希望があったため

希望する保育所(園)に入れなかったため、

希望する時期に仕事に復帰できなかった

その他

無回答

n=304
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９ 仕事と子育ての両立

(1) 出産前後の離職状況

【母親の出産前後の離職状況】

母親の出産前後の離職状況について、「離職した」と回答した割合が 25.6％となっている。

【母親の出産前後の離職状況（就学前児童・前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、「継続的に就労していた」と回答した割合は上昇している。

【母親の出産前後の離職状況（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、「継続的に就労していた」と回答した割合は０歳、１・２歳で高くなってい

る。

問 22 就学前児童

お母さんは、あて名のお子さんの出産前後（前後それぞれ１年以内）に離職をしましたか。

【○は１つ】

25.6 47.7 23.6 3.1 

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

就学前児童(n=1,117)

離職した 継続的に就労していた 出産1年前にすでに働いていなかった 無回答

21.5 

21.7 

29.0 

54.5 

53.2 

42.5 

19.9 

22.3 

25.4 

4.1 

2.7 

3.0 

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

0歳(n=154)

1・2歳(n=352)

3～5歳(n=605)

離職した 継続的に就労していた 出産1年前にすでに働いていなかった 無回答

25.6 

26.6 

47.7 

39.9 

23.6 

30.9 

3.1 

2.6 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

離職した 継続的に就労していた 出産1年前にすでに働いていなかった 無回答
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40.0 

31.0 

42.0 

39.5 

10.3 

18.0 

1.1 

1.0 

4.1 

8.2 

2.5 

2.3 

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

就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)

十分に関わっている どちらかというとよく関わっている
あまり関わっていない まったく関わっていない
その他（死別・未婚・離婚等） 無回答

(2) 両親の育児への関わり方

【父親の育児への関わりの程度】

父親の育児への関わりの程度について、『関わっている』（「十分に関わっている」＋「どちら

かというとよく関わっている」）と回答した割合が就学前児童で 82.0％、小学生で 70.5％とな

っている。

【父親の育児への関わりの程度（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、「十分に関わっている」と回答した割合は就学前児童、小学生と

もに上昇している。

【父親の育児への関わりの程度（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、『関わっている』と回答した割合は０歳で高くなっている。

問 23 就学前児童・問 19 小学生

現在、お子さんのご両親の育児への関わり方は十分だと思いますか。【○は１つ】

50.2 

39.1 

37.8 

40.1 

45.3 

40.7 

5.8 

8.1 

12.9 

2.8 

0.7 

0.9 

0.0 

4.5 

4.8 

1.1 

2.3 

2.9 

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

0歳(n=154)

1・2歳(n=352)

3～5歳(n=605)

十分に関わっている どちらかというとよく関わっている

あまり関わっていない まったく関わっていない

その他（死別・未婚・離婚等） 無回答

40.0 

30.9 

31.0 

26.0 

42.0 

44.8 

39.5 

44.1 

10.3 

15.2 

18.0 

19.7 

1.1 

0.3 

1.0 

1.0 

4.1 

5.8 

8.2 

8.1 

2.5 

2.9 

2.3 

1.1 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

十分に関わっている どちらかというとよく関わっている
あまり関わっていない まったく関わっていない
その他（死別・未婚・離婚等） 無回答

就学前

児童

小学生
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36.4 

26.0 

38.9 

40.0 

15.5 

20.2 

1.0 

1.0 

6.8 

9.8 

1.4 

3.0 

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

1～3年生(n=471)

4～6年生(n=520)

十分に関わっている どちらかというとよく関わっている
あまり関わっていない まったく関わっていない
その他（死別・未婚・離婚等） 無回答

77.0 

61.9 

18.9 

31.1 

1.9 

4.6 

0.0 

0.1 

0.2 

0.2 

1.9 

2.0 

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

就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)

十分に関わっている どちらかというとよく関わっている

あまり関わっていない まったく関わっていない

その他（死別・未婚・離婚等） 無回答

【父親の育児への関わりの程度（小学生・学年別）】

学年別にみると、『関わっている』と回答した割合は１～３年生で高くなっている。

【母親の育児への関わりの程度】

母親の育児への関わりの程度について、『関わっている』と回答した割合が就学前児童で

95.9％、小学生で 93.0％となっている。

【母親の育児への関わりの程度（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、「十分に関わっている」と回答した割合は就学前児童、小学生と

もに上昇している。

77.0 

69.4 

61.9 

57.7 

18.9 

25.5 

31.1 

34.0 

1.9 

1.9 

4.6 

5.7 

0.0 

0.2 

0.1 

0.0 

0.2 

0.4 

0.2 

1.6 

1.9 

2.6 

2.0 

1.0 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

十分に関わっている どちらかというとよく関わっている

あまり関わっていない まったく関わっていない

その他（死別・未婚・離婚等） 無回答

就学前

児童

小学生
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【母親の育児への関わりの程度（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、年齢が高くなるほど「十分に関わっている」と回答した割合は低くなって

いる。

【母親の育児への関わりの程度（小学生・学年別）】

学年別にみると、「十分に関わっている」と回答した割合は１～３年生で高くなっている。

93.1 

81.8 

70.4 

5.6 

15.0 

24.3 

0.2 

1.1 

2.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

1.1 

2.0 

2.1 

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

0歳(n=154)

1・2歳(n=352)

3～5歳(n=605)

十分に関わっている どちらかというとよく関わっている

あまり関わっていない まったく関わっていない

その他（死別・未婚・離婚等） 無回答

65.3 

59.3 

29.0 

32.6 

4.9 

4.6 

0.0 

0.2 

0.1 

0.3 

0.7 

3.0 

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

1～3年生(n=471)

4～6年生(n=520)

十分に関わっている どちらかというとよく関わっている

あまり関わっていない まったく関わっていない

その他（死別・未婚・離婚等） 無回答
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16.8 

4.6 

79.9 

1.3 

21.5 

7.1 

75.5 

0.9 

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

子育て支援センターを利用している

その他、市で実施している類似の事業を利用している

利用していない

無回答 令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

10 子育て支援センター

(1) 子育て支援センター等の利用状況

【子育て支援センターの利用状況】

子育て支援センターの利用状況について、「子育て支援センターを利用している」と回答した

割合が16.8％、「その他、市で実施している類似の事業を利用している」と回答した割合が4.6％

となっている。

【子育て支援センターの利用状況（就学前児童・前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、「子育て支援センターを利用している」と回答した割合は低下し

ている。

問 24 就学前児童

あて名のお子さんは、現在、地域子育て支援拠点事業などを利用していますか。

【○は当てはまるものすべて】

16.8 

4.6 

79.9 

1.3 

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

子育て支援センターを利用している

その他、市で実施している類似の事業を利用している

利用していない

無回答

n=1,117
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【子育て支援センターの利用状況（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、「子育て支援センターを利用している」と回答した割合は０歳で 25.6％、

１・２歳で 22.1％となっている。

【子育て支援センターの利用状況（就学前児童（定期的な教育・保育事業を利用していない子ども）・年齢別）】

定期的な教育・保育事業を利用していない子どものみを年齢別にみると、「子育て支援センタ

ーを利用している」と回答した割合は全体で 36.7％、０歳で 30.1％、１・２歳で 43.9％とな

っている。

【子育て支援センターの利用回数】

子育て支援センターの利用回数について、『週１回以上』と回答した割合が 32.0％となって

いる。

25.6 

6.0 

72.4 

0.4 

22.1 

7.8 

72.9 

0.5 

11.4 

2.4 

86.1 

1.7 

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

子育て支援センターを利用している

その他、市で実施している類似の事業を利用している

利用していない

無回答 0歳(n=154)

1・2歳(n=352)

3～5歳(n=605)

36.7 

12.3 

57.5 

0.3 

30.1 

7.4 

67.3 

0.6 

43.9 

17.5 

47.1 

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

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

子育て支援センターを利用している

その他、市で実施している類似の事業を利用している

利用していない

無回答

全体(n=245)

0歳(n=122)

1・2歳(n=122)

3～5歳(n=2)

9.6 11.1 11.3 18.7 37.7 11.6 

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

就学前児童(n=187)

週4回以上 週2～3回 週1回 2週に1回 月に1回以下 無回答
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【子育て支援センターの利用回数（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、『週１回以上』と回答した割合は０歳、１・２歳で高くなっている。

【子育てに関する情報の入手状況（就学前児童・子育て支援センターの利用状況別）】

子育てに関する情報の入手状況について、子育て支援センターの利用状況別にみると、利用

している層では子育てに関する情報を『入手できている』と回答した割合は 74.0％となってい

る。

【公的な相談窓口の利便性（就学前児童・子育て支援センターの利用状況別）】

公的な相談窓口の利便性について、子育て支援センターの利用状況別にみると、利用してい

る層では公的な相談窓口を『利用しやすい』と回答した割合は 46.8％となっている。

10.5 

8.0 

11.1 

15.1 

17.4 

1.8 

10.5 

14.3 

8.4 

13.7 

25.5 

14.0 

41.5 

21.8 

54.2 

8.6 

13.0 

10.5 

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

0歳(n=39)

1・2歳(n=78)

3～5歳(n=69)

週4回以上 週2～3回 週1回 2週に1回 月に1回以下 無回答

11.0 

17.0 

10.2 

63.0 

68.3 

56.1 

24.7 

13.8 

28.4 

0.2 

0.0 

3.1 

1.0 

0.9 

2.2 

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

子育て支援センターを

利用している(n=187)

その他、市で実施している類似の

事業を利用している(n=51)

利用していない(n=893)

十分に入手できている どちらかというと入手できている

あまり入手できていない 入手できていない

無回答

11.1 

6.7 

10.1 

35.7 

30.3 

34.3 

39.6 

47.9 

34.8 

11.2 

15.2 

18.6 

2.3 

0.0 

2.3 

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

子育て支援センターを

利用している(n=187)

その他、市で実施している類似の

事業を利用している(n=51)

利用していない(n=893)

利用しやすい どちらかというと利用しやすい

どちらかというと利用しにくい 利用しにくい

無回答
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問 24で「３ 利用していない」と回答した人のみ回答

【子育て支援センターを利用していない理由】

子育て支援センターを利用していない理由について、「利用可能時間・日数などが合わない」

と回答した割合が 31.4％と最も高く、次いで「利用しにくいと感じている」（15.4％）となっ

ている。

また、「利用する必要がない」と回答した割合が 41.0％となっている。

問 24－1 就学前児童

現在利用していない理由を回答してください。【○は当てはまるものすべて】

31.4 

15.4 

8.8 

7.2 

6.1 

3.9 

0.5 

14.7 

41.0 

0.5 

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

利用可能時間・日数などが合わない

利用しにくいと感じている

一緒に利用する仲間がいない

事業を知らない

実施場所や利用方法がわからない

身近な地域で実施していない

事業の内容に不安がある

その他

利用する必要がない

無回答

n=893
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【子育て支援センターを利用していない理由（就学前児童・教育・保育事業の利用状況別）】

教育・保育事業の利用状況別にみると、教育・保育事業を利用している層では「利用可能時

間・日数などが合わない」、教育・保育事業を利用していない層では「利用しにくいと感じてい

る」と回答した割合が高くなっている。

34.3 

13.5 

7.1 

7.1 

5.4 

4.0 

0.5 

11.6 

44.4 

0.4 

16.4 

25.6 

17.5 

7.9 

10.0 

3.3 

0.5 

31.6 

23.3 

0.0 

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

利用可能時間・日数などが合わない

利用しにくいと感じている

一緒に利用する仲間がいない

事業を知らない

実施場所や利用方法がわからない

身近な地域で実施していない

事業の内容に不安がある

その他

利用する必要がない

無回答 教育・保育事業を利用している(n=751)

教育・保育事業を利用していない(n=141)
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(2) 今後の子育て支援センターの利用希望

【子育て支援センターの利用希望】

子育て支援センターの利用希望について、「利用していないが、今後利用したい」と回答した

割合が 29.3％、「すでに利用しているが、利用回数を増やしたい」と回答した割合が 9.8％とな

っている。

【子育て支援センターの利用希望（就学前児童・前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、「利用していないが、今後利用したい」と回答した割合が上昇し

ている。

【子育て支援センターの利用希望（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、「利用していないが、今後利用したい」と回答した割合は０歳で高くなって

いる。

問 25 就学前児童

問 24のような地域子育て支援拠点事業を、今後利用したり、利用回数を増やしたいと思いま

すか。【○は１つ】

29.3 9.8 58.4 2.5 

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

就学前児童(n=1,117)

利用していないが、今後利用したい
すでに利用しているが、利用回数を増やしたい

新たに利用したり、利用回数を増やしたいとは思わない
無回答

43.9 

32.8 

23.8 

17.7 

13.1 

6.0 

36.2 

52.7 

67.0 

2.2 

1.4 

3.3 

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

0歳(n=154)

1・2歳(n=352)

3～5歳(n=605)

利用していないが、今後利用したい

すでに利用しているが、利用回数を増やしたい
新たに利用したり、利用回数を増やしたいとは思わない

無回答

29.3 

23.6 

9.8 

12.7 

58.4 

60.6 

2.5 

3.1 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

利用していないが、今後利用したい

すでに利用しているが、利用回数を増やしたい

新たに利用したり、利用回数を増やしたいとは思わない

無回答
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【子育て支援センターの利用希望（就学前児童・教育・保育事業の利用状況別）】

教育・保育事業の利用状況別にみると、教育・保育事業を利用していない層では「すでに利

用しているが、利用回数を増やしたい」と回答した割合が高くなっている。

28.0 

34.4 

6.0 

23.3 

63.2 

41.0 

2.8 

1.3 

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

教育・保育事業を

利用している(n=868)

教育・保育事業を

利用していない(n=245)

利用していないが、今後利用したい

すでに利用しているが、利用回数を増やしたい

新たに利用したり、利用回数を増やしたいとは思わない

無回答
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【子育て支援センターの土・日曜日の利用希望】

子育て支援センターの土・日曜日の利用希望について、「土曜日に利用したい」と回答した割

合が 42.0％、「日曜日に利用したい」と回答した割合が 29.6％となっている。

【子育て支援センターの土・日曜日の利用希望（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、「土曜日に利用したい」と回答した割合は０歳、１・２歳で高くなっている。

問 26 就学前児童

地域子育て支援拠点事業を、土・日曜日に利用したいと思いますか。

【○は当てはまるものすべて】

42.0 

29.6 

50.8 

1.8 

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

土曜日に利用したい

日曜日に利用したい

利用したいと思わない

無回答

n=1,117

46.3 

29.3 

50.5 

0.6 

47.1 

38.0 

44.2 

0.7 

38.3 

25.1 

54.1 

2.8 

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

土曜日に利用したい

日曜日に利用したい

利用したいと思わない

無回答 0歳(n=154)

1・2歳(n=352)

3～5歳(n=605)
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10.5 

8.2 

50.5 

47.9 

30.4 

30.3 

7.3 

8.1 

1.3 

5.5 

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

就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)

非常に不安や負担を感じる なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担は感じない 不安や負担は感じない

無回答

11 子育て全般

(1) 子育てに関する不安や負担の程度

【子育てに関する不安や負担の程度】

子育てに関する不安や負担の程度について、『不安や負担を感じる』（「非常に不安や負担を感

じる」＋「なんとなく不安や負担を感じる」）と回答した割合が就学前児童で 61.0％、小学生

で 56.1％、『不安や負担は感じない』（「不安や負担は感じない」＋「あまり不安や負担は感じ

ない」）と回答した割合が就学前児童で 37.7％、小学生で 38.4％となっている。

【子育てに関する不安や負担の程度（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、『不安や負担を感じる』と回答した割合は就学前児童で上昇して

いる。

【子育てに関する不安や負担の程度（就学前児童・尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

問 27 就学前児童・問 20 小学生

子育てに関して不安や負担を感じることがありますか。【○は１つ】

8.4 

15.2 

47.3 

60.0 

34.7 

19.4 

8.5 

4.6 

1.1 

0.7 

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

子育てがしやすいまち

だと思う(n=786)

子育てがしやすいまち

だと思わない(n=299)

非常に不安や負担を感じる なんとなく不安や負担を感じる
あまり不安や負担は感じない 不安や負担は感じない
無回答

10.5 

9.0 

8.2 

10.1 

50.5 

45.7 

47.9 

47.0 

30.4 

34.9 

30.3 

32.9 

7.3 

9.7 

8.1 

8.7 

1.3 

0.8 

5.5 

1.4 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

非常に不安や負担を感じる なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担は感じない 不安や負担は感じない

無回答

就学前

児童

小学生
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5.5 

15.3 

44.4 

56.9 

35.0 

18.9 

9.7 

5.1 

5.5 

3.8 

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

子育てがしやすいまち

だと思う(n=700)

子育てがしやすいまち

だと思わない(n=297)

非常に不安や負担を感じる なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担は感じない 不安や負担は感じない

無回答

11.2 

7.9 

48.1 

48.6 

27.6 

30.1 

5.6 

8.7 

7.5 

4.8 

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

ひとり親世帯(n=87)

両親ともにいる世帯

(n=877)

非常に不安や負担を感じる なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担は感じない 不安や負担は感じない

無回答

13.9 

10.3 

48.5 

51.3 

26.0 

29.9 

8.1 

7.2 

3.5 

1.3 

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

ひとり親世帯(n=55)

両親ともにいる世帯

(n=1,045)

非常に不安や負担を感じる なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担は感じない 不安や負担は感じない

無回答

【子育てに関する不安や負担の程度（小学生・尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

尾道市の子育てのしやすさの評価別にみると、就学前児童、小学生ともに『不安や負担を感

じる』と回答した割合は子育てがしやすいまちだと思わない層で高くなっている。

【子育てに関する不安や負担の程度（就学前児童・世帯状況別）】

【子育てに関する不安や負担の程度（小学生・世帯状況別）】

世帯状況別にみると、就学前児童、小学生ともに大きな差はみられない。

【子育てに関する不安や負担の程度（就学前児童・子育てに関する情報の入手状況別）】

8.5 

15.3 

47.1 

61.3 

34.4 

19.2 

9.3 

2.6 

0.8 

1.6 

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

情報を入手できている

(n=753)

情報を入手できていない

(n=331)

非常に不安や負担を感じる なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担は感じない 不安や負担は感じない

無回答
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6.2 

12.8 

44.6 

55.5 

33.7 

23.6 

9.1 

4.0 

6.3 

4.1 

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

情報を入手できている

(n=629)

情報を入手できていない

(n=260)

非常に不安や負担を感じる なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担は感じない 不安や負担は感じない

無回答

2.8 

11.8 

44.0 

53.7 

39.4 

27.9 

13.8 

6.1 

0.0 

0.5 

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

利用しやすいと思う

(n=321)

利用しにくいと思う

(n=634)

非常に不安や負担を感じる なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担は感じない 不安や負担は感じない

無回答

【子育てに関する不安や負担の程度（小学生・子育てに関する情報の入手状況別）】

子育てに関する情報の入手状況別にみると、就学前児童、小学生ともに『不安や負担を感じ

る』と回答した割合は情報を入手できていない層で高くなっている。

【子育てに関する不安や負担の程度（就学前児童・公的な相談窓口の評価別）】

【子育てに関する不安や負担の程度（小学生・公的な相談窓口の評価別）】

公的な相談窓口の評価別にみると、就学前児童、小学生ともに『不安や負担を感じる』と回

答した割合は利用しにくいと思う層で高くなっている。

【子育てに関する不安や負担の程度（就学前児童・地域の人々や社会全体の支えの感じ方別）】

7.4 

12.8 

47.5 

55.5 

34.7 

25.4 

9.6 

5.0 

0.8 

1.3 

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

利用しやすいと思う

(n=497)

利用しにくいと思う

(n=584)

非常に不安や負担を感じる なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担は感じない 不安や負担は感じない

無回答

8.5 

13.2 

48.3 

55.9 

33.5 

25.4 

8.5 

5.2 

1.3 

0.3 

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

支えを感じている

(n=677)

支えを感じていない

(n=414)

非常に不安や負担を感じる なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担は感じない 不安や負担は感じない

無回答
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6.2 

12.0 

43.8 

56.1 

35.7 

20.0 

8.6 

7.5 

5.6 

4.4 

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

支えを感じている

(n=653)

支えを感じていない

(n=354)

非常に不安や負担を感じる なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担は感じない 不安や負担は感じない

無回答

【子育てに関する不安や負担の程度（小学生・地域の人々や社会全体の支えの感じ方別）】

地域の人々や社会全体の支えの感じ方別にみると、就学前児童、小学生ともに『不安や負担

を感じる』と回答した割合は支えを感じていない層で高くなっている。
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(2) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による生活の変化

【新型コロナウイルス感染症の感染拡大による生活の変化】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による生活の変化について、就学前児童、小学生とも

に「子どもが、友だちと一緒に遊ぶ機会が少なくなった」と回答した割合が就学前児童で 54.8％、

小学生で 61.3％と最も高くなっている。

問 28 就学前児童・問 21 小学生

新型コロナウイルス感染症が広がったことにより、生活に変化がありましたか。

【○は当てはまるものすべて】

54.8 

25.8 

24.2 

17.8 

9.7 

9.2 

3.7 

7.9 

17.0 

1.6 

61.3 

28.8 

17.3 

4.6 

9.5 

7.2 

4.8 

7.0 

14.1 

6.0 

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

子どもが、友だちと一緒に遊ぶ機会が少なくなった

学校・幼稚園・保育所(園)・認定こども園・その他の保育施設等が

休校・休園となることが多く、仕事を休むことが多くなった

子育てのことを相談できる友人と連絡し合ったり、

相談したりすることができなくなった

子育て支援センターやその他の相談窓口を利用できなくなった

両親の就労状況が変化し、経済的に苦しくなった

子育てのことを相談できる家族や親類と連絡し合ったり、

相談したりすることができなくなった

両親の勤務形態が変わり、子どもと過ごす時間が長くなった

その他

特にない

無回答

就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)
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【新型コロナウイルス感染症の感染拡大による生活の変化（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、「子どもが、友だちと一緒に遊ぶ機会が少なくなった」、「幼稚園・保育所

(園)・認定こども園・その他の保育施設等が休園となることが多く、仕事を休むことが多くな

った」と回答した割合は年齢が高くなるほど高くなっている。

「子育て支援センターやその他の相談窓口を利用できなくなった」と回答した割合は０歳、１・

２歳で高くなっている。

44.9 

10.9 

24.2 

25.9 

7.0 

12.9 

1.1 

5.9 

21.8 

0.2 

56.1 

22.1 

27.7 

25.0 

8.0 

8.8 

2.9 

9.0 

19.2 

1.6 

57.0 

31.7 

22.0 

11.7 

11.0 

8.6 

4.8 

8.0 

14.5 

2.0 

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

子どもが、友だちと一緒に遊ぶ機会が少なくなった

幼稚園・保育所(園)・認定こども園・その他の保育施設等が

休園となることが多く、仕事を休むことが多くなった

子育てのことを相談できる友人と連絡し合ったり、

相談したりすることができなくなった

子育て支援センターやその他の相談窓口を利用できなくなった

両親の就労状況が変化し、経済的に苦しくなった

子育てのことを相談できる家族や親類と連絡し合ったり、

相談したりすることができなくなった

両親の勤務形態が変わり、子どもと過ごす時間が長くなった

その他

特にない

無回答

0歳(n=154)

1・2歳(n=352)

3～5歳(n=605)
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【新型コロナウイルス感染症の感染拡大による生活の変化（小学生・学年別）】

学年別にみると、多くの項目で１～３年生が４～６年生よりも高くなっている。

64.9 

34.8 

19.5 

9.8 

7.9 

5.9 

7.0 

4.0 

10.4 

5.8 

58.4 

23.7 

15.8 

9.3 

7.0 

4.1 

2.4 

9.7 

17.5 

5.4 

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

子どもが、友だちと一緒に遊ぶ機会が少なくなった

学校・保育所(園)・幼稚園・認定こども園・その他の保育施設等が

休校・休園となることが多く、仕事を休むことが多くなった

子育てのことを相談できる友人と連絡し合ったり、

相談したりすることができなくなった

両親の就労状況が変化し、経済的に苦しくなった

子育てのことを相談できる家族や親類と連絡し合ったり、

相談したりすることができなくなった

両親の勤務形態が変わり、子どもと過ごす時間が長くなった

子育て支援センターやその他の相談窓口を利用できなくなった

その他

特にない

無回答
1～3年生(n=471)

4～6年生(n=520)
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8.9 

9.0 

18.3 

20.0 

0.5 

0.4 

70.2 

64.0 

2.0 

6.7 

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

就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)

子どもに虐待をしそうになることがある

自分の行為が虐待に当たるのではないかと不安に思うことがある
子どもに虐待をしていると思う

まったくない

無回答

(3) 虐待経験

【虐待経験】

虐待経験について、「子どもに虐待をしそうになることがある」と回答した割合が就学前児童

で8.9％、小学生で9.0％、「自分の行為が虐待に当たるのではないかと不安に思うことがある」

と回答した割合が就学前児童で 18.3％、小学生で 20.0％、「子どもに虐待をしていると思う」

と回答した割合が就学前児童で 0.5％、小学生で0.4％となっている。

【虐待経験（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、就学前児童、小学生ともに「子どもに虐待をしそうになること

がある」、「自分の行為が虐待に当たるのではないかと不安に思うことがある」と回答した割合

は低下している。

問 29 就学前児童・問 22 小学生

あなたは、次のような経験がありますか。【○は１つ】

8.9 

11.7 

9.0 

11.7 

18.3 

23.4 

20.0 

24.1 

0.5 

1.0 

0.4 

1.8 

70.2 

62.2 

64.0 

60.9 

2.0 

1.5 

6.7 

1.4 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

子どもに虐待をしそうになることがある

自分の行為が虐待に当たるのではないかと不安に思うことがある

子どもに虐待をしていると思う

まったくない

無回答

就学前

児童

小学生
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【虐待経験（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、「自分の行為が虐待に当たるのではないかと不安に思うことがある」と回答

した割合は年齢が高くなるほど高くなっている。

【虐待経験（小学生・学年別）】

学年別にみると、「自分の行為が虐待に当たるのではないかと不安に思うことがある」と回答

した割合は１～３年生が４～６年生よりも高くなっている。

2.7 

10.4 

9.7 

6.8 

16.3 

22.7 

0.2 

0.7 

0.5 

90.1 

71.4 

64.5 

0.2 

1.2 

2.6 

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

0歳(n=154)

1・2歳(n=352)

3～5歳(n=605)

子どもに虐待をしそうになることがある

自分の行為が虐待に当たるのではないかと不安に思うことがある

子どもに虐待をしていると思う
まったくない

無回答

9.7 

8.8 

21.9 

18.0 

1.0 

0.0 

60.5 

67.6 

7.0 

5.5 

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

1～3年生(n=471)

4～6年生(n=520)

子どもに虐待をしそうになることがある

自分の行為が虐待に当たるのではないかと不安に思うことがある

子どもに虐待をしていると思う

まったくない

無回答
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【虐待経験（就学前児童・子育てに関する不安や負担の程度別）】

【虐待経験（小学生・子育てに関する不安や負担の程度別）】

子育てに関する不安や負担の程度別にみると、就学前児童、小学生ともに「子どもに虐待を

しそうになることがある」、「自分の行為が虐待に当たるのではないかと不安に思うことがあ

る」、「子どもに虐待していると思う」と回答した割合は不安や負担を感じる層で高くなってい

る。

11.9 

4.2 

24.2 

9.4 

0.5 

0.1 

62.2 

85.5 

1.1 

0.8 

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

不安や負担を感じる

(n=681)

不安や負担は感じない

(n=420)

子どもに虐待をしそうになることがある

自分の行為が虐待に当たるのではないかと不安に思うことがある

子どもに虐待をしていると思う

まったくない

無回答

12.4 

5.3 

28.5 

9.9 

0.7 

0.2 

56.1 

84.1 

2.4 

0.4 

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

不安や負担を感じる

(n=571)

不安や負担は感じない

(n=391)

子どもに虐待をしそうになることがある

自分の行為が虐待に当たるのではないかと不安に思うことがある

子どもに虐待をしていると思う

まったくない

無回答
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【虐待経験（就学前児童・尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

【虐待経験（小学生・尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

尾道市の子育てのしやすさの評価別にみると、就学前児童、小学生ともに「子どもに虐待を

しそうになることがある」、「自分の行為が虐待に当たるのではないかと不安に思うことがある」

と回答した割合は子育てがしやすいまちだと思わない層で高くなっている。

7.3 

14.0 

17.3 

22.4 

0.2 

1.3 

73.7 

61.1 

1.5 

1.3 

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

子育てがしやすいまち

だと思う(n=786)

子育てがしやすいまち

だと思わない(n=299)

子どもに虐待をしそうになることがある

自分の行為が虐待に当たるのではないかと不安に思うことがある

子どもに虐待をしていると思う

まったくない

無回答

6.7 

13.4 

19.0 

22.1 

0.5 

0.4 

67.6 

58.5 

6.3 

5.6 

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

子育てがしやすいまち

だと思う(n=700)

子育てがしやすいまち

だと思わない(n=297)

子どもに虐待をしそうになることがある

自分の行為が虐待に当たるのではないかと不安に思うことがある

子どもに虐待をしていると思う

まったくない

無回答
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【虐待経験（就学前児童・世帯状況別）】

【虐待経験（小学生・世帯状況別）】

世帯状況別にみると、小学生では「自分の行為が虐待に当たるのではないかと不安に思うこ

とがある」と回答した割合は両親ともにいる世帯で高くなっている。

7.4 

9.1 

22.6 

18.4 

1.0 

0.5 

63.7 

70.3 

5.3 

1.7 

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

ひとり親世帯(n=55)

両親ともにいる世帯

(n=1,045)

子どもに虐待をしそうになることがある

自分の行為が虐待に当たるのではないかと不安に思うことがある

子どもに虐待をしていると思う

まったくない

無回答

10.3 

9.1 

14.5 

20.3 

0.0 

0.5 

65.8 

64.3 

9.5 

5.7 

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

ひとり親世帯(n=87)

両親ともにいる世帯

(n=877)

子どもに虐待をしそうになることがある
自分の行為が虐待に当たるのではないかと不安に思うことがある
子どもに虐待をしていると思う
まったくない
無回答
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68.6 

48.4 

39.6 

32.6 

27.9 

22.2 

19.9 

24.6 

15.4 

9.1 

72.4 

48.0 

30.3 

34.8 

26.0 

27.5 

25.9 

24.6 

6.9 

11.5 

49.6 

49.6 

56.5 

49.6 

58.6 

49.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

子育て支援課

子育て支援センター

スクールカウンセラー

子育て世代包括支援センターぽかぽか☀

健康推進課・保健センター

尾道市児童センター・北久保児童館

民生委員・児童委員

教育委員会

スクールソーシャルワーカー

児童家庭支援センター「まごころ」

子どもに虐待をしそうになることがある

(n=91)

自分の行為が虐待に当たるのではないかと

不安に思うことがある(n=203)

子どもに虐待をしていると思う(n=5)

【公的相談機関等の認知度/上位 10 項目（就学前児童・虐待経験別）】

【公的相談機関等の認知度/上位 10項目（小学生・虐待経験別）】

公的相談機関等の認知度について、虐待経験別にみると、子どもに虐待をしていると思う層

では、就学前児童では「子育て支援課」、「健康推進課・保健センター」、「子育て世代包括支援

センターぽかぽか☀」、小学生では「健康推進課・保健センター」、「スクールカウンセラー」と

回答した割合が上位となっている。

72.4 

70.8 

61.8 

38.3 

40.0 

20.5 

23.9 

17.2 

7.8 

18.1 

79.0 

62.5 

63.8 

32.4 

25.8 

19.0 

14.5 

11.8 

10.1 

8.6 

58.5 

36.8 

50.4 

54.1 

26.0 

18.9 

12.4 

10.2 

0.0 

0.0 

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

子育て支援課

子育て支援センター

子育て世代包括支援センターぽかぽか☀

健康推進課・保健センター

尾道市児童センター・北久保児童館

民生委員・児童委員

教育委員会

スクールカウンセラー

東部こども家庭センター（児童相談所）

児童家庭支援センター「まごころ」

子どもに虐待をしそうになることがある

(n=100)

自分の行為が虐待に当たるのではないかと

不安に思うことがある(n=205)

子どもに虐待をしていると思う(n=6)
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48.1 

16.6 

13.7 

2.9 

2.9 

1.5 

1.3 

0.6 

0.6 

0.2 

0.0 

31.8 

2.9 

46.0 

30.7 

11.4 

3.5 

0.5 

0.3 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

27.7 

3.6 

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

無視をしたり、拒否的な態度をとる

自尊心を傷つける言葉を繰り返す

殴る・蹴るなどの暴力を振るう

著しくきょうだい間の差別をする

乳幼児を家に残したまま外出する

長時間、家の外にしめだす

子どもの前で配偶者等に暴力を振るう（振るわれる）

数時間、車に放置する

病気やケガをしても病院に連れて行かない

食事を与えない

性的な行為を強要したり、見せたりする

その他

無回答

就学前児童(n=310)

小学生(n=299)

問 29・問 22 で「１」から「３」と回答した人のみ回答

【虐待の内容】

虐待の内容について、「無視をしたり、拒否的な態度をとる」と回答した割合が、就学前児童

で 48.1％、小学生で 46.0％と最も高く、「自尊心を傷つける言葉を繰り返す」（就学前児童

16.6％・小学生 30.7％）、「殴る・蹴るなどの暴力を振るう」（就学前児童 13.7％・小学生 11.4％）

が続いている。

問 29－1 就学前児童・問 22－1 小学生

それはどのようなことですか。【○は当てはまるものすべて】
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【虐待の内容（就学前児童・虐待経験別）】

就学前児童について虐待経験別にみると、子どもに虐待をしていると思う層では「殴る・蹴

るなどの暴力を振るう」と回答した割合、子どもに虐待をしそうになることがある層、自分の

行為が虐待に当たるのではないかと不安に思うことがある層では「無視をしたり、拒否的な態

度をとる」と回答した割合が最も高くなっている。

47.8 

16.1 

23.4 

0.0 

4.8 

3.8 

1.1 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

26.2 

2.0 

49.2 

17.0 

8.0 

4.1 

2.0 

0.3 

0.9 

0.2 

0.9 

0.3 

0.0 

35.2 

3.4 

13.7 

10.2 

48.5 

10.2 

0.0 

0.0 

18.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8.7 

0.0 

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

無視をしたり、拒否的な態度をとる

自尊心を傷つける言葉を繰り返す

殴る・蹴るなどの暴力を振るう

著しくきょうだい間の差別をする

乳幼児を家に残したまま外出する

長時間、家の外にしめだす

子どもの前で配偶者等に暴力を振るう（振るわれる）

数時間、車に放置する

病気やケガをしても病院に連れて行かない

食事を与えない

性的な行為を強要したり、見せたりする

その他

無回答

子どもに虐待をしそうになることがある

(n=100)

自分の行為が虐待に当たるのではないかと

不安に思うことがある(n=205)

子どもに虐待をしていると思う(n=6)
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【虐待の内容（小学生・虐待経験別）】

小学生について虐待経験別にみると、子どもに虐待をしていると思う層では「殴る・蹴るな

どの暴力を振るう」と回答した割合、子どもに虐待をしそうになることがある層、自分の行為

が虐待に当たるのではないかと不安に思うことがある層では「無視をしたり、拒否的な態度を

とる」と回答した割合が最も高くなっている。

55.1 

33.8 

17.8 

2.0 

0.4 

0.0 

0.0 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

17.4 

4.8 

42.3 

29.1 

7.1 

4.3 

1.3 

0.7 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

32.9 

3.2 

26.2 

43.5 

73.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

無視をしたり、拒否的な態度をとる

自尊心を傷つける言葉を繰り返す

殴る・蹴るなどの暴力を振るう

著しくきょうだい間の差別をする

子どもの前で配偶者等に暴力を振るう（振るわれる）

乳幼児を家に残したまま外出する

長時間、家の外にしめだす

性的な行為を強要したり、見せたりする

食事を与えない

数時間、車に放置する

病気やケガをしても病院に連れて行かない

その他

無回答

子どもに虐待をしそうになることがある

(n=91)

自分の行為が虐待に当たるのではないか

と不安に思うことがある(n=203)

子どもに虐待をしていると思う(n=5)
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(4) 「キッズＷｅｂ☆尾道」の利用状況

【「キッズＷｅｂ☆尾道」の利用状況】

「キッズＷｅｂ☆尾道」の利用状況について、「利用したことがある」と回答した割合が 7.8％、

「利用したことはないが、知っている（事業名も内容も知っている）」と回答した割合が19.9％、

「聞いたことはあるが、内容は知らない」と回答した割合が 22.6％となっている。

【「キッズＷｅｂ☆尾道」の利用状況（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、「利用したことがある」と回答した割合は年齢が低くなるほど高くなってい

る。

問 30 就学前児童

「キッズＷｅｂ☆尾道」を利用したことがありますか。または、知っていますか。【○は１つ】

7.8 19.9 22.6 48.4 1.3 

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

就学前児童(n=1,117)

利用したことがある

利用したことはないが、知っている（事業名も内容も知っている）

聞いたことはあるが、内容は知らない

まったく知らない

無回答

12.6 

9.8 

5.4 

26.9 

27.5 

13.8 

27.4 

25.6 

19.9 

32.9 

35.8 

59.2 

0.2 

1.2 

1.7 

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

0歳(n=154)

1・2歳(n=352)

3～5歳(n=605)

利用したことがある

利用したことはないが、知っている（事業名も内容も知っている）

聞いたことはあるが、内容は知らない

まったく知らない

無回答
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問 30で「１ 利用したことがある」と回答した人のみ回答

【「キッズＷｅｂ☆尾道」の利便性】

「キッズＷｅｂ☆尾道」の利便性について、『利用しやすい』（「利用しやすい」＋「どちらか

というと利用しやすい」）と回答した割合が 69.3％、『利用しにくい』（「利用しにくい」＋「ど

ちらかというと利用しにくい」）と回答した割合が 30.7％となっている。

【「キッズＷｅｂ☆尾道」の利便性（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、『利用しやすい』と回答した割合は１・２歳で高くなっている。

問 30－1 就学前児童

「キッズＷｅｂ☆尾道」は利用しやすいと思いますか。【○は１つ】

32.5 36.8 24.7 6.0 0.0 

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

就学前児童(n=87)

利用しやすい どちらかというと利用しやすい
どちらかというと利用しにくい 利用しにくい
無回答

23.7 

39.4 

30.5 

41.5 

34.0 

37.0 

27.5 

22.4 

25.4 

7.3 

4.2 

7.1 

0.0 

0.0 

0.0 

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

0歳(n=19)

1・2歳(n=35)

3～5歳(n=33)

利用しやすい どちらかというと利用しやすい

どちらかというと利用しにくい 利用しにくい

無回答
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94.5 

89.4 

3.5 

5.1 

1.9 

5.5 

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

就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)

いる・ある いない・ない 無回答

94.5 

96.8 

89.4 

94.2 

3.5 

2.0 

5.1 

5.1 

1.9 

1.2 

5.5 

0.7 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

いる・ある いない・ない 無回答

就学前

児童

小学生

(5) 相談先の有無

【子育てに関する相談先の有無】

子育てに関する相談先の有無について、「いる・ある」と回答した割合が就学前児童で 94.5％、

小学生で 89.4％となっている。

【子育てに関する相談先の有無（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、「いる・ある」と回答した割合は小学生で低下している。

【子育てに関する相談先の有無（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、大きな差はみられない。

問 31 就学前児童・問 23 小学生

あて名のお子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人はいますか。

また、相談できる場所はありますか。【○は１つ】

95.5 

93.8 

94.7 

4.3 

4.3 

3.0 

0.2 

1.9 

2.4 

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

0歳(n=154)

1・2歳(n=352)

3～5歳(n=605)

いる・ある いない・ない 無回答
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88.6 

90.9 

6.2 

4.0 

5.2 

5.1 

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

1～3年生(n=471)

4～6年生(n=520)

いる・ある いない・ない 無回答

91.3 

98.6 

8.4 

1.0 

0.3 

0.4 

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

不安や負担を感じる

(n=571)

不安や負担は感じない

(n=391)

いる・ある いない・ない 無回答

【子育てに関する相談先の有無（小学生・学年別）】

学年別にみると、大きな差はみられない。

【子育てに関する相談先の有無（就学前児童・子育てに関する不安や負担の程度別）】

【子育てに関する相談先の有無（小学生・子育てに関する不安や負担の程度別）】

子育てに関する不安や負担の程度別にみると、就学前児童では大きな差はみられないが、小

学生では「いない・ない」と回答した割合が不安や負担を感じる層で高くなっている。

94.7 

97.1 

4.9 

1.4 

0.4 

1.5 

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

不安や負担を感じる

(n=681)

不安や負担は感じない

(n=420)

いる・ある いない・ない 無回答
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86.0 

83.1 

61.5 

45.0 

30.3 

27.9 

7.9 

7.7 

4.0 

3.4 

1.6 

0.8 

0.5 

0.0 

1.8 

0.0 

81.1 

78.8 

49.5 

23.5 

28.9 

34.4 

0.9 

5.0 

1.1 

1.0 

0.3 

0.3 

0.5 

0.9 

3.2 

0.0 

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

配偶者・パートナー

親や兄弟姉妹などの親族

友人・知人、隣近所の人

保育所（園）・幼稚園・学校の先生

保育所（園）・幼稚園・学校の保護者の仲間

職場の人

市や県など公的相談機関（電話相談を含む）

医師・看護師

保健師・保健センター

子育てサークルの仲間

インターネットの相談サイト

民生委員・児童委員

民間の相談機関

障害者サポートセンターはな・はな

その他

無回答
就学前児童(n=1,056)

小学生(n=909)

問 31・問 23 で「１ いる・ある」と回答した人のみ回答

【子育てに関する相談先】

子育てに関する相談先について、「配偶者・パートナー」と回答した割合が就学前児童で

86.0％、小学生で 81.1％と最も高く、「親や兄弟姉妹などの親族」（就学前児童 83.1％・小学生

78.8％）、「友人・知人、隣近所の人」（就学前児童 61.5％・小学生 49.5％）が続いている。

問 31－1 就学前児童・問 23－1 小学生

お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は誰（どこ）ですか。

【○は当てはまるものすべて】
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【子育てに関する相談先（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、就学前児童、小学生ともに「友人・知人、隣近所の人」と回答

した割合は低下している。

86.0 

83.1 

61.5 

45.0 

30.3 

27.9 

7.9 

7.7 

4.0 

3.4 

1.6 

0.8 

0.5 

0.0 

1.8 

0.0 

84.8 

84.9 

68.1 

37.8 

36.5 

25.3 

4.3 

8.4 

4.4 

4.7 

1.7 

1.2 

0.7 

0.3 

1.4 

81.1 

78.8 

49.5 

23.5 

28.9 

34.4 

0.9 

5.0 

1.1 

1.0 

0.3 

0.3 

0.5 

0.9 

3.2 

0.0 

79.7 

81.0 

54.5 

27.8 

39.9 

33.0 

1.3 

7.0 

1.0 

1.5 

0.5 

1.8 

1.2 

0.4 

2.9 

0.2 

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

配偶者・パートナー

親や兄弟姉妹などの親族

友人・知人、隣近所の人

保育所（園）・幼稚園・学校の先生

保育所（園）・幼稚園・学校の保護者の仲間

職場の人

市や県など公的相談機関（電話相談を含む）

医師・看護師

保健師・保健センター

子育てサークルの仲間

インターネットの相談サイト

民生委員・児童委員

民間の相談機関

障害者サポートセンターはな・はな

その他

無回答

令和4年度(n=1,056)

平成30年度(n=1,046)

令和4年度(n=909)

平成30年度(n=977)

就学前

児童

小学生
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(6) 公的相談機関等の認知度・利便性

【公的相談機関等の認知度】

公的相談機関等の認知度について、「子育て支援課」と回答した割合が就学前児童で 76.9％、

小学生で70.6％と最も高く、次いで「子育て支援センター」（就学前児童62.5％・小学生47.3％）

となっている。

問 32 就学前児童・問 24 小学生

次にあげる公的相談機関や相談員・電話相談について知っていますか。

【○は知っているものすべて】

76.9 

62.5 

62.0 

32.9 

27.2 

17.7 

17.2 

10.5 

8.1 

7.9 

7.5 

5.8 

5.7 

2.6 

2.0 

1.4 

0.0 

5.2 

2.9 

70.6 

47.3 

28.9 

26.4 

24.6 

24.0 

23.6 

29.6 

8.0 

9.1 

6.7 

7.4 

10.0 

4.2 

3.3 

1.7 

0.8 

9.7 

6.7 

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

子育て支援課

子育て支援センター

子育て世代包括支援センターぽかぽか☀

健康推進課・保健センター

尾道市児童センター・北久保児童館

民生委員・児童委員

教育委員会

スクールカウンセラー

東部こども家庭センター（児童相談所）

児童家庭支援センター「まごころ」

母子・父子福祉センター

障害者サポートセンターはな・はな等の

障害児を対象とした相談機関

スクールソーシャルワーカー

くらしサポートセンター

ひとり親就労支援専門員

要保護児童対策地域協議会

その他

知っているものはない

無回答

就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)
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【公的相談機関等の認知度（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、「子育て世代包括支援センターぽかぽか☀」と回答した割合は就

学前児童で大きく上昇している。

76.9 

62.5 

62.0 

32.9 

27.2 

17.7 

17.2 

10.5 

8.1 

7.9 

7.5 

5.8 

5.7 

2.6 

2.0 

1.4 

0.0 

5.2 

2.9 

66.0 

57.7 

35.1 

28.6 

25.4 

20.8 

16.0 

9.7 

8.1 

10.0 

7.3 

4.6 

4.9 

3.0 

2.7 

0.6 

0.1 

14.3 

3.7 

70.6 

47.3 

28.9 

26.4 

24.6 

24.0 

23.6 

29.6 

8.0 

9.1 

6.7 

7.4 

10.0 

4.2 

3.3 

1.7 

0.8 

9.7 

6.7 

66.5 

49.0 

12.3 

28.2 

24.7 

29.0 

26.0 

30.0 

9.1 

11.2 

6.0 

7.1 

13.1 

3.3 

3.6 

0.7 

0.5 

10.7 

3.3 

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

子育て支援課

子育て支援センター

子育て世代包括支援センターぽかぽか☀

健康推進課・保健センター

尾道市児童センター・北久保児童館

民生委員・児童委員

教育委員会

スクールカウンセラー

東部こども家庭センター（児童相談所）

児童家庭支援センター「まごころ」

母子・父子福祉センター

障害者サポートセンターはな・はな等の

障害児を対象とした相談機関

スクールソーシャルワーカー

くらしサポートセンター

ひとり親就労支援専門員

要保護児童対策地域協議会

その他

知っているものはない

無回答

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

就学前

児童

小学生
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10.2 

6.1 

34.3 

25.5 

35.5 

43.2 

16.9 

19.2 

3.2 

6.1 

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

就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)

利用しやすい どちらかというと利用しやすい

どちらかというと利用しにくい 利用しにくい

無回答

【公的な相談窓口の利便性】

公的な相談窓口の利便性について、『利用しやすい』（「利用しやすい」＋「どちらかというと

利用しやすい」）と回答した割合が就学前児童で 44.5％、小学生で 31.6％、『利用しにくい』

（「利用しにくい」＋「どちらかというと利用しにくい」）と回答した割合が就学前児童で 52.4％、

小学生で 62.4％となっている。

【公的な相談窓口の利便性（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、『利用しやすい』と回答した割合は就学前児童で上昇している。

【公的な相談窓口の利便性（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、大きな差はみられない。

問 33 就学前児童・問 25 小学生

市や県の相談機関などの公的相談窓口、電話相談などの相談体制を利用しやすいと思います

か。【○は１つ】

11.3 

12.4 

8.7 

29.6 

32.3 

37.0 

45.7 

34.6 

33.4 

10.1 

17.7 

17.8 

3.4 

3.0 

3.1 

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

0歳(n=154)

1・2歳(n=352)

3～5歳(n=605)

利用しやすい どちらかというと利用しやすい
どちらかというと利用しにくい 利用しにくい
無回答

10.2 

6.2 

6.1 

3.8 

34.3 

22.5 

25.5 

24.4 

35.5 

45.4 

43.2 

46.6 

16.9 

22.9 

19.2 

22.6 

3.2 

3.1 

6.1 

2.6 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

利用しやすい どちらかというと利用しやすい

どちらかというと利用しにくい 利用しにくい

無回答

就学前

児童

小学生
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5.9 

6.4 

24.9 

26.1 

40.9 

45.2 

22.1 

17.0 

6.1 

5.3 

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

1～3年生(n=471)

4～6年生(n=520)

利用しやすい どちらかというと利用しやすい
どちらかというと利用しにくい 利用しにくい
無回答

【公的な相談窓口の利便性（小学生・学年別）】

学年別にみると、大きな差はみられない。
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45.0 

43.2 

22.0 

6.7 

11.3 

0.8 

47.4 

44.2 

23.7 

6.9 

14.1 

0.4 

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

相談しにくい雰囲気がある

どこに相談していいかわからない

相談日や相談時間が限られていて利用できない

身近に相談できる場所がない

その他

無回答

就学前児童(n=584)

小学生(n=634)

問 33・問 25 で「３ どちらかというと利用しにくい」「４ 利用しにくい」と回答した人のみ回答

【公的な相談窓口を利用しにくい理由】

公的な相談窓口を利用しにくい理由について、「相談しにくい雰囲気がある」と回答した割合

が就学前児童で 45.0％、小学生で 47.4％と最も高く、次いで「どこに相談していいかわからな

い」（就学前児童 43.2％・小学生 44.2％）となっている。

【公的な相談窓口を利用しにくい理由（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、大きな変化はみられない。

問 33－1 就学前児童・問 25－1 小学生

どのような点を利用しにくいと感じますか。【○は当てはまるものすべて】

45.0 

43.2 

22.0 

6.7 

11.3 

0.8 

44.0 

47.3 

19.1 

6.8 

10.5 

0.4 

47.4 

44.2 

23.7 

6.9 

14.1 

0.4 

49.6 

45.8 

21.0 

7.5 

9.8 

0.7 

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

相談しにくい雰囲気がある

どこに相談していいかわからない

相談日や相談時間が限られていて利用できない

身近に相談できる場所がない

その他

無回答

令和4年度(n=584)

平成30年度(n=738)

令和4年度(n=634)

平成30年度(n=718)

就学前

児童

小学生
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41.7 

45.9 

20.2 

6.1 

12.4 

0.3 

56.2 

40.8 

28.5 

8.6 

16.7 

0.6 

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

相談しにくい雰囲気がある

どこに相談していいかわからない

相談日や相談時間が限られていて利用できない

身近に相談できる場所がない

その他

無回答
子育てがしやすいまちだと思う(n=385)

子育てがしやすいまちだと思わない(n=239)

【公的な相談窓口を利用しにくい理由（就学前児童・尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

尾道市の子育てのしやすさの評価別にみると、就学前児童では「相談日や相談時間が限られ

ていて利用できない」と回答した割合は子育てがしやすいまちだと思わない層で高くなってい

る。

【公的な相談窓口を利用しにくい理由（小学生・尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

尾道市の子育てのしやすさの評価別にみると、小学生では「相談しにくい雰囲気がある」、

「相談日や相談時間が限られていて利用できない」と回答した割合は子育てがしやすいまちだ

と思わない層で高くなっている。

42.3 

46.1 

17.4 

6.7 

11.0 

0.5 

48.6 

39.6 

29.7 

6.2 

12.7 

1.5 

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

相談しにくい雰囲気がある

どこに相談していいかわからない

相談日や相談時間が限られていて利用できない

身近に相談できる場所がない

その他

無回答 子育てがしやすいまちだと思う(n=358)

子育てがしやすいまちだと思わない(n=207)
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32.7 

22.7 

50.7 

52.2 

11.9 

11.6 

2.4 

2.0 

2.3 

11.6 

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

就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)

満足している どちらかというと満足している

どちらかというと不満である 不満である

無回答

(7) 健康づくり支援等の満足度

【子どもの健康づくり支援の満足度】

子どもの健康づくり支援の満足度について、『満足している』（「満足している」＋「どちらか

というと満足している」）と回答した割合が就学前児童で 83.4％、小学生で 74.9％、『不満であ

る』（「不満である」＋「どちらかというと不満である」）と回答した割合が就学前児童で14.3％、

小学生で 13.6％となっている。

【子どもの健康づくり支援の満足度（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、「満足している」と回答した割合は小学生で上昇している。

【子どもの健康づくり支援の満足度（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、『満足している』と回答した割合は１・２歳、３～５歳で高くなっている。

問 34 就学前児童・問 26 小学生

赤ちゃん訪問や乳幼児相談、健診や発達に関する相談、予防接種の助成など、あて名のお子さ

んへの健康づくり支援や発達支援、医療支援体制に満足していますか。【○は１つ】

33.9 

32.7 

32.7 

46.0 

52.8 

50.4 

14.9 

9.7 

12.5 

1.1 

2.9 

2.3 

4.1 

1.9 

2.1 

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

0歳(n=154)

1・2歳(n=352)

3～5歳(n=605)

満足している どちらかというと満足している

どちらかというと不満である 不満である

無回答

32.7 

32.1 

22.7 

15.0 

50.7 

51.6 

52.2 

60.0 

11.9 

11.1 

11.6 

17.2 

2.4 

1.8 

2.0 

3.0 

2.3 

3.5 

11.6 

4.7 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

満足している どちらかというと満足している

どちらかというと不満である 不満である

無回答

就学前

児童

小学生
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21.5 

23.9 

50.0 

54.7 

12.5 

11.0 

3.2 

0.8 

12.9 

9.6 

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

1～3年生(n=471)

4～6年生(n=520)

満足している どちらかというと満足している

どちらかというと不満である 不満である

無回答

【子どもの健康づくり支援の満足度（小学生・学年別）】

学年別にみると、『満足している』と回答した割合は４～６年生で高くなっている。
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問 34・問 26 で「３ どちらかというと不満である」「４ 不満である」と回答した人のみ回答

【不満を感じる健康づくり支援の内容】

不満を感じる健康づくり支援の内容について、就学前児童では「子どもの健康や発達に関す

る相談」と回答した割合が 37.2％と最も高く、次いで「健康診断の実施方法や内容」（30.1％）

となっている。

小学生では「緊急の際の医療機関が遠いこと」と回答した割合が 40.5％と最も高く、次いで

「医療費が負担であること」（37.4％）となっている。

問 34－1 就学前児童・問 26－1 小学生

健康づくり支援や発達支援、医療体制支援について、どのようなことに不満を感じています

か。【主なもの３つまでに○】

37.2 

30.1 

28.3 

25.5 

20.7 

13.7 

11.3 

10.7 

10.2 

20.9 

0.0 

28.1 

13.1 

37.4 

26.7 

40.5 

14.1 

15.6 

15.7 

16.8 

7.1 

0.7 

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

子どもの健康や発達に関する相談

健康診断の実施方法や内容

医療費が負担であること

子どもの健康や発達に関する情報提供

緊急の際の医療機関が遠いこと

日ごろみてもらう小児科がないこと

予防接種の実施方法

障害がある子どもの発達に関する情報提供

障害がある子どもの発達に関する相談

その他

無回答

就学前児童(n=160)

小学生(n=138)
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【不満を感じる健康づくり支援の内容（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、就学前児童、小学生ともに「子どもの健康や発達に関する相談」、

「健康診断の実施方法や内容」と回答した割合は上昇している。

また、「緊急の際の医療機関が遠いこと」と回答した割合は小学生で上昇している。

37.2 

30.1 

28.3 

25.5 

20.7 

13.7 

11.3 

10.7 

10.2 

20.9 

0.0 

29.0 

25.0 

28.0 

25.0 

30.9 

15.1 

14.7 

14.7 

11.5 

16.4 

0.7 

28.1 

13.1 

37.4 

26.7 

40.5 

14.1 

15.6 

15.7 

16.8 

7.1 

0.7 

15.7 

7.2 

36.7 

17.2 

34.3 

14.8 

30.6 

12.6 

15.0 

6.6 

1.2 

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

子どもの健康や発達に関する相談

健康診断の実施方法や内容

医療費が負担であること

子どもの健康や発達に関する情報提供

緊急の際の医療機関が遠いこと

日ごろみてもらう小児科がないこと

予防接種の実施方法

障害がある子どもの発達に関する情報提供

障害がある子どもの発達に関する相談

その他

無回答

令和4年度(n=160)

平成30年度(n=139)

令和4年度(n=138)

平成30年度(n=210)

就学前

児童

小学生
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【不満を感じる健康づくり支援の内容（就学前児童・尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

尾道市の子育てのしやすさの評価別にみると、就学前児童では「子どもの健康や発達に関す

る相談」、「緊急の際の医療機関が遠いこと」と回答した割合は子育てがしやすいまちだと思わ

ない層で高くなっている。

29.7 

30.0 

32.0 

24.8 

15.3 

11.3 

6.6 

8.2 

13.3 

17.6 

0.0 

40.6 

30.0 

27.6 

25.9 

24.3 

15.9 

14.9 

11.8 

8.5 

22.7 

0.0 

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

子どもの健康や発達に関する相談

健康診断の実施方法や内容

医療費が負担であること

子どもの健康や発達に関する情報提供

緊急の際の医療機関が遠いこと

日ごろみてもらう小児科がないこと

予防接種の実施方法

障害がある子どもの発達に関する情報提供

障害がある子どもの発達に関する相談

その他

無回答 子育てがしやすいまちだと思う(n=61)

子育てがしやすいまちだと思わない(n=92)
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44.3 

29.2 

27.0 

29.7 

9.6 

10.7 

15.0 

11.5 

9.5 

8.7 

2.0 

40.0 

44.2 

26.5 

24.7 

22.0 

19.5 

16.8 

14.7 

14.1 

4.8 

0.0 

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

緊急の際の医療機関が遠いこと

医療費が負担であること

子どもの健康や発達に関する相談

子どもの健康や発達に関する情報提供

障害がある子どもの発達に関する相談

障害がある子どもの発達に関する情報提供

予防接種の実施方法

日ごろみてもらう小児科がないこと

健康診断の実施方法や内容

その他

無回答
子育てがしやすいまちだと思う(n=49)

子育てがしやすいまちだと思わない(n=84)

【不満を感じる健康づくり支援の内容（小学生・尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

尾道市の子育てのしやすさの評価別にみると、小学生では「医療費が負担であること」、「障

害がある子どもの発達に関する相談」と回答した割合は子育てがしやすいまちだと思わない層

で高くなっている。
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10.4 

7.2 

57.0 

54.6 

27.1 

23.2 

2.5 

2.3 

2.9 

12.6 

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

就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)

十分に入手できている どちらかというと入手できている

あまり入手できていない 入手できていない

無回答

(8) 子育てに関する情報の入手状況

【子育てに関する情報の入手状況】

子育てに関する情報の入手状況について、『入手できている』（「十分に入手できている」＋

「どちらかというと入手できている」）と回答した割合が就学前児童で67.4％、小学生で61.8％、

『入手できていない』（「入手できていない」＋「あまり入手できていない」）と回答した割合が

就学前児童で 29.6％、小学生で 25.5％となっている。

【子育てに関する情報の入手状況（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、『入手できている』と回答した割合は就学前児童では上昇してい

るが、小学生では低下している。

【子育てに関する情報の入手状況（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、年齢が高くなるほど『入手できている』と回答した割合が高くなっている。

問 35 就学前児童・問 27 小学生

子育て支援に関する情報を十分に得られていると思いますか。【○は１つ】

12.1 

11.6 

9.4 

51.2 

53.5 

60.5 

32.7 

29.0 

24.8 

1.0 

3.6 

2.1 

3.0 

2.5 

3.2 

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

0歳(n=154)

1・2歳(n=352)

3～5歳(n=605)

十分に入手できている どちらかというと入手できている

あまり入手できていない 入手できていない

無回答

10.4 

7.9 

7.2 

6.0 

57.0 

54.3 

54.6 

65.0 

27.1 

31.9 

23.2 

23.6 

2.5 

4.1 

2.3 

3.4 

2.9 

1.8 

12.6 

2.1 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

十分に入手できている どちらかというと入手できている

あまり入手できていない 入手できていない

無回答

就学前

児童

小学生
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7.4 

6.8 

53.5 

56.2 

23.1 

23.7 

2.6 

2.2 

13.4 

11.0 

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

1～3年生(n=471)

4～6年生(n=520)

十分に入手できている どちらかというと入手できている
あまり入手できていない 入手できていない
無回答

【子育てに関する情報の入手状況（小学生・学年別）】

学年別にみると、大きな差はみられない。
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57.4 

42.0 

40.9 

33.2 

31.6 

23.5 

23.4 

21.2 

20.8 

2.7 

1.4 

39.9 

30.3 

36.8 

42.8 

33.1 

32.3 

17.0 

15.6 

15.9 

4.4 

4.1 

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

子どもの遊び場の情報

子どもに関するイベントの情報

*1 保育所(園)や幼稚園に関する情報

子どもの健康、発達に関する情報

各種手当や手続きに関する情報

*2 学校など子どもの教育に関する情報

*1 保育所(園)や幼稚園以外の

子育て支援事業に関する情報

子育て全般に関する相談窓口の情報

*2 いじめや不登校に関する相談窓口の情報

子育てを支援する地域の団体や

子育てサークルの情報

子育てをする親同士の仲間づくりの情報

その他

無回答

就学前児童(n=331)

小学生(n=260)

問 35・問 27 で「３ あまり入手できていない」「４ 入手できていない」と回答した人のみ回答

【不足を感じる子育てに関する情報】

*1 就学前児童のみの項目

*2 小学生のみの項目

不足を感じる子育てに関する情報について、就学前児童では「子どもの遊び場の情報」と回

答した割合が 57.4％と最も高く、「子どもに関するイベントの情報」（42.0％）、「保育所（園）

や幼稚園に関する情報」（40.9％）が続いている。

小学生では「各種手当や手続きに関する情報」と回答した割合が 42.8％と最も高く、「子ど

もの遊び場の情報」（39.9％）、「子どもの健康、発達に関する情報」（36.8％）が続いている。

問 35－1 就学前児童・問 27－1 小学生

どのような情報が不足していると思いますか。【○は当てはまるものすべて】
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【不足を感じる子育てに関する情報（前回調査結果との比較）】

*1 就学前児童のみの項目

*2 小学生のみの項目

前回調査結果と比較すると、就学前児童では、「保育所（園）や幼稚園に関する情報」、「子育

て全般に関する相談窓口の情報」と回答した割合が上昇している。

小学生では、「子どもの健康、発達に関する情報」、「子育て全般に関する相談窓口の情報」と

回答した割合が上昇している。

57.4 

42.0 

40.9 

33.2 

31.6 

23.5 

23.4 

21.2 

20.8 

2.7 

1.4 

55.4 

41.9 

34.7 

26.8 

42.1 

21.9 

16.5 

19.3 

19.5 

1.6 

2.5 

39.9 

30.3 

36.8 

42.8 

33.1 

32.3 

17.0 

15.6 

15.9 

4.4 

4.1 

31.5 

22.0 

28.2 

44.6 

30.1 

25.0 

15.2 

17.6 

15.2 

4.8 

2.4 

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

子どもの遊び場の情報

子どもに関するイベントの情報

*1 保育所(園)や幼稚園に関する情報

子どもの健康、発達に関する情報

各種手当や手続きに関する情報

*2 学校など子どもの教育に関する情報

*1 保育所(園)や幼稚園以外の

子育て支援事業に関する情報

子育て全般に関する相談窓口の情報

*2 いじめや不登校に関する相談窓口の情報

子育てを支援する地域の団体や

子育てサークルの情報

子育てをする親同士の仲間づくりの情報

その他

無回答

令和4年度(n=331)

平成30年度(n=389)

令和4年度(n=260)

平成30年度(n=280)

就学前

児童

小学生
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【不足を感じる子育てに関する情報（就学前児童・尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

尾道市の子育てのしやすさの評価別にみると、就学前児童では「保育所(園)や幼稚園以外の

子育て支援事業に関する情報」、「子育て全般に関する相談窓口の情報」と回答した割合は子育

てがしやすいまちだと思わない層で高くなっている。

60.0 

43.9 

36.4 

30.9 

28.8 

17.5 

16.5 

23.3 

22.8 

3.5 

0.2 

55.1 

40.0 

45.3 

35.2 

36.6 

31.3 

30.4 

18.8 

18.6 

2.0 

3.1 

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

子どもの遊び場の情報

子どもに関するイベントの情報

保育所(園)や幼稚園に関する情報

子どもの健康、発達に関する情報

各種手当や手続きに関する情報

保育所(園)や幼稚園以外の

子育て支援事業に関する情報

子育て全般に関する相談窓口の情報

子育てを支援する地域の団体や

子育てサークルの情報

子育てをする親同士の仲間づくりの情報

その他

無回答 子育てがしやすいまちだと思う(n=180)

子育てがしやすいまちだと思わない(n=142)
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38.7 

29.2 

28.9 

25.1 

29.8 

18.0 

7.6 

10.3 

12.2 

4.7 

3.2 

46.5 

51.5 

42.1 

39.7 

33.7 

42.2 

26.2 

19.5 

16.9 

3.9 

5.0 

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

各種手当や手続きに関する情報

子どもの遊び場の情報

子どもの健康、発達に関する情報

学校など子どもの教育に関する情報

子育て全般に関する相談窓口の情報

子どもに関するイベントの情報

いじめや不登校に関する相談窓口の情報

子育てをする親同士の仲間づくりの情報

子育てを支援する地域の団体や

子育てサークルの情報

その他

無回答

子育てがしやすいまちだと思う(n=131)

子育てがしやすいまちだと思わない(n=121)

【不足を感じる子育てに関する情報（小学生・尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

尾道市の子育てのしやすさの評価別にみると、小学生では多くの項目で子育てがしやすいま

ちだと思わない層が思う層よりも高くなっており、「子どもの遊び場の情報」、「子どもの健康、

発達に関する情報」、「学校など子どもの教育に関する情報」、「子どもに関するイベントの情報」、

「いじめや不登校に関する相談窓口の情報」の割合の差が大きくなっている。
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42.9 

78.4 

5.2 

7.0 

2.7 

0.8 

47.4 

2.5 

1.8 

11.4 

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

就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)

利用したことがある

利用したことはないが、知っている（事業名も内容も知っている）

聞いたことはあるが、内容は知らない

まったく知らない

無回答

80.2 

77.4 

5.0 

8.7 

0.4 

1.3 

1.7 

3.3 

12.7 

9.4 

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

1～3年生(n=471)

4～6年生(n=520)

利用したことがある
利用したことはないが、知っている（事業名も内容も知っている）
聞いたことはあるが、内容は知らない
まったく知らない
無回答

(9) 「ＣｏＤＭＯＮ（コドモン）」の利用経験

【「ＣｏＤＭＯＮ（コドモン）」の利用経験】

「ＣｏＤＭＯＮ（コドモン）」の利用経験について、「利用したことがある」と回答した割合

が就学前児童で 42.9％、小学生で 78.4％、「まったく知らない」と回答した割合が就学前児童

で 47.4％、小学生で 2.5％となっている。

【「ＣｏＤＭＯＮ（コドモン）」の利用経験（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、「利用したことがある」と回答した割合は３～５歳で高くなっている。

【「ＣｏＤＭＯＮ（コドモン）」の利用経験（小学生・学年別）】

学年別にみると、大きな差はみられない。

問 36 就学前児童・問 28 小学生

「ＣｏＤＭＯＮ（コドモン）」を利用したことがありますか。または、知っていますか。

【○は１つ】

27.0 

33.4 

52.3 

6.0 

3.3 

5.9 

2.9 

4.4 

1.7 

61.2 

57.6 

38.4 

3.0 

1.4 

1.8 

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

0歳(n=154)

1・2歳(n=352)

3～5歳(n=605)

利用したことがある

利用したことはないが、知っている（事業名も内容も知っている）

聞いたことはあるが、内容は知らない
まったく知らない

無回答
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44.5 

39.2 

41.6 

45.0 

11.7 

12.5 

1.7 

2.6 

0.5 

0.6 

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

就学前児童(n=479)

小学生(n=797)

利用しやすい どちらかというと利用しやすい
どちらかというと利用しにくい 利用しにくい
無回答

37.3 

40.9 

45.7 

44.3 

13.6 

11.4 

3.2 

2.2 

0.1 

1.2 

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

1～3年生(n=378)

4～6年生(n=402)

利用しやすい どちらかというと利用しやすい
どちらかというと利用しにくい 利用しにくい
無回答

問 36・問 28 で「１ 利用したことがある」と回答した人のみ回答

【「ＣｏＤＭＯＮ（コドモン）」の利便性】

「ＣｏＤＭＯＮ（コドモン）」の利便性について、『利用しやすい』（「利用しやすい」＋「ど

ちらかというと利用しやすい」）と回答した割合が就学前児童で 86.1％、小学生で 84.2％、『利

用しにくい』（「利用しにくい」＋「どちらかというと利用しにくい」）と回答した割合が就学前

児童で 13.4％、小学生で 15.1％となっている。

【「ＣｏＤＭＯＮ（コドモン）」の利便性（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、大きな差はみられない。

【「ＣｏＤＭＯＮ（コドモン）」の利便性（小学生・学年別）】

学年別にみると、大きな差はみられない。

問 36－1 就学前児童・問 28－1 小学生

「ＣｏＤＭＯＮ（コドモン）」は利用しやすいと思いますか。【○は１つ】

44.2 

49.0 

42.9 

42.2 

35.3 

44.4 

12.5 

15.3 

10.0 

1.1 

0.4 

1.9 

0.0 

0.0 

0.8 

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

0歳(n=42)

1・2歳(n=117)

3～5歳(n=316)

利用しやすい どちらかというと利用しやすい

どちらかというと利用しにくい 利用しにくい

無回答
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(10) 幼児期の教育環境の充実度

【幼児期の教育環境の充実度】

幼児期の教育環境の充実度について、『充実している』（「充実している」＋「どちらかという

と充実している」）と回答した割合が 63.2％、『充実していない』（「充実していない」＋「どち

らかというと充実していない」）と回答した割合が 16.0％となっている。

【幼児期の教育環境の充実度（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、『充実している』と回答した割合は３～５歳で高くなっている。

問 37 就学前児童

お子さんが通う施設や地域において、幼児期の教育環境が充実していると思いますか。

【○は１つ】

21.6 41.6 10.7 5.3 17.1 3.7 

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

就学前児童(n=1,117)

充実している どちらかというと充実している

どちらかというと充実していない 充実していない

わからない 無回答

7.0 

24.2 

24.0 

37.8 

36.9 

45.6 

10.5 

11.4 

10.4 

2.9 

4.0 

6.5 

35.7 

18.5 

11.3 

6.1 

5.1 

2.3 

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

0歳(n=154)

1・2歳(n=352)

3～5歳(n=605)

充実している どちらかというと充実している

どちらかというと充実していない 充実していない

わからない 無回答
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23.6 

20.4 

49.7 

44.6 

20.9 

20.3 

2.9 

2.5 

2.9 

12.1 

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

就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)

とても負担に感じている やや負担に感じている あまり負担に感じていない

負担に感じていない 無回答

(11) 出産や子育てにかかる費用の負担の程度

【出産や子育てにかかる費用の負担の程度】

出産や子育てにかかる費用の負担の程度について、『負担に感じている』（「とても負担に感じ

ている」＋「やや負担に感じている」）と回答した割合が就学前児童で73.3％、小学生で65.0％、

『負担に感じていない』（「負担に感じていない」＋「あまり負担に感じていない」）と回答した

割合が就学前児童で 23.8％、小学生で 22.8％となっている。

【出産や子育てにかかる費用の負担の程度（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、『負担に感じている』と回答した割合は小学生で低下している。

【出産や子育てにかかる費用の負担の程度（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、大きな差はみられない。

問 38 就学前児童・問 29 小学生

出産や子育てにかかる費用を負担だと感じますか。【○は１つ】

25.8 

27.1 

21.1 

48.1 

46.8 

51.6 

20.2 

18.3 

22.7 

2.0 

3.7 

2.6 

3.9 

4.1 

2.0 

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

0歳(n=154)

1・2歳(n=352)

3～5歳(n=605)

とても負担に感じている やや負担に感じている あまり負担に感じていない

負担に感じていない 無回答

23.6 

20.3 

20.4 

17.5 

49.7 

50.9 

44.6 

54.6 

20.9 

22.4 

20.3 

19.7 

2.9 

4.0 

2.5 

4.4 

2.9 

2.4 

12.1 

3.8 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

とても負担に感じている やや負担に感じている あまり負担に感じていない

負担に感じていない 無回答

就学前

児童

小学生
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22.4 

18.3 

41.3 

47.9 

20.5 

21.0 

2.5 

2.7 

13.3 

10.2 

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

1～3年生(n=471)

4～6年生(n=520)

とても負担に感じている やや負担に感じている あまり負担に感じていない

負担に感じていない 無回答

27.6 

19.8 

43.1 

45.1 

20.0 

20.9 

0.6 

2.5 

8.6 

11.7 

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

ひとり親世帯(n=87)

両親ともにいる世帯

(n=877)

とても負担に感じている やや負担に感じている あまり負担に感じていない

負担に感じていない 無回答

【出産や子育てにかかる費用の負担の程度（小学生・学年別）】

学年別にみると、大きな差はみられない。

【出産や子育てにかかる費用の負担の程度（就学前児童・世帯状況別）】

【出産や子育てにかかる費用の負担の程度（小学生・世帯状況別）】

世帯状況別にみると、「とても負担に感じている」と回答した割合は小学生のひとり親世帯で

高くなっている。

27.1 

23.6 

50.1 

49.9 

14.9 

21.2 

6.0 

2.8 

1.8 

2.5 

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

ひとり親世帯(n=55)

両親ともにいる世帯

(n=1,045)

とても負担に感じている やや負担に感じている あまり負担に感じていない

負担に感じていない 無回答
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38.9 

11.5 

6.2 

41.6 

13.1 

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

子ども食堂

子どもの学習支援を行う場所

第三の居場所

知っている場所はない

無回答

n=1,017

38.5 

8.4 

5.7 

41.0 

14.3 

39.7 

14.6 

6.9 

42.3 

11.3 

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

子ども食堂

子どもの学習支援を行う場所

第三の居場所

知っている場所はない

無回答 1～3年生(n=471)

4～6年生(n=520)

(12) 子どもの居場所について

【知っている子どもの居場所】

知っている子どもの居場所について、「子ども食堂」と回答した割合が 38.9％と最も高く、

「子どもの学習支援を行う場所」（11.5％）、「第三の居場所」（6.2％）が続いている。

また、「知っている場所はない」と回答した割合が 41.6％となっている。

【知っている子どもの居場所（小学生・学年別）】

学年別にみると、「子どもの学習支援を行う場所」と回答した割合は４～６年生で高くなって

いる。

問 30 小学生

次のような子どもの居場所について、知っている場所を回答してください。

【〇は当てはまるものすべて】
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21.4 

10.8 

7.3 

56.3 

12.5 

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

第三の居場所

子ども食堂

子どもの学習支援を行う場所

特にない

無回答

ｎ＝1,017

【今後利用したいと思う子どもの居場所】

今後利用したいと思う子どもの居場所について、「第三の居場所」と回答した割合が 21.4％

と最も高く、「子ども食堂」（10.8％）、「子どもの学習支援を行う場所」（7.3％）が続いている。

【今後利用したいと思う子どもの居場所（小学生・学年別】

学年別にみると、「第三の居場所」と回答した割合は１～３年生で高くなっている。

問 31 小学生

次のような子どもの居場所について、今後利用したいと思う場所を回答してください。

【〇は当てはまるものすべて】

24.1 

12.3 

6.8 

53.0 

13.6 

19.2 

9.3 

7.9 

59.6 

10.5 

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

第三の居場所

子ども食堂

子どもの学習支援を行う場所

特にない

無回答 1～3年生(n=471)

4～6年生(n=520)
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16.1 47.2 18.7 5.0 13.2 

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

小学生(n=1,017)

整備されていると感じる どちらかというと整備されていると感じる
どちらかというと整備されていないと感じる 整備されていないと感じる
無回答

16.7 

15.8 

45.6 

48.8 

18.5 

18.9 

4.1 

5.8 

15.1 

10.7 

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

1～3年生(n=471)

4～6年生(n=520)

整備されていると感じる どちらかというと整備されていると感じる
どちらかというと整備されていないと感じる 整備されていないと感じる
無回答

(13) 子どもの成長にとって良好な情報環境の整備状況

【子どもの成長に良好な情報環境の整備状況】

子どもの成長に良好な情報環境の整備状況について、『整備されていると感じる』（「整備され

ていると感じる」＋「どちらかというと整備されていると感じる」）と回答した割合が 63.3％、

『整備されていないと感じる』（「整備されていないと感じる」＋「どちらかというと整備され

ていないと感じる」）と回答した割合が 23.7％となっている。

【子どもの成長に良好な情報環境の整備状況（小学生・前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、『整備されていると感じる』と回答した割合は大きな変化はみら

れない。

【子どもの成長に良好な情報環境の整備状況（小学生・学年別）】

学年別にみると、大きな差はみられない。

問 32 小学生

子どもの成長にとって良好な情報環境が整備されていると感じますか。【○は１つ】

16.1 

9.8 

47.2 

52.0 

18.7 

28.1 

5.0 

5.0 

13.2 

5.1 

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

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

整備されていると感じる どちらかというと整備されていると感じる

どちらかというと整備されていないと感じる 整備されていないと感じる

無回答
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7.0 

4.7 

30.6 

30.4 

55.5 

50.7 

4.9 

2.5 

1.9 

11.7 

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

就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)

とても不安に感じる どちらかというと不安に感じる

あまり不安に感じない まったく不安に感じない

無回答

(14) 地域での、子どもが被害となる事故や犯罪への不安の程度

【地域での、子どもが被害となる事故や犯罪への不安の程度】

地域での、子どもが被害となる事故や犯罪への不安の程度について、『不安に感じる』（「とて

も不安に感じる」＋「どちらかというと不安に感じる」）と回答した割合が就学前児童で37.6％、

小学生で 35.1％、『不安に感じない』（「まったく不安に感じない」＋「あまり不安に感じない」）

と回答した割合が就学前児童で 60.4％、小学生で 53.2％となっている。

【地域での、子どもが被害となる事故や犯罪への不安の程度（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、『不安に感じる』と回答した割合は小学生で低下している。

問 39 就学前児童・問 33 小学生

あて名のお子さんが住んでいる地域は、子どもが被害となる事故や犯罪への不安を感じます

か。【○は１つ】

7.0 

9.4 

4.7 

9.2 

30.6 

31.8 

30.4 

38.5 

55.5 

53.8 

50.7 

45.7 

4.9 

3.1 

2.5 

2.8 

1.9 

1.9 

11.7 

3.8 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

とても不安に感じる どちらかというと不安に感じる

あまり不安に感じない まったく不安に感じない

無回答

就学前

児童

小学生
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5.2 

6.9 

3.4 

3.7 

3.7 

32.4 

29.1 

29.9 

26.4 

21.4 

48.2 

51.2 

55.5 

54.7 

61.6 

1.8 

5.0 

5.1 

3.2 

5.0 

12.4 

7.8 

6.0 

12.0 

8.2 

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

尾道地域(n=691)

御調地域(n=40)

向島地域(n=93)

因島地域(n=113)

生口島地域(n=46)

とても不安に感じる どちらかというと不安に感じる

あまり不安に感じない まったく不安に感じない

無回答

【地域での、子どもが被害となる事故や犯罪への不安の程度（就学前児童・居住地域別）】

居住地域別にみると、就学前児童では『不安に感じる』と回答した割合は尾道地域、向島地

域で高くなっている。

【地域での、子どもが被害となる事故や犯罪への不安の程度（小学生・居住地域別）】

居住地域別にみると、小学生では『不安に感じる』と回答した割合は尾道地域、御調地域で

高くなっている。

8.2 

5.4 

3.5 

2.7 

5.1 

33.4 

15.6 

33.0 

19.0 

20.7 

52.6 

68.0 

55.6 

70.2 

60.3 

3.6 

11.0 

6.6 

6.9 

11.8 

2.1 

0.0 

1.3 

1.2 

2.0 

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

尾道地域(n=790)

御調地域(n=41)

向島地域(n=109)

因島地域(n=122)

生口島地域(n=42)

とても不安に感じる どちらかというと不安に感じる

あまり不安に感じない まったく不安に感じない

無回答
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5.7 48.6 30.3 3.7 11.7 

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

小学生(n=1,017)

非常に感じている どちらかというと感じている

どちらかというと感じていない まったく感じていない

無回答

5.3 

5.7 

49.4 

48.1 

28.2 

33.2 

3.8 

3.5 

13.3 

9.6 

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

1～3年生(n=471)

4～6年生(n=520)

非常に感じている どちらかというと感じている
どちらかというと感じていない まったく感じていない
無回答

(15) 子どもが自然・社会・文化などの経験をできる地域だと感じるか

【子どもが自然・社会・文化などの経験をできる地域だと感じるか】

子どもが自然・社会・文化などの経験をできる地域だと感じるかについて、『感じている』

（「非常に感じている」＋「どちらかというと感じている」）と回答した割合が 54.3％、『感じ

ていない』（「まったく感じていない」＋「どちらかというと感じていない」）と回答した割合が

34.0％となっている。

【子どもが自然・社会・文化などの経験をできる地域だと感じるか（小学生・前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、『感じている』と回答した割合は低下している。

【子どもが自然・社会・文化などの経験をできる地域だと感じるか（小学生・学年別）】

学年別にみると、『感じている』と回答した割合は大きな差はみられない。

問 34 小学生

子どもが自然・社会・文化などのいろいろな経験をできる地域だと感じますか。【○は１つ】

5.7 

7.0 

48.6 

54.7 

30.3 

29.9 

3.7 

4.3 

11.7 

4.0 

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

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

非常に感じている どちらかというと感じている

どちらかというと感じていない まったく感じていない
無回答
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9.3 

9.2 

51.3 

55.0 

31.5 

30.5 

5.6 

4.4 

2.3 

1.0 

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

就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)

非常に感じている どちらかというと感じている

あまり感じていない まったく感じていない

無回答

(16) 地域の人々や社会全体の支えの感じ方

【地域の人々や社会全体の支えの感じ方】

地域の人々や社会全体の支えの感じ方について、『感じている』（「非常に感じている」＋「ど

ちらかというと感じている」）と回答した割合が就学前児童で 60.6％、小学生で 64.2％、『感じ

ていない』（「まったく感じていない」＋「あまり感じていない」）と回答した割合が就学前児童

で 37.1％、小学生で 34.9％となっている。

【地域の人々や社会全体の支えの感じ方（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、『感じている』と回答した割合は小学生で上昇している。

【地域の人々や社会全体の支えの感じ方（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、『感じている』と回答した割合は０歳で低くなっている。

問 40 就学前児童・問 35 小学生

自分自身の子育てが地域の人々や社会全体に支えられていると感じますか。【○は１つ】

10.0 

11.0 

8.2 

42.6 

51.7 

53.9 

34.7 

30.2 

30.9 

8.6 

5.8 

4.6 

4.1 

1.2 

2.4 

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

0歳(n=154)

1・2歳(n=352)

3～5歳(n=605)

非常に感じている どちらかというと感じている
あまり感じていない まったく感じていない
無回答

9.3 

11.0 

9.2 

10.5 

51.3 

47.8 

55.0 

48.1 

31.5 

35.9 

30.5 

33.4 

5.6 

4.7 

4.4 

4.1 

2.3 

0.6 

1.0 

3.8 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

非常に感じている どちらかというと感じている

あまり感じていない まったく感じていない

無回答

就学前

児童

小学生
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9.4 

9.0 

55.0 

54.6 

29.0 

32.1 

5.4 

3.5 

1.2 

0.8 

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

1～3年生(n=471)

4～6年生(n=520)

非常に感じている どちらかというと感じている
あまり感じていない まったく感じていない
無回答

【地域の人々や社会全体の支えの感じ方（小学生・学年別）】

学年別にみると、大きな差はみられない。
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11.6 

9.3 

58.8 

59.5 

19.2 

20.7 

7.6 

8.5 

2.8 

1.9 

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

就学前児童(n=1,117)

小学生(n=1,017)

子育てがしやすいまちだと思う

どちらかというと子育てがしやすいまちだと思う

どちらかというと子育てがしやすいまちだと思わない

子育てがしやすいまちだと思わない

無回答

(17) 尾道市の子育てのしやすさの評価

【尾道市の子育てのしやすさの評価】

尾道市の子育てのしやすさの評価について、『子育てがしやすいまちだと思う』（「子育てがし

やすいまちだと思う」＋「どちらかというと子育てがしやすいまちだと思う」）と回答した割合

が就学前児童で 70.4％、小学生で 68.8％、『子育てがしやすいまちだと思わない』（「子育てが

しやすいまちだと思わない」＋「どちらかというと子育てがしやすいまちだと思わない」）と回

答した割合が就学前児童で 26.8％、小学生で 29.2％となっている。

【尾道市の子育てのしやすさの評価（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、『子育てがしやすいまちだと思う』と回答した割合は就学前児童

で低下している。

問 41 就学前児童・問 36 小学生

尾道市は子育てがしやすいまちだと思いますか。【○は１つ】

11.6 

13.4 

9.3 

10.4 

58.8 

60.9 

59.5 

61.3 

19.2 

18.4 

20.7 

19.2 

7.6 

6.4 

8.5 

5.3 

2.8 

0.8 

1.9 

3.8 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

子育てがしやすいまちだと思う

どちらかというと子育てがしやすいまちだと思う

どちらかというと子育てがしやすいまちだと思わない

子育てがしやすいまちだと思わない

無回答

就学前

児童

小学生



115

8.6 

9.6 

59.8 

60.2 

20.6 

20.6 

8.9 

7.8 

2.1 

1.9 

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

1～3年生(n=471)

4～6年生(n=520)

子育てがしやすいまちだと思う
どちらかというと子育てがしやすいまちだと思う
どちらかというと子育てがしやすいまちだと思わない
子育てがしやすいまちだと思わない
無回答

【尾道市の子育てのしやすさの評価（就学前児童・年齢別）】

年齢別にみると、『子育てがしやすいまちだと思う』と回答した割合は０歳で低くなってい

る。

【尾道市の子育てのしやすさの評価（小学生・学年別）】

学年別にみると、大きな差はみられない。

【尾道市の子育てのしやすさの評価（就学前児童・居住地域別）】

8.5 

13.0 

11.8 

56.5 

59.9 

58.6 

21.3 

17.6 

19.6 

9.6 

7.7 

6.9 

4.1 

1.9 

3.1 

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

0歳(n=154)

1・2歳(n=352)

3～5歳(n=605)

子育てがしやすいまちだと思う

どちらかというと子育てがしやすいまちだと思う

どちらかというと子育てがしやすいまちだと思わない

子育てがしやすいまちだと思わない

無回答

11.0 

16.4 

16.8 

8.3 

14.0 

58.9 

65.3 

55.7 

55.8 

63.3 

19.5 

12.8 

18.8 

23.4 

13.8 

7.4 

5.4 

7.4 

9.8 

7.0 

3.2 

0.0 

1.3 

2.6 

2.0 

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

尾道地域(n=790)

御調地域(n=41)

向島地域(n=109)

因島地域(n=122)

生口島地域(n=42)

子育てがしやすいまちだと思う

どちらかというと子育てがしやすいまちだと思う

どちらかというと子育てがしやすいまちだと思わない

子育てがしやすいまちだと思わない

無回答
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8.5 

8.8 

11.1 

10.0 

12.2 

60.3 

65.6 

61.5 

54.3 

61.1 

20.3 

16.7 

18.0 

26.2 

23.2 

8.6 

8.9 

9.4 

8.0 

2.7 

2.3 

0.0 

0.0 

1.6 

0.8 

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

尾道地域(n=691)

御調地域(n=40)

向島地域(n=93)

因島地域(n=113)

生口島地域(n=46)

子育てがしやすいまちだと思う

どちらかというと子育てがしやすいまちだと思う

どちらかというと子育てがしやすいまちだと思わない

子育てがしやすいまちだと思わない

無回答

9.3 

2.9 

60.5 

41.7 

17.8 

36.0 

1.0 

4.7 

11.5 

14.7 

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

子育てがしやすいまち

だと思う(n=700)

子育てがしやすいまち

だと思わない(n=297)

十分に入手できている どちらかというと入手できている

あまり入手できていない 入手できていない

無回答

【尾道市の子育てのしやすさの評価（小学生・居住地域別）】

居住地域別にみると、『子育てがしやすいまちだと思う』と回答した割合は就学前児童、小学

生ともに因島地域で低くなっている。

【子育てに関する情報の入手状況（尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

（就学前児童）

（小学生）

子育てに関する情報の入手状況について、尾道市の子育てのしやすさの評価別にみると、子

育てがしやすいまちだと思わない層では『入手できている』と回答した割合が低く、就学前児

童で 50.2％、小学生で 44.6％となっている。

13.6 

3.2 

61.2 

47.0 

21.1 

43.2 

1.8 

4.5 

2.3 

2.1 

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

子育てがしやすいまち

だと思う(n=786)

子育てがしやすいまち

だと思わない(n=299)

十分に入手できている どちらかというと入手できている

あまり入手できていない 入手できていない

無回答
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91.6 

85.7 

2.9 

10.3 

5.5 

4.0 

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

子育てがしやすいまち

だと思う(n=700)

子育てがしやすいまち

だと思わない(n=297)

いる・ある いない・ない 無回答

8.1 

1.8 

30.8 

13.9 

41.4 

48.8 

13.6 

31.6 

6.1 

4.0 

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

子育てがしやすいまち

だと思う(n=700)

子育てがしやすいまち

だと思わない(n=297)

利用しやすい どちらかというと利用しやすい

どちらかというと利用しにくい 利用しにくい

無回答

【子育てに関する相談先の有無（尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

（就学前児童）

（小学生）

子育てに関する相談先の有無について、尾道市の子育てのしやすさの評価別にみると、子育

てがしやすいまちだと思わない層では「いない・ない」と回答した割合がやや高く、就学前児

童で 7.5％、小学生で 10.3％となっている。

【公的な相談窓口の利便性（尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

（就学前児童）

（小学生）

公的な相談窓口の利便性について、尾道市の子育てのしやすさの評価別にみると、子育てが

しやすいまちだと思わない層では『利用しやすい』と回答した割合が低く、就学前児童で 28.3％、

小学生で 15.7％となっている。

96.6 

91.8 

1.9 

7.5 

1.6 

0.7 

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

子育てがしやすいまち

だと思う(n=786)

子育てがしやすいまち

だと思わない(n=299)

いる・ある いない・ない 無回答

12.6 

4.6 

39.2 

23.7 

34.1 

37.7 

11.4 

31.7 

2.6 

2.4 

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

子育てがしやすいまち

だと思う(n=786)

子育てがしやすいまち

だと思わない(n=299)

利用しやすい どちらかというと利用しやすい

どちらかというと利用しにくい 利用しにくい

無回答
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27.7 

11.6 

55.1 

45.7 

6.6 

22.5 

0.4 

5.9 

10.2 

14.4 

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

子育てがしやすいまち

だと思う(n=700)

子育てがしやすいまち

だと思わない(n=297)

満足している どちらかというと満足している

どちらかというと不満である 不満である

無回答

16.3 

30.5 

46.0 

41.5 

23.3 

13.2 

3.5 

0.5 

11.0 

14.3 

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

子育てがしやすいまち

だと思う(n=700)

子育てがしやすいまち

だと思わない(n=297)

とても負担に感じている やや負担に感じている

あまり負担に感じていない 負担に感じていない

無回答

【子どもの健康づくり支援の満足度（尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

（就学前児童）

（小学生）

子どもの健康づくり支援の満足度について、尾道市の子育てのしやすさの評価別にみると、

子育てがしやすいまちだと思わない層では『満足している』と回答した割合が低く、就学前児

童で 67.7％、小学生で 57.3％となっている。

【出産や子育てにかかる費用の負担の程度（尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

（就学前児童）

（小学生）

出産や子育てにかかる費用の負担の程度について、尾道市の子育てのしやすさの評価別にみ

ると、子育てがしやすいまちだと思わない層では『負担に感じている』と回答した割合が高く、

就学前児童で 84.2％、小学生で 72.0％となっている。

40.1 

14.3 

50.6 

53.4 

7.2 

23.2 

0.5 

7.6 

1.6 

1.6 

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

子育てがしやすいまち

だと思う(n=786)

子育てがしやすいまち

だと思わない(n=299)

満足している どちらかというと満足している

どちらかというと不満である 不満である

無回答

17.5 

39.2 

52.2 

45.0 

24.4 

12.4 

3.8 

0.9 

2.1 

2.5 

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

子育てがしやすいまち

だと思う(n=786)

子育てがしやすいまち

だと思わない(n=299)

とても負担に感じている やや負担に感じている

あまり負担に感じていない 負担に感じていない

無回答
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7.2 

2.1 

58.9 

26.2 

22.9 

46.4 

0.6 

11.2 

10.3 

14.1 

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

子育てがしやすいまち

だと思う(n=700)

子育てがしやすいまち

だと思わない(n=297)

非常に感じている どちらかというと感じている

どちらかというと感じていない まったく感じていない

無回答

【子どもが自然・社会・文化などの経験をできる地域だと感じるか

（小学生・尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

子どもが自然・社会・文化などの経験をできる地域だと感じるかについて、尾道市の子育て

のしやすさの評価別にみると、子育てがしやすいまちだと思わない層では『感じている』と回

答した割合が低く、28.3％となっている。

【地域の人々や社会全体の支えの感じ方（尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

（就学前児童）

（小学生）

地域の人々や社会全体の支えの感じ方について、尾道市の子育てのしやすさの評価別にみる

と、子育てがしやすいまちだと思わない層では『感じている』と回答した割合が低く、就学前

児童で 33.0％、小学生で 36.0％となっている。

11.6 

4.1 

61.2 

28.9 

24.5 

52.1 

2.2 

14.3 

0.4 

0.6 

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

子育てがしやすいまち

だと思う(n=786)

子育てがしやすいまち

だと思わない(n=299)

非常に感じている どちらかというと感じている

あまり感じていない まったく感じていない

無回答

11.9 

3.7 

65.2 

32.3 

20.3 

54.4 

2.5 

9.0 

0.1 

0.6 

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

子育てがしやすいまち

だと思う(n=700)

子育てがしやすいまち

だと思わない(n=297)

非常に感じている どちらかというと感じている

あまり感じていない まったく感じていない

無回答
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12 指標に関する調査結果

指標 尾道市は子育てがしやすいまちだと思いますか。【○は１つ】

【尾道市の子育てのしやすさの評価（前回調査結果との比較）】

尾道市の子育てのしやすさの評価について、『子育てがしやすいまちだと思う』（「子育てがし

やすいまちだと思う」＋「どちらかというと子育てがしやすいまちだと思う」）と回答した割合

が就学前児童で 70.4％、小学生で 68.8％であり、前回調査結果と比較すると就学前児童で低

下している。

指標 子育てに関して不安や負担を感じることがありますか。【○は１つ】

【子育てに関する不安や負担の程度（前回調査結果との比較）】

子育てに関する不安や負担の程度について、『不安や負担を感じる』（「非常に不安や負担を感

じる」＋「なんとなく不安や負担を感じる」）と回答した割合が就学前児童で 61.0％、小学生

で 56.1％であり、前回調査結果と比較すると就学前児童で上昇している。

11.6 

13.4 

9.3 

10.4 

58.8 

60.9 

59.5 

61.3 

19.2 

18.4 

20.7 

19.2 

7.6 

6.4 

8.5 

5.3 

2.8 

0.8 

1.9 

3.8 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

子育てがしやすいまちだと思う

どちらかというと子育てがしやすいまちだと思う

どちらかというと子育てがしやすいまちだと思わない

子育てがしやすいまちだと思わない

無回答

就学前

児童

小学生

10.5 

9.0 

8.2 

10.1 

50.5 

45.7 

47.9 

47.0 

30.4 

34.9 

30.3 

32.9 

7.3 

9.7 

8.1 

8.7 

1.3 

0.8 

5.5 

1.4 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

非常に不安や負担を感じる なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担は感じない 不安や負担は感じない

無回答

就学前

児童

小学生
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9.3 

2.9 

60.5 

41.7 

17.8 

36.0 

1.0 

4.7 

11.5 

14.7 

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

子育てがしやすいまち

だと思う(n=700)

子育てがしやすいまち

だと思わない(n=297)

十分に入手できている どちらかというと入手できている

あまり入手できていない 入手できていない

無回答

指標 子育て支援に関する情報を十分に得られていると思いますか。【○は１つ】

【子育てに関する情報の入手状況（前回調査結果との比較）】

子育てに関する情報の入手状況について、『入手できている』（「十分に入手できている」＋

「どちらかというと入手できている」）と回答した割合が就学前児童で67.4％、小学生で61.8％

であり、前回調査結果と比較すると、就学前児童では上昇している。

一方、小学生では『入手できている』と回答した割合が低下しているが、『入手できていない』

（「入手できていない」＋「あまり入手できていない」）と回答した割合に変化はなく、「無回答」

の割合が上昇している。

【子育てに関する情報の入手状況（尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

（就学前児童）

（小学生）

子育てがしやすいまちだと思わない層では、子育てに関する情報が『入手できていない』と

回答した割合が就学前児童で 47.7％、小学生で 40.7％となっている。

10.4 

7.9 

7.2 

6.0 

57.0 

54.3 

54.6 

65.0 

27.1 

31.9 

23.2 

23.6 

2.5 

4.1 

2.3 

3.4 

2.9 

1.8 

12.6 

2.1 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

十分に入手できている どちらかというと入手できている

あまり入手できていない 入手できていない

無回答

就学前

児童

小学生

13.6 

3.2 

61.2 

47.0 

21.1 

43.2 

1.8 

4.5 

2.3 

2.1 

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

子育てがしやすいまち

だと思う(n=786)

子育てがしやすいまち

だと思わない(n=299)

十分に入手できている どちらかというと入手できている

あまり入手できていない 入手できていない

無回答
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【子育てに関する情報の入手状況（子育てに関する不安・負担の有無別）】

（就学前児童）

（小学生）

子育てに不安や負担を感じる層では、子育てに関する情報が『入手できていない』と回答し

た割合が就学前児童で 37.1％、小学生で 31.1％となっている。

8.6 

13.7 

52.8 

64.4 

33.7 

16.1 

3.4 

1.0 

1.4 

4.7 

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

不安や負担を感じる

(n=681)

不安や負担は感じない

(n=420)

十分に入手できている どちらかというと入手できている

あまり入手できていない 入手できていない

無回答

4.6 

11.3 

51.5 

57.6 

28.2 

16.7 

2.9 

1.7 

12.8 

12.7 

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

不安や負担を感じる

(n=571)

不安や負担は感じない

(n=391)

十分に入手できている どちらかというと入手できている

あまり入手できていない 入手できていない

無回答
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どのような情報が不足していると思いますか。【○は当てはまるものすべて】

【不足を感じる子育てに関する情報/上位７項目

（就学前児童・尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

～子育て支援に関する情報について「あまり入手できていない」「入手できていない」と回答した人～

就学前児童の子育てがしやすいまちだと思わない層では、不足を感じる子育てに関する情報

として、「子どもの遊び場の情報」と回答した割合が最も高く、「保育所(園)や幼稚園に関する

情報」、「子どもに関するイベントの情報」が４割台、「各種手当や手続きに関する情報」、「子ど

もの健康、発達に関する情報」、「保育所(園)や幼稚園以外の子育て支援事業に関する情報」、

「子育て全般に関する相談窓口の情報」が３割台で続いている。

【不足を感じる子育てに関する情報/上位６項目

（小学生・尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

～子育て支援に関する情報について「あまり入手できていない」「入手できていない」と回答した人～

小学生の子育てがしやすいまちだと思わない層では、不足を感じる子育てに関する情報とし

て、「子どもの遊び場の情報」と回答した割合が最も高く、「各種手当や手続きに関する情報」、

「子どもに関するイベントの情報」、「子どもの健康、発達に関する情報」が４割台、「学校など

子どもの教育に関する情報」、「子育て全般に関する相談窓口の情報」が３割台で続いている。

60.0 

36.4 

43.9 

28.8 

30.9 

17.5 

16.5 

55.1 

45.3 

40.0 

36.6 

35.2 

31.3 

30.4 

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

子どもの遊び場の情報

保育所(園)や幼稚園に関する情報

子どもに関するイベントの情報

各種手当や手続きに関する情報

子どもの健康、発達に関する情報

保育所(園)や幼稚園以外の

子育て支援事業に関する情報

子育て全般に関する相談窓口の情報

子育てがしやすいまちだと思う

(n=180)

子育てがしやすいまちだと思わ

ない(n=142)

29.2 

38.7 

18.0 

28.9 

25.1 

29.8 

51.5 

46.5 

42.2 

42.1 

39.7 

33.7 

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

子どもの遊び場の情報

各種手当や手続きに関する情報

子どもに関するイベントの情報

子どもの健康、発達に関する情報

学校など子どもの教育に関する情報

子育て全般に関する相談窓口の情報

子育てがしやすいまちだと思

う(n=131)

子育てがしやすいまちだと思

わない(n=121)
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43.8 

40.9 

36.6 

36.2 

34.4 

28.2 

41.8 

27.7 

47.0 

28.0 

23.6 

32.3 

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

各種手当や手続きに関する情報

子どもの健康、発達に関する情報

子どもの遊び場の情報

学校など子どもの教育に関する情報

子育て全般に関する相談窓口の情報

子どもに関するイベントの情報
不安や負担を感じる(n=177)

不安や負担は感じない(n=72)

【不足を感じる子育てに関する情報/上位５項目

（就学前児童・子育てに関する不安・負担の有無別）】

～子育て支援に関する情報について「あまり入手できていない」「入手できていない」と回答した人～

就学前児童の子育てに不安や負担を感じる層では、不足を感じる子育てに関する情報として、

「子どもの遊び場の情報」と回答した割合が最も高く、「保育所(園)や幼稚園に関する情報」、

「子どもに関するイベントの情報」が４割台、「子どもの健康、発達に関する情報」、「各種手当

や手続きに関する情報」が３割台で続いている。

【不足を感じる子育てに関する情報/上位６項目

（小学生・子育てに関する不安・負担の有無別）】

～子育て支援に関する情報について「あまり入手できていない」「入手できていない」と回答した人～

小学生の子育てに不安や負担を感じる層では、不足を感じる子育てに関する情報として、「各

種手当や手続きに関する情報」と回答した割合が最も高く、「子どもの健康、発達に関する情

報」が４割台、「子どもの遊び場の情報」、「学校など子どもの教育に関する情報」、「子育て全般

に関する相談窓口の情報」が３割台で続いている。

55.5 

43.9 

42.3 

35.9 

33.4 

63.8 

32.6 

41.5 

22.7 

23.0 

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

子どもの遊び場の情報

保育所(園)や幼稚園に関する情報

子どもに関するイベントの情報

子どもの健康、発達に関する情報

各種手当や手続きに関する情報
不安や負担を感じる(n=253)

不安や負担は感じない(n=72)
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指標 市や県の相談機関などの公的相談窓口、電話相談などの相談体制を利用しやすいと思いま

すか。【○は１つ】

【公的な相談窓口の利便性（前回調査結果との比較）】

公的な相談窓口の利便性について、『利用しやすい』（「利用しやすい」＋「どちらかというと

利用しやすい」）と回答した割合が就学前児童で 44.5％、小学生で 31.6％であり、前回調査結

果と比較すると就学前児童で上昇している。

次にあげる公的相談機関や相談員・電話相談について知っていますか。

【○は知っているものすべて】

【公的相談機関や相談員・電話相談について知っているもの/上位８項目（前回調査結果との比較）】

前回調査結果と比較すると、就学前児童で「子育て世代包括支援センターぽかぽか☀」と回

答した割合が大きく上昇している。

10.2 

6.2 

6.1 

3.8 

34.3 

22.5 

25.5 

24.4 

35.5 

45.4 

43.2 

46.6 

16.9 

22.9 

19.2 

22.6 

3.2 

3.1 

6.1 

2.6 

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

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

利用しやすい どちらかというと利用しやすい

どちらかというと利用しにくい 利用しにくい

無回答

就学前

児童

小学生

76.9 

62.5 

62.0 

32.9 

27.2 

17.7 

17.2 

10.5 

66.0 

57.7 

35.1 

28.6 

25.4 

20.8 

16.0 

9.7 

70.6 

47.3 

28.9 

26.4 

24.6 

24.0 

23.6 

29.6 

66.5 

49.0 

12.3 

28.2 

24.7 

29.0 

26.0 

30.0 

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

子育て支援課

子育て支援センター

子育て世代包括支援センターぽかぽか☀

健康推進課・保健センター

尾道市児童センター・北久保児童館

民生委員・児童委員

教育委員会

スクールカウンセラー

令和4年度(n=1,117)

平成30年度(n=1,081)

令和4年度(n=1,017)

平成30年度(n=1,038)

就学前

児童

小学生
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8.1 

1.8 

30.8 

13.9 

41.4 

48.8 

13.6 

31.6 

6.1 

4.0 

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

子育てがしやすいまち

だと思う(n=700)

子育てがしやすいまち

だと思わない(n=297)

利用しやすい どちらかというと利用しやすい

どちらかというと利用しにくい 利用しにくい

無回答

【公的な相談窓口の利便性（尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

（就学前児童）

（小学生）

子育てがしやすいまちだと思わない層では、公的な相談窓口について『利用しにくい』（「利

用しにくい」＋「どちらかというと利用しにくい」）と回答した割合が就学前児童で 69.4％、

小学生で 80.4％となっている。

【公的な相談窓口の利便性（子育てに関する不安・負担の有無別）】

（就学前児童）

（小学生）

子育てに不安や負担を感じる層では、公的な相談窓口について『利用しにくい』と回答した

割合が就学前児童で 58.6％、小学生で 72.9％となっている。

12.6 

4.6 

39.2 

23.7 

34.1 

37.7 

11.4 

31.7 

2.6 

2.4 

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

子育てがしやすいまち

だと思う(n=786)

子育てがしやすいまち

だと思わない(n=299)

利用しやすい どちらかというと利用しやすい

どちらかというと利用しにくい 利用しにくい

無回答

9.2 

11.9 

30.7 

40.4 

38.1 

30.7 

20.5 

11.5 

1.4 

5.4 

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

不安や負担を感じる

(n=681)

不安や負担は感じない

(n=420)

利用しやすい どちらかというと利用しやすい

どちらかというと利用しにくい 利用しにくい

無回答

3.7 

10.5 

22.6 

33.3 

49.4 

39.7 

23.5 

15.6 

0.9 

1.0 

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

不安や負担を感じる

(n=571)

不安や負担は感じない

(n=391)

利用しやすい どちらかというと利用しやすい

どちらかというと利用しにくい 利用しにくい

無回答
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【公的相談機関や相談員・電話相談について知っているもの/上位８項目

（就学前児童・尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

就学前児童の子育てがしやすいまちだと思わない層では、「子育て支援課」、「子育て支援セン

ター」、「子育て世代包括支援センターぽかぽか☀」等の公的相談機関について知っている割合

が、子育てがしやすいまちだと思う層よりも低くなっている。

【公的相談機関や相談員・電話相談について知っているもの/上位８項目

（小学生・尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

小学生の子育てがしやすいまちだと思わない層では、「子育て支援課」、「子育て支援センタ

ー」について知っている割合が、子育てがしやすいまちだと思う層よりも低くなっている。

79.9 

64.2 

65.6 

35.4 

28.6 

18.0 

17.6 

9.4 

70.2 

58.6 

52.6 

27.2 

24.3 

16.9 

16.1 

13.3 

0% 20% 40% 60% 80%

子育て支援課

子育て支援センター

子育て世代包括支援センターぽかぽか☀

健康推進課・保健センター

尾道市児童センター・北久保児童館

民生委員・児童委員

教育委員会

スクールカウンセラー

子育てがしやすいまちだと思う(n=786)

子育てがしやすいまちだと思わない(n=299)

74.9 

50.9 

28.0 

29.2 

24.9 

23.5 

28.1 

24.6 

63.8 

40.4 

32.5 

31.5 

25.3 

25.2 

23.9 

23.9 

0% 20% 40% 60% 80%

子育て支援課

子育て支援センター

子育て世代包括支援センターぽかぽか☀

スクールカウンセラー

尾道市児童センター・北久保児童館

教育委員会

健康推進課・保健センター

民生委員・児童委員

子育てがしやすいまちだと思う(n=700)

子育てがしやすいまちだと思わない(n=297)
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42.3 

46.1 

17.4 

48.6 

39.6 

29.7 

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

相談しにくい雰囲気がある

どこに相談していいかわからない

相談日や相談時間が限られていて利用できない

子育てがしやすいまちだと思う(n=358)

子育てがしやすいまちだと思わない(n=207)

どのような点を利用しにくいと感じますか。【○は当てはまるものすべて】

【公的相談窓口などを利用しにくいと感じる点/上位３項目

（就学前児童・尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

～公的相談窓口について「どちらかというと利用しにくい」「利用しにくい」と回答した人～

就学前児童の子育てがしやすいまちだと思わない層では、利用しにくいと感じる点として、

「相談しにくい雰囲気がある」と回答した割合が 48.6％で最も高く、「どこに相談していいか

わからない」が 39.6％、「相談日や相談時間が限られていて利用できない」が 29.7％で続いて

いる。

【公的相談窓口などを利用しにくいと感じる点/上位３項目

（小学生・尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

～公的相談窓口について「どちらかというと利用しにくい」「利用しにくい」と回答した人～

小学生の子育てがしやすいまちだと思わない層では、利用しにくいと感じる点として、「相談

しにくい雰囲気がある」と回答した割合が 56.2％で最も高く、「どこに相談していいかわから

ない」が 40.8％、「相談日や相談時間が限られていて利用できない」が 28.5％で続いている。

41.7 

45.9 

20.2 

56.2 

40.8 

28.5 

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

相談しにくい雰囲気がある

どこに相談していいかわからない

相談日や相談時間が限られていて利用できない

子育てがしやすいまちだと思う(n=385)

子育てがしやすいまちだと思わない(n=239)
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43.9 

43.0 

24.5 

48.0 

43.4 

17.0 

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

相談しにくい雰囲気がある

どこに相談していいかわからない

相談日や相談時間が限られていて利用できない

不安や負担を感じる(n=399)

不安や負担は感じない(n=177)

【公的相談窓口などを利用しにくいと感じる点/上位３項目

（就学前児童・子育てに関する不安・負担の有無別）】

～公的相談窓口について「どちらかというと利用しにくい」「利用しにくい」と回答した人～

就学前児童の子育てに不安や負担を感じる層では、利用しにくいと感じる点として、「相談し

にくい雰囲気がある」と回答した割合が 43.9％で最も高く、「どこに相談していいかわからな

い」が 43.0％、「相談日や相談時間が限られていて利用できない」が 24.5％で続いている。

【公的相談窓口などを利用しにくいと感じる点/上位３項目

（小学生・子育てに関する不安・負担の有無別）】

～公的相談窓口について「どちらかというと利用しにくい」「利用しにくい」と回答した人～

小学生の子育てに不安や負担を感じる層では、利用しにくいと感じる点として、「相談しにく

い雰囲気がある」と回答した割合が 49.5％で最も高く、「どこに相談していいかわからない」

が 43.2％、「相談日や相談時間が限られていて利用できない」が 29.1％で続いている。

49.5 

43.2 

29.1 

44.1 

45.4 

13.6 

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

相談しにくい雰囲気がある

どこに相談していいかわからない

相談日や相談時間が限られていて利用できない

不安や負担を感じる(n=416)

不安や負担は感じない(n=216)
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新型コロナウイルス感染症が広がったことにより、生活に変化がありましたか。

【○は当てはまるものすべて】

【新型コロナウイルス感染症の感染拡大による生活の変化/上位６項目

（就学前児童・尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による生活の変化について、就学前児童の「子育てが

しやすいまちだと思わない」層では、他の層と同様に、「子どもが、友だちと一緒に遊ぶ機会が

少なくなった」と回答した割合が最も高くなっているが、「子育てのことを相談できる友人と連

絡し合ったり、相談したりすることができなくなった」、「両親の就労状況が変化し、経済的に

苦しくなった」、「子育て支援センターやその他の相談窓口を利用できなくなった」、「子育ての

ことを相談できる家族や親類と連絡し合ったり、相談したりすることができなくなった」が２

割台から３割台となっている。

55.8 

21.6 

22.2 

6.2 

17.0 

8.1 

56.0 

24.1 

25.1 

7.8 

17.2 

8.0 

53.5 

23.9 

29.4 

11.2 

17.5 

9.8 

50.5 

34.1 

32.0 

26.1 

23.3 

20.5 

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

子どもが、友だちと一緒に遊ぶ機会が少なくなった

子育てのことを相談できる友人と連絡し合ったり、

相談したりすることができなくなった

幼稚園・保育所(園)・認定こども園・その他の保育施設等が

休園となることが多く、仕事を休むことが多くなった

両親の就労状況が変化し、経済的に苦しくなった

子育て支援センターやその他の相談窓口を

利用できなくなった

子育てのことを相談できる家族や親類と連絡し合ったり、

相談したりすることができなくなった

子育てがしやすいまちだと思う

(n=130)

どちらかというと子育てがしや

すいまちだと思う(n=656)

どちらかというと子育てがしや

すいまちだと思わない(n=214)

子育てがしやすいまちだと思わ

ない(n=84)
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【新型コロナウイルス感染症の感染拡大による生活の変化/上位６項目

（小学生・尾道市の子育てのしやすさの評価別）】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による生活の変化について、小学生の「子育てがしや

すいまちだと思わない」「どちらかというと子育てがしやすいまちだと思わない」層では、他の

層と同様に、「子どもが、友だちと一緒に遊ぶ機会が少なくなった」と回答した割合が最も高く

なっているが、「子育てのことを相談できる友人と連絡し合ったり、相談したりすることができ

なくなった」が２割台となっている。
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子どもが、友だちと一緒に遊ぶ機会が少なくなった

学校・保育所(園)・幼稚園・認定こども園・その他の保育施設

等が休校・休園となることが多く、仕事を休むことが多くなった

子育てのことを相談できる友人と連絡し合ったり、

相談したりすることができなくなった

両親の就労状況が変化し、経済的に苦しくなった

子育て支援センターやその他の相談窓口を

利用できなくなった

子育てのことを相談できる家族や親類と連絡し合ったり、

相談したりすることができなくなった

子育てがしやすいまちだと思う

(n=95)

どちらかというと子育てがしやす

いまちだと思う(n=606)

どちらかというと子育てがしやす

いまちだと思わない(n=211)

子育てがしやすいまちだと思わ

ない(n=86)
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【新型コロナウイルス感染症の感染拡大による生活の変化/上位６項目

（就学前児童・子育てに関する不安・負担の有無別）】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による生活の変化について、就学前児童の子育てに「非

常に不安や負担を感じる」層では、他の層と同様に、「子どもが、友だちと一緒に遊ぶ機会が少

なくなった」と回答した割合が最も高くなっているが、「子育てのことを相談できる友人と連絡

し合ったり、相談したりすることができなくなった」、「子育て支援センターやその他の相談窓口

を利用できなくなった」が２割台となっている。

【新型コロナウイルス感染症の感染拡大による生活の変化/上位５項目

（小学生・子育てに関する不安・負担の有無別）】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による生活の変化について、小学生の子育てに「非常

に不安や負担を感じる」層では、他の層と同様に、「子どもが、友だちと一緒に遊ぶ機会が少な

くなった」と回答した割合が最も高くなっているが、「子育てのことを相談できる友人と連絡し

合ったり、相談したりすることができなくなった」、「両親の就労状況が変化し、経済的に苦し

くなった」が２割台となっている。
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子どもが、友だちと一緒に遊ぶ機会が少なくなった

幼稚園・保育所(園)・認定こども園・その他の保育施設等が

休園となることが多く、仕事を休むことが多くなった

子育てのことを相談できる友人と連絡し合ったり、

相談したりすることができなくなった

子育て支援センターやその他の相談窓口を

利用できなくなった

両親の就労状況が変化し、経済的に苦しくなった

子育てのことを相談できる家族や親類と連絡し合ったり、

相談したりすることができなくなった

非常に不安や負担を感じる

(n=117)

なんとなく不安や負担を感じる

(n=564)

あまり不安や負担は感じない

(n=339)

不安や負担は感じない(n=81)
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子どもが、友だちと一緒に遊ぶ機会が少なくなった

学校・保育所(園)・幼稚園・認定こども園・その他の保育施設

等が休校・休園となることが多く、仕事を休むことが多くなった

子育てのことを相談できる友人と連絡し合ったり、

相談したりすることができなくなった

両親の就労状況が変化し、経済的に苦しくなった

子育てのことを相談できる家族や親類と連絡し合ったり、

相談したりすることができなくなった

非常に不安や負担を感じる

(n=84)

なんとなく不安や負担を感じる

(n=487)

あまり不安や負担は感じない

(n=308)

不安や負担は感じない(n=83)
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