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Ⅰ．調査概要 

１．調査の目的 

 「第３期東広島市子ども・子育て支援事業計画」を策定するにあたり、東広島市在住の就学前児童

及び小学生児童を持つ保護者の方に子育て家庭の実態と子育て支援ニーズを把握し、計画を検討す

る基礎資料とするために実施しました。 

２．実施概要 

○調査対象者 ：令和５年 10月 15日現在、市内に在住の方 

○対象数   ：①就学前児童保護者 3,500件  ②小学生児童保護者 3,000 件 

○調査期間  ：令和５年 11月 8日～令和５年 12月 1日まで 

○調査方法  ：郵送による配布回収 

※郵送調査票にＱＲコードを貼付しての web回答も可能としている 

３．回収結果 

 配布数 回収数 回収率 

①就学前児童保護者 3,500 件 2,032 件 58.1％ 

②小学生児童保護者 3,000 件 1,833 件 61.1％ 

○ネット回答率 

  

４．調査集計にあたっての留意事項 

○回答結果は小数点第２桁目を四捨五入しています。この関係で、単回答（複数の選択肢から一つ

だけを選ぶ形式）の合計値がちょうど「100.0」にならない場合があります。 

○複数回答（２つ以上の回答を選ぶ形式）における割合についての単位はパーセントとしていま

す。この場合、回答は有効標本数全体に対して各々の割合を示すものであり、各選択肢の回答を

合計しても「100.0」とはなりません。 

○本報告書における「Ｎ」「ＳＡ」「ＭＡ」「ＦＡ」「数量」は、それぞれ 

「Ｎ」   ＝サンプル数のこと 「ＳＡ」  ＝単回答のこと 

「ＭＡ」  ＝複数回答のこと 「ＦＡ」  ＝自由回答のこと 

「数量」  ＝数量回答のこと を示します。 

○図表中において「無回答」とある項目については、「回答のなかったもの」、もしくは「判別がで

きなかったもの」、「存在しない回答があったもの」などを表しています。 

○本文中の設問の選択肢が長い場合は、簡略化している場合があります。 

○本報告書においてクロス集計は、無回答がある為、合計人数は全体の人数と合致しません。  

28.7 

26.6 

71.3 

73.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前 n=2,032

小学生 n=1,833

紙 ネット



 

2 

Ⅱ．調査結果 

１．属性データ 

＊規正標本数とは、回収数を母集団の年齢・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

五入しています。 

（１） 年齢・学年 

 

■就学前 

 

■小学生 

 

  

就学前 小学生

カテゴリ 回答数 規正標本数 割合 カテゴリ 回答数 規正標本数 割合

0歳 587 606 29.8% １年生 311 300 16.4%

1歳 295 284 14.0% ２年生 321 312 17.0%

2歳 256 249 12.3% ３年生 294 284 15.5%

3歳 298 294 14.5% ４年生 288 298 16.3%

4歳 296 298 14.7% ５年生 310 322 17.6%

5歳 283 285 14.0% ６年生 302 309 16.9%

無回答 17 17 0.8% 無回答 7 7 0.4%

29.8 

14.0 

12.3 

14.5 

14.7 

14.0 

0.8 

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

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

無回答

(SA) n=2,032

16.4 

17.0 

15.5 

16.3 

17.6 

16.9 

0.4 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

無回答

(SA) n=1,833
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（２） 居住地区 

 

 

（３）-１ 世帯構成 

 

  

就学前 小学生

カテゴリ 回答数 規正標本数 割合 カテゴリ 回答数 規正標本数 割合

西条地区 1,003 1,128 55.5% 西条地区 916 926 50.5%

八本松地区 282 358 17.6% 八本松地区 241 311 17.0%

志和地区 63 29 1.4% 志和地区 64 34 1.9%

高屋地区 341 266 13.1% 高屋地区 250 271 14.8%

黒瀬地区 187 160 7.9% 黒瀬地区 152 174 9.5%

福富地区 20 9 0.5% 福富地区 31 15 0.8%

豊栄地区 18 13 0.6% 豊栄地区 22 13 0.7%

河内地区 51 28 1.4% 河内地区 67 39 2.1%

安芸津地区 59 33 1.6% 安芸津地区 84 44 2.4%

無回答 8 8 0.4% 無回答 6 6 0.3%

55.5 

17.6 

1.4 

13.1 

7.9 

0.5 

0.6 

1.4 

1.6 

0.4 

50.5

17.0

1.9

14.8

9.5

0.8

0.7

2.1

2.4

0.3

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

西条地区

八本松地区

志和地区

高屋地区

黒瀬地区

福富地区

豊栄地区

河内地区

安芸津地区

無回答

就学前 n=2,032

小学生 n=1,833

93.0 

90.0 

5.4 

8.4 

0.9 

1.1 

0.6 

0.5 

84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

就学前 n=2,032

小学生 n=1,833

二世代世帯（子どもと親） 三世代世帯（子どもと親と祖父母） その他の世帯 無回答
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（３）-２ 両親の状況 

■父親 

 

■母親 

 

（４） きょうだいの人数（本人を含む） 

 

（５） 調査票回答者 

 

  

93.5 

88.4 

2.6 

4.2 

3.0 

6.8 

0.9 

0.6 

80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

就学前 n=2,032

小学生 n=1,833

一緒に住んでいる 単身赴任や入院などで別に住んでいる 死亡、離婚、未婚などでいない 無回答

98.6 

98.3 

0.3 

0.1 

0.3 

0.8 

0.8 

0.8 

80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

就学前 n=2,032

小学生 n=1,833

一緒に住んでいる 単身赴任や入院などで別に住んでいる 死亡、離婚、未婚などでいない 無回答

29.4 

14.8 

45.6 

49.1 

18.9 

29.2 

5.2 

6.3 

0.8 

0.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前 n=2,032

小学生 n=1,833

１人 ２人 ３人 ４人以上 無回答

87.7 

85.7 

11.2 

13.6 

0.4 

0.3 

0.7 

0.4 

75% 80% 85% 90% 95% 100%

就学前 n=2,032

小学生 n=1,833

母親 父親 その他 無回答
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２．家族の状況 

（１） 主な教育者 

① 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。 

お子さんからみた関係で回答してください。 

 就学前、小学生ともに「父母ともに」がおよそ６割となっています。 

 

（２） 子どもをみてもらえる親族・知人の有無 

② 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。 

 就学前に比べて、小学生では「緊急時や用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」が低くなり、「緊急時

や用事の際には子どもをみてもらえる」が高くなっています。 

 

  

60.6 

60.2 

37.8 

36.8 

0.4 

1.3 

0.1 

0.4 

0.4 

0.8 

0.7 

0.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前 n=2,032

小学生 n=1,833

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 無回答

21.8 

61.5 

1.1 

6.9 

19.0 

0.4 

21.4

54.1

2.6

15.4

20.5

0.4

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

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

日常的に子どもをみてもらえる友人、知人がいる

緊急時や用事の際には

子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

就学前 n=2,032

小学生 n=1,833
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②で「１」から「４」と回答した人 

②-１ 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。 

 就学前と小学生では同様の傾向となっています。 

 

（３） 両親の就労状況 

③ 母親の就労状況を回答してください。 

 就学前に比べて、小学生では「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労している」が高く、「以

前は就労していたが、現在は就労していない」が低くなっています。 

 
  

55.4 

22.1 

20.3 

24.7 

5.5 

1.8 

1.0 

52.3

21.4

19.2

23.4

5.4

2.8

1.1

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

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大きく、心配である

祖父母、友人等の時間的制約や

精神的な負担が大きく、心配である

自分たち親の立場として、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、少し不安がある

その他

無回答

就学前 n=1,648

小学生 n=1,456

29.5 

16.1 

24.5 

3.6 

24.0 

1.9 

0.4 

34.4

1.0

45.3

1.2

16.2

1.5

0.5

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

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で

就労している

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労してい

る（産休・育休・介護休業中）

パ－ト・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労している

パ－ト・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労している

（産休・育休・介護休業中）

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 n=2,009

小学生 n=1,803
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③で「１」から「４」と回答した人 

③-１ 母親の１週当たりの「就労日数」を回答してください。 

 就学前は小学生に比べて「５日」が高くなっています。 

 

③-２ 母親の１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」を回答してください。 

 就学前は小学生に比べて「８時間」が高く、「４時間」「５時間」が低くなっています。 

 
  

0.5 

1.0 

5.1 

12.9 

72.1 

7.1 

0.3 

0.9 

0.7 

1.7 

9.7 

18.2 

60.8 

7.9 

0.4 

0.5 

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

就学前 n=1,481

小学生 n=1,477

0.9 

0.6 

0.9 

5.6 

10.0 

16.6 

14.7 

37.8 

6.9 

3.6 

0.6 

0.4 

0.5 

0.9 

0.8

1.0

2.5

12.4

15.7

15.4

11.2

26.9

7.0

4.1

0.7

1.1

0.7

0.7

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

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間

12時間

12時間以上

無回答

就学前 n=1,481

小学生 n=1,477
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③で「３」「４」と回答した人 

③-３ 母親はフルタイムへの転換希望はありますか。 

 小学生は就学前に比べて「パ－ト・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望」が高くなって

います。 

 

③で「５」「６」と回答した人 

③-４ 母親は就労希望はありますか。 

 小学生は就学前に比べて「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」が高く、「１年より先、一番

下の子どもが（何）歳になったころに就労したい」が低くなっています。 

 

③-４で「２」「３」と回答した人 

③-５ 母親の希望する就労形態は何ですか。 

 小学生は就学前に比べて「パート・アルバイト等（「上記」以外）が高くなっています。 

 

  

11.0 

8.6 

33.7 

30.8 

50.6 

55.1 

3.9 

4.3 

0.7 

1.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前 n=565

小学生 n=838

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）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（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望があるが、実現できる見込みがない
パ－ト・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望
パ－ト・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家事に専念したい
無回答

21.6 

37.4 

48.5 

28.4 

29.5 

32.2 

0.4 

2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前 n=521

小学生 n=318

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） １年より先、一番下の子どもが（何）歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは1年以内に就労したい 無回答

17.0 

11.8 

77.7 

84.2 

5.3 

4.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前 n=406

小学生 n=193

フルタイム（1週５日程度・１日８時間程度の就労） パ－ト・アルバイト等（「上記」以外） 無回答
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④ 父親の就労状況を回答してください。 

 就学前と小学生では同様の傾向となっています。 

 

④で「１」から「４」と回答した人 

④-１ 父親の１週当たりの「就労日数」を回答してください。 

 就学前と小学生では同様の傾向となっています。就学前、小学生ともに「６日」が 23％程度となっています。 

 
  

96.7 

0.9 

0.8 

0.1 

0.6 

0.3 

0.6 

97.4

0.3

0.5

0.0

0.9

0.0

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で

就労している

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で

就労している（育休・介護休業中）

パ－ト・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労している

パ－ト・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で

就労している（育休・介護休業中）

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 n=1,953

小学生 n=1,698

0.1 

0.1 

1.0 

3.6 

68.7 

23.3 

2.2 

1.0 

0.1

0.2

0.8

4.1

67.8

23.7

2.6

0.7

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

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

就学前 n=1,924

小学生 n=1,666
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④-２ 母親の１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」を回答してください。 

 就学前、小学生ともに「12時間」「12時間以上」を合わせて 16％程度となっています。 

 

３．教育・保育事業の状況 

（１） 教育・保育事業の利用状況 

⑤ あて名のお子さんは現在、幼稚園や保育所(園)などの定期的な教育・保育事業を利用していますか。 

 年齢が高くなるほど、定期的な教育・保育事業の利用率は高くなっており、“3～5 歳”では「利用している（東

広島市内）＋（東広島市外）」が 97.8％を占めています。 

 

  

0.6 

0.5 

0.2 

0.2 

0.4 

0.2 

1.0 

36.0 

16.3 

21.6 

5.7 

7.6 

8.4 

1.3 

0.5

0.9

0.7

0.2

0.2

0.3

1.1

34.4

16.1

21.6

6.0

7.7

9.2

1.1

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

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間

９時間

10時間

11時間

12時間

12時間以上

無回答

就学前 n=1,924

小学生 n=1,666

63.3 

15.6 

62.0 

97.0 

0.8 

0.3 

1.6 

0.8 

35.5 

84.0 

35.5 

1.9 

0.4 

0.2 

0.9 

0.4 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

利用している（東広島市内） 利用している（東広島市外） 利用していない 無回答
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⑤で「１」または「２」（利用している）と回答した人 

⑤-１ あて名のお子さんが、平日にどのような教育・保育の事業を利用していますか。年間を通じて定期

的に利用している事業を回答してください。 

 “0歳”では「事業所内保育施設」、“1・2歳”では「認可保育所（園）」、“3～5歳”では「幼稚園」が比較的高

くなっています。 

 

  

36.2 

13.5 

2.8 

39.6 

1.8 

3.9 

2.9 

1.5 

0.4 

33.8 

1.2 

1.2 

35.4 

4.1 

13.9 

5.3 

5.1 

0.0 

35.6 

2.7 

0.6 

44.4 

4.1 

7.5 

3.6 

1.3 

0.8 

36.5 

19.1 

3.8 

38.4 

0.7 

1.3 

2.3 

1.2 

0.3 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

認定こども園

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所(園)

小規模な保育施設

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設

その他

無回答

全体 n=1,302

0歳 n=96

1・2歳 n=339

3～5歳 n=857
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⑤で「３」（利用していない）と回答した人 

⑤-２ 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さい。 

 「育児休業中のため」が 36.0％で最も高くなっています。 

 前回調査と比較して「子どもがまだ小さいため」「利用する必要がない」が大きく減少しています。 

 
  

36.0 

34.6 

32.2 

16.7 

5.2 

2.8 

1.7 

0.2 

0.0 

4.7 

0.5 

21.8 

46.1 

49.6 

10.3 

3.5 

4.6 

1.8 

0.9 

0.0 

5.5 

0.7 

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

育児休業中のため

利用する必要がない

（母親もしくは父親が就労していないなどの理由による）

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

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

子どもの祖父母や親戚の人がみている

利用したいが、幼稚園や保育所(園)などの事業内容や

場所など、納得できる施設や事業がない

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない

近所の人や父母の友人・知人がみている

その他

無回答

今回（R5） n=721

前回（H30） n=666
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（２） 教育・保育事業の利用希望 

⑥ あて名のお子さんについて、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。 

 “0歳”では比較的「認定こども園」「認可保育所（園）」「小規模な保育施設」が高くなっています。 

 

  

47.3 

17.7 

7.1 

42.4 

5.8 

3.3 

1.5 

0.0 

0.3 

1.7 

0.9 

2.4 

0.8 

55.7 

14.8 

5.8 

49.1 

13.2 

5.9 

1.1 

0.2 

0.6 

3.0 

1.2 

4.0 

0.6 

48.4 

19.9 

7.0 

44.2 

3.5 

2.7 

1.5 

0.0 

0.6 

1.5 

0.7 

2.5 

1.1 

40.5 

18.6 

7.9 

36.9 

2.2 

1.9 

1.9 

0.0 

0.0 

1.0 

0.9 

1.2 

0.8 

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

認定こども園

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所(園)

小規模な保育施設

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設

家庭的保育

居宅訪問型保育

ファミリ－・サポ－ト・センタ－

その他

今後も利用の希望はない

無回答

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877



 

14 

⑥-１ どの地区の教育・保育施設を利用したいですか。 

 「西条地区」が 55.8％で突出しています。「八本松地区」が 14.8％、「高屋地区」が 12.0％で続いています。 

 前回調査と比較して同様の傾向となっています。 

 

⑥-２ お子さんが何歳のときから利用したいと思いますか。 

 “0歳”では「1歳から」が突出しています。“1・2歳”では「すでに利用している」に次いで「３歳から」が高くなっ

ています。 

  

55.8 

14.8 

1.4 

12.0 

7.3 

0.4 

0.6 

1.1 

1.3 

0.9 

4.4 

56.5 

14.7 

2.0 

12.6 

8.7 

0.8 

0.7 

1.7 

2.0 

1.0 

1.8 

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

西条地区

八本松地区

志和地区

高屋地区

黒瀬地区

福富地区

豊栄地区

河内地区

安芸津地区

東広島市外

無回答

今回（R5） n=1,967

前回（H30） n=2,007

41.7 

3.6 

20.1 

7.1 

19.3 

2.6 

0.9 

4.7 

12.5 

8.2 

47.3 

10.1 

19.2 

1.0 

0.1 

1.7 

41.4 

2.1 

8.7 

8.7 

29.2 

3.9 

0.4 

5.5 

61.6 

1.3 

8.6 

4.2 

13.6 

3.0 

1.9 

5.9 

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

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

全体 n=1,967
0歳 n=578
1・2歳 n=514
3～5歳 n=859
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⑥-３ 幼稚園や保育所(園)などの教育・保育事業を選ぶときに特に重視することを回答してください。 

 「居住地に近い場所」が 66.2％で突出しています。 

 前回調査時と比較して「教育・保育の方針・内容」が減少しています。 

 
 

⑦ 土、日、祝日に幼稚園や保育所(園)などの教育・保育事業を利用したいですか。 

 “土曜日”は「ほぼ毎週利用したい」が 10.6％となっています。 

 

  

66.2 

36.4 

28.7 

25.0 

14.5 

6.2 

4.0 

3.7 

1.4 

66.7 

35.6 

24.5 

33.8 

19.8 

5.6 

1.1 

5.3 

1.5 

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

居住地に近い場所

先生や職員の対応

勤務先の近く・通勤に便利な場所

教育・保育の方針・内容

延長保育や休日保育などの保育機能

子どもが行きたい施設

無回答

利用料金の安さ

その他

今回（R5） n=1,967

前回（H30） n=2,007

10.6 

1.8 

33.2 

17.1 

55.9 

80.2 

0.3 

0.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

土曜日 n=2,032

日曜日・祝日 n=2,032

ほぼ毎週利用したい 月に１～２回は利用したい 利用する必要はない 無回答
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４．育児休業 

（１） 育児休業取得状況 

⑧ あて名のお子さんが生まれた時、育児休業を取得しましたか。 

■母親 

 前回調査と比較して「働いていなかった」が大きく減少しています。 

 年齢別にみると年齢が高いほど「働いていなかった」が高くなる傾向がみられます。 

 

■父親 

 前回調査と比較して「取得した」が増加しています。 

 年齢別にみると年齢が低いほど「取得した」が高くなる傾向がみられます。 

 

 

  

52.2 29.6 6.2 10.2 1.8 

0% 25% 50% 75% 100%

前回（H30） n=2,059

36.7 

29.9 

35.2 

42.1 

42.2 

28.8 

52.4 

45.5 

11.5 

34.2 

2.8 

1.2 

8.9 

6.6 

8.8 

10.6 

0.7 

0.5 

0.9 

0.6 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

働いていなかった 取得した 取得中である 取得していない 無回答

0.5 

5.5 

0.1 

89.3 4.7 

0% 25% 50% 75% 100%

前回（H30） n=1,971

1.9 

1.8 

2.2 

1.8 

17.9 

27.1 

20.4 

9.9 

0.5 

1.6 

0.2 

0.0 

76.9 

67.9 

75.2 

84.4 

2.7 

1.6 

2.0 

4.0 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

働いていなかった 取得した 取得中である 取得していない 無回答
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⑧-１ 希望した期間の取得ではなかった場合、どのような理由ですか。 

■母親 

 前回調査と比較して「希望する保育所（園）等にはいるために早く仕事に復帰した」「保育所(園)等に入れな

かったため希望する時期に仕事に復帰できなかった」が増加し、「職場の育児休業制度の期間が、希望よりも

短いため」「職場から、早く復帰を求められたため」が大きく減少しています。 

 

 前回調査と比較して「職場の育児休業制度の期間が、希望よりも短いため」が大きく減少しています。 

■父親 

 

  

26.5 

26.4 

11.8 

7.5 

1.6 

20.9 

5.2 

18.1 

35.5 

3.0 

18.1 

3.8 

19.3 

5.4 

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

希望する保育所(園)等に入るために早く仕事に復帰した

職場の育児休業制度の期間が、希望よりも短いため

保育所(園)等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

職場から、早く復帰を求められたため

配偶者や家族の希望があったため

その他

無回答

今回（R5） n=567

前回（H30） n=338

29.4 

21.6 

7.5 

1.1 

0.7 

34.3 

5.6 

29.0 

42.2 

3.6 

0.0 

0.0 

21.8 

3.4 

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

職場から、早く復帰を求められたため

職場の育児休業制度の期間が、希望よりも短いため

配偶者や家族の希望があったため

希望する保育所(園)等に入るために早く仕事に復帰した

保育所(園)等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

今回（R5） n=253

前回（H30） n=44
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５．病気の際の対応 

（１） 病気等により幼稚園・保育所・学校等を利用できなった経験 

⑨ 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)などを利用できなかった、学校に行けなか

ったことはありましたか。 

 “就学前”では年齢を問わず８割以上「あった」となっていますが、“低学年”、“高学年”になるにつれて「あっ

た」が少なくなっています。 

■就学前 

 

■小学生 

 

  

85.2 

83.0 

85.6 

85.2 

14.0 

13.5 

13.6 

14.2 

0.9 

3.5 

0.8 

0.6 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=1,302

0歳 n=96

1・2歳 n=339

3～5歳 n=857

あった なかった 無回答

72.4 

75.1 

69.8 

26.9 

24.2 

29.5 

0.6 

0.6 

0.6 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=1,833

低学年 n=896

高学年 n=930

あった なかった 無回答
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⑨で「１」（あった）と回答した人 

⑨-１ 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)などを利用

できなかった場合に、どのように対応しましたか。 

 “就学前”は前回調査と比較すると「父親が仕事を休んだ」が高くなっています。 

 “高学年”では「やむをえず子どもだけで留守番をさせた」が高くなっています。 

 （“小学生”は前回の調査票に設問がありません。） 

■就学前 

 

 

  

81.2 

40.5 

26.5 

15.1 

5.1 

0.6 

0.2 

1.9 

0.3 

76.1 

22.7 

28.1 

18.0 

8.4 

0.5 

0.1 

3.0 

0.3 

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

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

やむをえず子どもだけで留守番をさせた

ベビ－シッタ－を頼んだ

その他

無回答

今回（R5） n=1,109

前回（H30） n=1,138

81.2 

40.5 

26.5 

15.1 

5.1 

0.6 

0.2 

1.9 

0.3 

91.6 

48.6 

26.6 

9.1 

1.4 

0.0 

0.0 

2.8 

0.0 

90.3 

46.7 

32.5 

6.5 

7.4 

0.0 

0.0 

2.3 

0.0 

76.4 

37.4 

24.2 

19.4 

4.6 

0.9 

0.3 

1.4 

0.4 

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

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

やむをえず子どもだけで留守番をさせた

ベビ－シッタ－を頼んだ

その他

無回答

全体 n=1,109

0歳 n=80

1・2歳 n=290

3～5歳 n=730

69.6 

20.6 

13.0 

19.4 

1.5 

11.8 

0.1 

3.5 

0.2 

72.2 

23.6 

16.2 

20.4 

2.3 

6.4 

0.0 

2.5 

0.0 

66.9 

17.5 

9.8 

18.3 

0.6 

17.6 

0.2 

4.5 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80%

全体 n=1,328

低学年 n=673

高学年 n=649

■就学前 ■小学生 
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（２） 病児・病後児保育施設の利用希望 

⑨-１で「１」または「２」（両親が休んだ）と回答した人 

⑨-２ その際、「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。 

 “1・2歳”では「利用したいと思った」が比較的高くなっています。 

 “高学年”では「利用したいと思った」が 7.6％となっています。 

■就学前 

 
■小学生 

 
  

29.5 

35.0 

38.6 

24.5 

69.6 

65.0 

60.8 

74.4 

0.9 

0.0 

0.6 

1.1 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=940

0歳 n=78

1・2歳 n=267

3～5歳 n=587

利用したいと思った 利用したいと思わない 無回答

10.9 

14.1 

7.6 

87.8 

85.3 

91.0 

1.2 

0.7 

1.4 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=977

低学年 n=510

高学年 n=463

利用したいと思った 利用したいと思わない 無回答
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⑨-２で「２」（利用したいと思わない）と回答した人 

⑨-３ 利用したくないと思う理由を回答してください。 

 前回調査と比較すると、「親が仕事を休んで対応する」が増加しています。 

 “低学年”では「利用料・利用方法がわからない」が、“高学年”では「利便性（立地や利用可能時間、日数な

ど）がよくない」が比較的高くなっています。 

■就学前 

 

 

  

51.0 

49.3 

24.9 

24.7 

22.1 

13.5 

2.9 

0.2 

45.6 

50.1 

22.4 

24.7 

20.3 

16.3 

2.1 

0.4 

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

親が仕事を休んで対応する

病児・病後児を他人に預けるのは不安

利用料・利用方法がわからない

利用料が高い

利便性（立地や利用可能時間、日数など）がよくない

その他

特に理由はない

無回答

今回（R5） n=654

前回（H30） n=628

51.0 

49.3 

24.9 

24.7 

22.1 

13.5 

2.9 

0.2 

58.9 

44.2 

17.8 

19.8 

23.4 

11.7 

2.2 

0.0 

45.6 

49.5 

23.9 

27.9 

24.2 

16.8 

0.7 

0.3 

51.7 

49.7 

26.2 

24.2 

21.4 

12.7 

3.6 

0.2 

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

親が仕事を休んで対応する

病児・病後児を他人に預けるのは不安

利用料・利用方法がわからない

利用料が高い

利便性（立地や利用可能時間、

日数など）がよくない

その他

子どもだけでも不安がないから

特に理由はない

無回答

全体 n=654

0歳 n=51

1・2歳 n=162

3～5歳 n=437

60.2 

41.5 

26.5 

18.5 

26.6 

17.7 

4.6 

6.1 

0.0 

58.0 

44.2 

34.0 

19.9 

23.0 

21.0 

2.1 

6.2 

0.0 

63.0 

39.2 

18.2 

16.3 

31.3 

14.2 

7.5 

6.0 

0.0 

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

全体 n=858

低学年 n=435

高学年 n=421

■就学前 ■小学生 



 

22 

６．不定期の保育事業 

（１） 不定期に利用したサービス 

⑩ 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。 

 前回調査と比較すると「幼稚園の預かり保育」が減少しています。 

 

⑩で「７」（利用していない）と回答した人 

⑩-１ 現在、利用していない理由を回答してください。 

 「特に利用する必要がない」が 74.0％で突出しています。「どのような事業があるかわからない」が 18.5％、

「利用料がかかる・高い」が 17.9％で続いています。 

 前回調査と同様の傾向です。 

 

  

6.3 

4.3 

1.5 

0.2 

0.1 

0.9 

86.6 

1.2 

5.9 

9.3 

0.8 

0.2 

0.0 

0.7 

81.4 

2.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリ－・サポ－ト・センタ－

ベビ－シッタ－

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

今回（R5） n=2,032

前回（H30） n=2,064

74.0 

18.5 

17.9 

13.7 

11.8 

3.9 

3.6 

1.8 

5.1 

0.2 

73.3 

18.1 

17.9 

14.5 

9.7 

3.2 

4.3 

3.2 

6.3 

1.0 

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

特に利用する必要がない

どのような事業があるかわからない

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

利用したい事業が地域にない

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

地域の事業の内容に不安がある

その他

無回答

今回（R5） n=1,760

前回（H30） n=1,679
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（２） 不定期に子どもを預ける事業の利用希望 

⑪ 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。 

 前回調査と比較すると「利用する必要はない」がやや増加しています。 

 

（３） 泊りがけで子どもを預ける必要性 

⑫ あて名のお子さんについて、親の用事（冠婚葬祭、親・家族の育児疲れや育児不安、病気など）によ

り、泊りがけで年間何泊くらい家族以外に預ける必要があると思いますか。 

 “0 歳”“1～2 歳”では「短期入所生活援助事業（ショートステイ）等を利用したい」が 6％程度となっています。 

 

  

58.6 

27.5 

17.7 

8.6 

1.4 

0.6 

52.5 

26.6 

23.3 

11.3 

2.5 

2.2 

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

利用する必要はない

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

無回答

今回（R5） n=2,032

前回（H30） n=2,064

5.4 

6.3 

6.0 

4.1 

93.6 

93.7 

92.7 

94.3 

1.0 

0.0 

1.3 

1.6 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

短期入所生活援助事業（ショートステイ）等を利用したい 利用する必要はない 無回答
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⑫で「１」（利用したい）と回答した人 

⑫-１ 短期入所生活援助事業（ショートステイ）の利用動機。 

 “0歳”で「保護者や家族の育児疲れ・不安」が高くなっています。 

 

７．放課後の過ごし方 

（１） 放課後の過ごし方 

⑬ 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。（過ごさせてい

ますか。） 

 “就学前”では「放課後児童クラブ」が比較的高くなっていますが、“低学年”以降では「自宅（保護者が在宅）」

が高くなっています。また「習い事」も高くなっています。 

 

34.8 

58.3 

57.4 

10.4 

2.5 

33.8 

72.5 

59.0 

13.3 

1.7 

23.9 

44.6 

48.6 

2.0 

6.6 

45.6 

55.0 

60.0 

15.8 

0.0 

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

冠婚葬祭

保護者や家族の育児疲れ・不安

保護者や家族の病気

その他

無回答

全体 n=109

0歳 n=38

1・2歳 n=32

3～5歳 n=36

57.2 

35.8 

15.0 

10.2 

8.3 

6.3 

1.4 

4.9 

4.3 

40.2 

52.4 

35.9 

18.4 

7.4 

1.5 

0.2 

7.9 

0.2 

9.6 

58.3 

43.4 

40.5 

6.9 

0.4 

0.0 

4.1 

0.6 

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

放課後児童クラブ [いきいきこどもクラブ]

自宅（保護者が在宅）

習い事

自宅（一人あるいは兄弟姉妹と留守番）

祖父母宅や友人・知人宅

児童館

ファミリー・サポート・センター（提供会員宅）

その他

無回答

就学前（５歳） n=449

低学年 n=896

高学年 n=930
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（２） 放課後子ども教室の利用希望 

⑭ 土曜日、日曜日・祝日、長期休業中（夏休み・秋休み・冬休み・春休み）に放課後児童クラブを利用した

いと思いますか。 

 “長期休業中”では「利用したい」が 42.7％となっています。 

 

お子さんが放課後児童クラブを利用している人 

⑭-１ 放課後児童クラブ（いきいきこどもクラブ）に満足していますか。 

 “高学年”では“低学年”に比べて満足度が低くなっています。 

 
⑭-２ 放課後児童クラブ（いきいきこどもクラブ）に対してどのようなことを希望しますか。 

 “高学年”の方が希望（要望）が高い傾向がみられます。 

 

9.8 

5.3 

42.7 

87.2 

91.5 

55.4 

3.0 

3.2 

1.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

土曜日 n=1,833

日曜日・祝日 n=1,833

長期休業中 n=1,833

利用したい 利用希望はない 無回答

46.2 

49.7 

31.2 

43.6 

41.4 

53.0 

7.8 

8.0 

6.9 

1.7 

0.6 

6.6 

0.7 

0.3 

2.3 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=451

低学年 n=360

高学年 n=89

満足している どちらかというと満足している どちらかというと満足していない 満足していない 無回答

20.1 

16.3 

10.7 

18.7 

51.4 

0.7 

19.8 

15.9 

11.0 

18.1 

52.2 

0.6 

21.5 

18.1 

9.6 

21.1 

47.3 

1.2 

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

支援内容を工夫してほしい

施設設備を改善してほしい

利用時間を延長してほしい

その他

現在のままでよい

無回答

全体 n=451
低学年 n=360
高学年 n=89
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８．子育て支援センター、出産・育児サポートセンター 

（１） 子育て支援センターの利用状況 

⑮ あて名のお子さんは、現在、地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）を利用していますか。 

 “0歳”では「利用している」が 45.5％と比較的高くなっています。 

 

⑮-１ 地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）を、今後利用したり、利用回数を増やしたいと思い

ますか。 

 “0 歳”で比較的「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」が高

くなっています。 

 すでに“利用している”人の「すでに利用しているが、利用回数を増やしたい」は半数以上となっています。 

 

 

  

23.5 

45.5 

29.4 

5.0 

75.9 

54.4 

69.1 

94.9 

0.5 

0.1 

1.5 

0.2 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

利用している 利用していない 無回答

20.1 

29.9 

18.7 

14.0 

14.0 

29.4 

14.5 

3.0 

64.0 

39.9 

63.7 

81.0 

2.0 

0.8 

3.0 

2.0 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

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

1.7 

25.8 

56.9 

0.7 

40.8 

71.6 

0.5 

1.9 

0% 25% 50% 75% 100%

利用している n=479

利用していない n=1,543

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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（２） 出産・育児サポートセンターすくすくの利用状況 

⑯ 「出産・育児サポートセンターすくすく」を利用したことがありますか。 

 前回調査と比較して利用率が伸びています。（前回調査時は知っている人のみの設問） 

 “1・2歳”では「利用したことがある」が約半数と比較的高くなっています。 

 “1・2歳”以上で「利用したことがある」が子育て支援センターを上回っています。 

 

（３） 子育て支援センター及び出産・育児サポートセンターの利用理由 

⑮または⑯で「１」（利用している）と回答した人 

⑰ 「地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）」及び「出産・育児サポートセンターすくすく」を利用し

ている理由を回答してください。 

 年齢が若いほど「スタッフの対応がよいため」が高い傾向がみられます。 

  

19.1 80.7 0.2 

0% 25% 50% 75% 100%

前回（H30） n=531

40.5 

43.7 

49.8 

33.0 

58.8 

56.1 

48.5 

66.4 

0.8 

0.3 

1.6 

0.6 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

利用したことがある 利用したことはない 無回答

68.1 

30.0 

24.4 

15.9 

15.2 

13.8 

9.5 

8.6 

6.2 

8.1 

3.3 

67.8 

33.7 

25.1 

19.1 

15.6 

14.2 

10.7 

11.0 

7.4 

9.6 

3.1 

66.7 

30.4 

25.3 

12.9 

15.8 

12.6 

7.6 

7.6 

6.1 

8.5 

4.3 

70.3 

25.8 

23.1 

15.4 

14.5 

14.9 

10.1 

6.8 

5.1 

5.8 

1.9 

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

身近な地域で実施しているため

スタッフの対応がよいため

利用可能時間・日数が合うため

通うのに便利であるため

（公共交通機関・駐車場等）

相談への対応が充実しているため

事業内容がよいため

知っている友人がいたため

情報提供が充実しているため

気の合う仲間ができたため

その他

無回答

全体 n=992
0歳 n=360
1・2歳 n=321
3～5歳 n=306
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⑮または⑯で「２」（利用していない）と回答した人 

⑰-１ 現在、利用していない理由を回答してください。 

 “0歳”を除いて「保育所等の施設に入所しているため利用する必要がない」が高くなっています。 

 “0 歳”は「どのような支援を受けることができるかわからない」や「利用可能時間・日数が合わない」が比較的

高くなっています。 

 

（４） それ以外の子育て支援事業の利用状況 

⑱ あて名のお子さんは、現在、問22の子育て支援センター以外の地域の子育て団体やグループによる子

育てサークルやサロン（SNS等も含む）を利用していますか。 

 前回調査と比較して「利用している」が微減しています。 

 

  

55.9 

13.2 

8.0 

4.0 

8.2 

0.5 

7.2 

3.3 

5.3 

10.0 

8.7 

6.1 

19.1 

20.0 

12.4 

6.0 

15.0 

0.4 

13.4 

4.7 

7.8 

6.1 

20.0 

5.1 

58.7 

13.2 

8.5 

5.5 

7.7 

0.7 

7.5 

2.9 

7.1 

10.8 

6.5 

6.6 

73.2 

9.5 

5.4 

2.2 

5.0 

0.4 

4.2 

2.8 

3.2 

11.6 

4.0 

6.1 

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

保育所等の施設に入所しているため利用する必要がない

どのような支援を受けることができるかわからない

実施場所や利用方法がわからない

身近な場所にない

利用可能時間・日数などが合わない

事業の内容に不安がある

いっしょに利用する仲間がいない

気軽に相談できる雰囲気でないと感じる

子どもが一緒にいるとゆっくり相談ができないと思う

仕事や用事で利用できない

その他

無回答

全体 n=1,713

0歳 n=425

1・2歳 n=424

3～5歳 n=848

2.5 

4.8 

96.2 

92.9 

1.3 

2.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回（R5） n=2,032

前回（H30） n=2,064

利用している 利用していない 無回答
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（５） １か所でまとめて行う施設 

⑲ 東広島市内に、子どもに関する複数の行政手続きや子育て相談等を１か所でまとめて行うことができ

る施設があったら利用したいと思いますか。 

 “就学前”では年齢が低いほど「とても利用したい」＋「利用したい」が高くなる傾向がみられます。 

■就学前 

 

■小学生 

 

  

29.4 

34.5 

28.4 

26.9 

50.4 

50.0 

52.7 

49.2 

7.1 

7.4 

5.1 

8.2 

3.5 

1.9 

3.3 

4.8 

8.1 

5.5 

8.1 

9.9 

1.4 

0.8 

2.4 

1.0 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

とても利用したい 利用したい あまり利用したくない 利用したくない 施設が必要とは思わない 無回答

21.3 

22.5 

20.1 

59.8 

59.2 

60.4 

6.8 

6.0 

7.5 

1.9 

1.6 

2.1 

9.3 

9.7 

8.9 

0.9 

1.0 

0.9 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=1,833

低学年 n=896

高学年 n=930

とても利用したい 利用したい あまり利用したくない 利用したくない 施設が必要とは思わない 無回答
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⑲-１ ⑲の施設にどのような機能があれば利用したいと思いますか。 

 年齢の違いによって、要望する機能にも違いが表れています。 

 “小学生”では「子どもに関する行政手続きができる機能」が特に高くなっています。 

 

 

 

  

63.8 

61.9 

51.0 

46.9 

45.5 

40.6 

33.0 

2.5 

5.4 

1.6 

67.6 

77.2 

60.6 

51.1 

50.3 

28.7 

38.3 

2.6 

2.1 

0.7 

65.8 

68.5 

53.3 

50.6 

46.0 

35.5 

33.8 

3.0 

6.3 

2.6 

60.8 

47.2 

42.9 

41.8 

42.5 

51.9 

28.9 

2.0 

7.1 

1.5 

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

子どもに関する行政手続き

（児童手当や乳幼児等医療費等）ができる機能

乳幼児が遊べる場

子連れで気軽に利用できる

カフェ等の飲食スペース

一時的に子どもを預かってくれる託児機能

子育てに関する総合相談窓口

小学生程度の子どもが遊べる場

子どもを見守りながら

保護者同士の交流ができる場

その他

特にない

無回答

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

59.5 

16.7 

31.4 

31.5 

41.3 

50.0 

16.8 

3.0 

10.6 

1.7 

59.5 

19.1 

35.6 

37.2 

40.7 

55.7 

18.1 

3.1 

9.5 

1.8 

59.8 

14.4 

27.2 

26.0 

41.9 

44.6 

15.4 

2.7 

11.7 

1.5 

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

全体 n=1,833

低学年 n=896

高学年 n=930

■就学前 ■小学生 
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９．子育て全般 

（１） 子育て支援サービスの認知度 

⑳ 子育て支援サービスで知っているものを回答してください。 

 前回調査と比較して、“就学前”では「産後ケア事業」「親子の絆づくりプログラム”赤ちゃんがきた！” ～愛

称：BPプログラム～」が高くなっています。また“就学前”“小学生”ともに「子育て情報webサイト「すくのび」」が

高くなっています。 

 「広島市市民ポータルサイト」は前回調査の選択肢にはありませんでした。 

■就学前 

 

■小学生 

 

  

76.2 

66.2 

55.5 

52.5 

50.7 

42.7 

23.5 

23.3 

18.3 

7.8 

4.8 

1.6 

75.7 

42.9 

42.1 

50.3 

54.0 

26.3 

24.1 

7.2 

7.5 

6.9 

2.9 

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

パパママ教室・マタニティ教室・

ワーキングマタニティ教室

東広島市市民ポータルサイト

産後ケア事業

親子の絆づくりプログラム

”赤ちゃんがきた！” ～愛称：BPプログラム～

ファミリー・サポート・センター

産前・産後ママヘルパー派遣事業

子育て・障害総合支援センター

“はあとふる”

家庭児童相談室

子育て情報Webサイト「すくのび」

児童青少年総合相談室

知っているサービスはない

無回答

今回（R5） n=2,032

前回（H30） n=2,064

63.7 

52.4 

34.1 

25.0 

11.1 

10.0 

14.9 

1.3 

53.1 

33.4 

32.1 

13.3 

2.2 

22.1 

6.3 

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

東広島市市民ポータルサイト

ファミリー・サポート・センター

子育て・障害総合支援センター

“はあとふる”

家庭児童相談室

児童青少年総合相談室

子育て情報Webサイト「すくのび」

知っているサービスはない

無回答

今回（R5） n=1,833

前回（H30） n=1,756
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（２） 理想と現実の子どもの人数 

㉑ あなたの家庭では、子どもの人数は何人が理想だと考えますか。また、現実的に育てられる子どもの

人数は何人だと考えますか。 

 『就学前』では“理想”は「３人」、『小学生』では“理想”は「４人以上」が高くなっています。 

 少数ですが“現実的に育てられる”子どもの数が「0人」という回答も存在しています。 

■就学前 

 

■小学生 

 

  

0.2 

4.0 

13.6 

40.5 

56.1 

45.0 

23.5 

9.6 

5.9 

0.7 

0.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

理想 n=2,032

現実 n=2,032

0人 1人 2人 3人 4人以上 無回答

0.1 

1.0 

4.7 

12.5 

23.6 

41.0 

46.0 

44.1 

24.5 

1.2 

1.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

理想 n=1,833

現実 n=1,833

0人 1人 2人 3人 4人以上 無回答
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㉑で現実的な子どもの人数が理想の子どもの人数より少ない人 

㉑-１ 現実的な子どもの人数が、理想の子どもの人数より少ないのはどのような理由からですか。 

 “就学前”、“小学生”ともに「経済的な負担が大きいから」が突出しています。 

 “小学生”では「年齢的に難しいから」が比較的高くなっています。 

 
  

73.8 

31.6 

22.4 

20.0 

10.8 

3.0 

2.9 

2.8 

2.8 

0.7 

0.3 

7.2 

3.4 

74.9 

32.8 

30.4 

20.5 

9.8 

2.9 

3.4 

3.1 

5.4 

1.9 

1.4 

3.9 

2.5 

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

経済的な負担が大きいから

仕事と子育ての両立が難しいから

年齢的に難しいから

体力・健康の面で難しいから

精神的な負担が大きいから

持ち家や借家など住宅事情が悪いから

自分のやりたいことが十分にできないから

子育てに自信がもてないから

子どもの教育環境に不安があるから

家族の看護や介護があるから

子育てが楽しいと思えないから

その他

無回答

就学前 n=809

小学生 n=717



 

34 

（３） 子育ての楽しさや悩み 

㉒ 子育ては楽しいですか。 

 年齢が上がるにつれて徐々に「楽しくないときの方が多い」が増えはじめ、『小学生』では 10％程度が「楽しく

ないときの方が多い」となっています。 

■就学前 

 

■小学生 

 

■前回（参考） 

 

  

26.8 

35.5 

24.8 

22.1 

65.9 

61.2 

67.7 

67.9 

6.8 

2.8 

7.4 

9.2 

0.2 

0.0 

0.1 

0.4 

0.3 

0.5 

0.0 

0.5 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

とても楽しい 楽しいときの方が多い 楽しくないときの方が多い まったく楽しくない 無回答

17.6 

17.3 

17.9 

70.2 

70.9 

69.5 

10.6 

10.4 

10.7 

0.4 

0.5 

0.3 

1.2 

0.9 

1.5 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=1,833

低学年 n=896

高学年 n=930

とても楽しい 楽しいときの方が多い 楽しくないときの方が多い まったく楽しくない 無回答

21.6 

20.6 

67.2 

66.4 

8.4 

10.5 

0.4 

0.5 

2.4 

2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前 n=2,064

小学生 n=1,756

とても楽しい 楽しいときの方が多い 楽しくないときの方が多い まったく楽しくない 無回答
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㉓ 子育てに関して不安や負担を感じることがありますか。 

 “1・2歳”や“低学年”で不安や負担が高い傾向がみられます。 

■就学前 

 

■小学生 

 

■前回（参考） 

 

  

7.1 

4.7 

8.8 

7.7 

43.9 

43.1 

47.2 

42.8 

43.3 

46.5 

40.1 

42.8 

5.4 

5.4 

3.9 

6.3 

0.3 

0.3 

0.0 

0.5 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

非常に不安や負担を感じる どちらかというと不安や負担を感じる あまり不安や負担などは感じない 不安や負担はまったく感じない 無回答

9.9 

10.5 

9.4 

45.6 

45.7 

45.7 

40.5 

40.3 

40.4 

2.8 

2.7 

2.9 

1.2 

0.7 

1.7 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=1,833

低学年 n=896

高学年 n=930

非常に不安や負担を感じる どちらかというと不安や負担を感じる あまり不安や負担などは感じない 不安や負担はまったく感じない 無回答

7.3 

7.3 

39.6 

38.4 

47.3 

48.0 

3.6 

3.8 

2.2 

2.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前 n=2,064

小学生 n=1,756

非常に不安や負担を感じる どちらかというと不安や負担を感じる あまり不安や負担などは感じない 不安や負担はまったく感じない 無回答
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㉔ 子育ての悩み、気になることはどのようなことですか。 

 “0 歳では比較的「子どもの健康や発育・発達に関すること」や「子どもの食事や栄養に関すること」が高くなっ

ています。 

 『小学生』になると比較的「子どもの性格や癖のこと」「子どもの教育のこと」「子どもの友だちづきあい（いじめ

等を含む）のこと」が高くなっています。 

 

 

 

  

51.0 

32.6 

32.3 

26.0 

23.1 

21.9 

20.8 

18.0 

17.9 

16.3 

14.3 

9.4 

6.9 

5.1 

4.3 

3.4 

2.4 

2.1 

11.1 

1.1 

59.7 

29.3 

44.9 

26.4 

25.5 

23.2 

14.9 

22.4 

16.2 

16.0 

12.7 

10.8 

6.2 

7.1 

3.2 

3.5 

1.2 

2.5 

6.3 

0.7 

48.0 

31.4 

35.9 

23.5 

27.2 

23.3 

21.0 

19.7 

20.9 

19.3 

12.4 

10.0 

7.2 

6.5 

3.9 

3.4 

3.6 

2.4 

11.5 

0.3 

47.1 

35.7 

21.6 

27.1 

19.2 

20.2 

24.5 

13.8 

17.1 

14.7 

16.3 

7.6 

7.3 

3.0 

5.1 

3.3 

2.5 

1.7 

13.8 

1.9 

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

子どもの健康や発育・発達に関すること

子どもの性格や癖のこと

子どもの食事や栄養に関すること

子どもの教育のこと

自分の時間がもてないこと

仕事と子育ての両立が難しいこと

子どもを叱りすぎてしまうこと

育児やしつけの方法がわからないこと

ストレスを感じること

身体的疲れが大きいこと

子どもの友だちづきあい（いじめ等を含む）のこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子育てに関して配偶者の協力が少ないこと

社会から孤立するように感じること

登園拒否・不登校などの問題

子どもの性に関すること（性的マイノリティ等）

悩みを相談できる人がいないこと

その他

特に悩みや気になることはない

無回答

全体 n=2,032
0歳 n=606
1・2歳 n=533
3～5歳 n=877

36.9 

35.1 

15.4 

39.3 

11.9 

17.9 

20.5 

9.5 

16.1 

11.9 

25.9 

8.8 

7.7 

2.4 

8.1 

4.3 

2.0 

3.1 

11.4 

1.0 

38.9 

36.9 

16.4 

39.3 

13.8 

20.1 

23.2 

11.2 

17.6 

13.5 

26.4 

10.0 

7.7 

3.0 

8.1 

3.9 

1.9 

2.9 

9.9 

0.7 

34.7 

33.6 

14.5 

39.4 

10.0 

15.9 

17.7 

7.9 

14.7 

10.2 

25.4 

7.7 

7.8 

1.8 

8.2 

4.5 

2.2 

3.3 

12.8 

1.3 

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

全体 n=1,833

低学年 n=896

高学年 n=930

■就学前 ■小学生 
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（４） 子どもの家庭での生活 

㉕A 起床の様子。 

 “1・2歳”から“低学年”までが比較的「毎日同じ時間に起こしている」が高くなっています。 

■就学前 

 

■小学生 

 

  

87.9 

85.4 

88.1 

89.4 

11.9 

14.4 

11.6 

10.3 

0.2 

0.2 

0.2 

0.3 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

毎日同じ時間に起こしている 起床時間が日によって大きく異なる 無回答

86.6 

88.6 

84.7 

12.3 

10.8 

13.8 

1.1 

0.6 

1.5 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=1,833

低学年 n=896

高学年 n=930

毎日同じ時間に起こしている 起床時間が日によって大きく異なる 無回答
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㉕B 朝食（共食）の様子。 

 “0歳”であっても子どもだけで食べさせている状況が約４割程度となっています。 

■就学前 

 

■小学生 

 

  

55.2 

59.4 

57.6 

51.0 

32.8 

26.7 

31.7 

37.5 

11.5 

12.7 

10.6 

11.1 

0.6 

1.3 

0.1 

0.4 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

毎日大人と一緒に食べている 子どもだけで食べることがある いつも子どもだけで食べている 無回答

49.7 

51.5 

48.0 

35.6 

33.8 

37.0 

13.7 

14.1 

13.3 

1.1 

0.5 

1.7 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=1,833

低学年 n=896

高学年 n=930

毎日大人と一緒に食べている 子どもだけで食べることがある いつも子どもだけで食べている 無回答
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㉕C 朝食（時間）の様子。 

 「食べさせていないときがある」が“3～5歳”においては 1.3％、“高学年”においては 4.1％となっています。 

■就学前 

 

■小学生 

 

  

67.1 

59.8 

67.1 

72.2 

30.7 

38.5 

31.1 

25.1 

0.9 

0.4 

0.7 

1.3 

1.4 

1.3 

1.1 

6

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

毎日同じ時間に食べさせている 時間は異なるが毎日食べさせている 食べさせていないときがある 無回答

72.0 

74.5 

69.7 

23.1 

22.3 

23.9 

3.1 

2.0 

4.1 

1.8 

1.2 

2.3 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=1,833

低学年 n=896

高学年 n=930

毎日同じ時間に食べさせている 時間は異なるが毎日食べさせている 食べさせていないときがある 無回答
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㉕D 遊びの様子。 

 年齢が高いほど「子どもと一緒に遊んでいる」が低くなっており、“3～5歳”で半数程度となっています。 

■就学前 

 

■小学生 

 

  

68.9 

86.9 

75.2 

52.8 

30.1 

12.7 

23.6 

46.1 

1.0 

0.4 

1.2 

1.1 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

子どもと一緒に遊んでいる 子どもだけで遊んでいる 無回答

30.9 

36.6 

25.2 

67.3 

61.8 

72.7 

1.8 

1.6 

2.1 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=1,833

低学年 n=896

高学年 n=930

子どもと一緒に遊んでいる 子どもだけで遊んでいる 無回答
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㉕E 夕食（共食）の様子。 

 “3～5 歳”までは年齢が高いほど「毎日大人と一緒に食べている」が高くなっていますが、“小学生”以降減

少しています。 

■就学前 

 

■小学生 

 

  

82.1 

70.2 

83.5 

89.4 

12.3 

17.8 

12.5 

8.6 

5.0 

10.7 

4.0 

1.7 

0.6 

1.3 

0.0 

0.4 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

毎日大人と一緒に食べている 子どもだけで食べることがある いつも子どもだけで食べている 無回答

84.7 

87.3 

82.3 

13.4 

11.0 

15.6 

1.0 

1.2 

0.8 

0.9 

0.5 

1.4 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=1,833

低学年 n=896

高学年 n=930

毎日大人と一緒に食べている 子どもだけで食べることがある いつも子どもだけで食べている 無回答
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㉕F 夕食（時間）の様子。 

 “3～5歳”においても「毎日同じ時間にたべさせている」は全体の３分の２程度となっています。 

 「食べさせていないときがある」の回答はほとんどありません。 

■就学前 

 

■小学生 

 

  

64.1 

59.9 

64.6 

66.6 

34.7 

38.6 

34.1 

32.7 

0.1 

0.2 

0.0 

0.0 

1.1 

1.3 

1.3 

0.8 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

毎日同じ時間に食べさせている 時間は異なるが毎日食べさせている 食べさせていないときがある 無回答

52.6 

57.1 

48.6 

45.5 

41.6 

49.1 

0.1 

0.1 

0.0 

1.8 

1.1 

2.3 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=1,833

低学年 n=896

高学年 n=930

毎日同じ時間に食べさせている 時間は異なるが毎日食べさせている 食べさせていないときがある 無回答
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㉕G 就寝の様子。 

 “1・2歳”“3～5歳”においても 23時またはそれ以降の就寝が１割程度となっています。 

 “高学年”ではさらに多く、２割程度となっています。 

■就学前 

 

■小学生 

 

  

84.9 

80.4 

85.9 

87.3 

7.8 

8.8 

7.8 

7.1 

4.2 

6.7 

3.1 

3.3 

2.7 

4.0 

3.2 

1.6 

0.4 

0.2 

0.0 

0.8 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

22時ごろまでには就寝する 23時ごろまでには就寝する 23時を過ぎることがある 就寝時間が日によって大きく異なる 無回答

82.1 

90.3 

74.1 

10.6 

6.1 

14.9 

3.7 

1.9 

5.5 

2.7 

1.3 

4.0 

0.9 

0.4 

1.5 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=1,833

低学年 n=896

高学年 n=930

22時ごろまでには就寝する 23時ごろまでには就寝する 23時を過ぎることがある 就寝時間が日によって大きく異なる 無回答
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㉖ 平日に子どもと対話したり触れ合ったりできる時間は１日平均どの程度ありますか。 

 年齢が高いほど、対話したり触れ合ったりできる時間が減少していきます。 

 “就学前”“小学生”ともに、基本的には“子育て不安や負担を感じていない”“子育てが楽しいと感じる”“現

在仕事をしていない”“パート・アルバイト等（フルタイム以外の就労形態）”で比較的勤務時間が短い方が触れ

合ったりできる時間が長い傾向がみられます。 

■就学前 

 

 

 

  

2.8 

0.9 

2.0 

4.6 

12.9 

5.7 

12.9 

17.8 

28.8 

17.6 

31.4 

35.1 

55.2 

75.7 

53.5 

42.1 

0.3 

0.1 

0.2 

0.4 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

30分未満 30～60分 １～２時間 ３時間以上 無回答

3.8 

1.7 

16.6 

9.1 

28.8 

28.7 

50.7 

60.3 

0.2 

0.2 

0% 25% 50% 75% 100%

不安や負担を感じる

n=1,037

不安や負担などは感じない

n=989

30分未満 30～60分 １～２時間 ３時間以上 無回答

2.3 

8.4 

12.3 

21.4 

28.7 

29.6 

56.5 

40.6 

0.2 

0.0 

0% 25% 50% 75% 100%

子育てが楽しい

n=1,883

子育てが楽しくない

n=142

30分未満 30～60分 １～２時間 ３時間以上 無回答

5.0 

3.0 

1.3 

20.4 

17.6 

5.5 

41.9 

35.2 

17.0 

32.2 

43.9 

76.1 

0.5 

0.2 

0.2 

0% 25% 50% 75% 100%

フルタイム

n=594

パ－ト・アルバイト等

n=493

休業中・未就労

n=915

30分未満 30～60分 １～２時間 ３時間以上 無回答
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■小学生 

 

 

 

  

7.2 

5.8 

8.3 

27.3 

26.9 

27.8 

35.7 

35.8 

35.7 

28.9 

31.1 

26.8 

0.9 

0.4 

1.4 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=1,833

低学年 n=896

高学年 n=930

30分未満 30～60分 １～２時間 ３時間以上 無回答

10.5 

3.1 

29.9 

24.2 

35.0 

37.3 

24.4 

35.4 

0.1 

0.1 

0% 25% 50% 75% 100%

不安や負担を感じる

n=1,018

不安や負担などは感じない

n=793

30分未満 30～60分 １～２時間 ３時間以上 無回答

5.5 

21.4 

27.2 

29.8 

36.7 

30.3 

30.5 

17.9 

0.1 

0.6 

0% 25% 50% 75% 100%

子育てが楽しい

n=1,609

子育てが楽しくない

n=201

30分未満 30～60分 １～２時間 ３時間以上 無回答

9.8 

4.7 

7.6 

36.1 

24.1 

19.0 

37.2 

36.8 

31.7 

16.1 

33.4 

40.6 

0.8 

1.0 

1.0 

0% 25% 50% 75% 100%

フルタイム

n=621

パ－ト・アルバイト等

n=817

休業中・未就労

n=357

30分未満 30～60分 １～２時間 ３時間以上 無回答
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（５） 相談先の有無 

㉗ 子育て（教育を含む）について、気軽に相談できる先（人・場所）はありますか。 

 年齢が高いほど、「ある」が少なくなっています。 

 前回調査と比較して、“就学前”“小学生”ともに「ある」が減少しています。 

■就学前 

 

■小学生 

 

■前回（参考） 

 

  

86.5 

89.5 

86.3 

84.4 

13.1 

10.0 

13.4 

15.2 

0.4 

0.5 

0.3 

0.3 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

ある ない 無回答

80.8 

82.5 

79.0 

18.4 

17.2 

19.7 

0.9 

0.4 

1.4 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=1,833

低学年 n=896

高学年 n=930

ある ない 無回答

92.9 

90.6 

5.5 

8.0 

1.6 

1.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前 n=2,064

小学生 n=1,756

ある ない 無回答
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㉗で「１」（相談先がある）と回答した人 

㉗-１ 気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか。 

 “就学前”では前回調査と比較して「友人や知人」「近所の人」が少なくなっています。 

 

 

  

85.7 

79.5 

65.6 

37.4 

13.0 

11.7 

9.6 

6.7 

4.2 

1.1 

0.4 

0.4 

0.1 

2.3 

0.0 

82.3

81.7

75.1

36.9

20.1

10.0

11.7

0.6

4.2

1.0

0.3

2.2

0.1

2.2

0.1

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

配偶者・パートナー

祖父母等の親族

友人や知人

保育所(園)・幼稚園・学校の先生

近所の人

子育て支援施設

（地域子育て支援センター、児童館等）

かかりつけの医師・看護師

出産・育児サポートセンター

「すくすくサポート」「地域すくすくサポート」

保健師（こども家庭課）

家庭児童相談室（こども家庭課）

民生委員・児童委員

はあとふる

（子育て・障害総合支援センター）

児童青少年総合相談室

その他

無回答

今回（R5） n=1,758

前回（H30） n=1,918

79.3 

70.0 

74.3 

26.5 

19.3 

2.6 

9.2 

0.9 

0.9 

0.8 

1.5 

0.5 

4.8 

0.1 

77.1 

71.3 

78.2 

31.0 

23.2 

1.8 

8.9 

0.2 

0.7 

0.5 

2.0 

0.3 

3.7 

0.0 

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

今回（R5） n=1,480

前回（H30） n=1,591

■就学前 ■小学生 
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（６） 公的な相談窓口の利用について 

㉘ 市などの公的な相談窓口を利用しやすいと思いますか。 

 “0 歳”では「利用しやすい＋どちらかというと利用しやすい」が半数以上となっていますが、年齢が高いほど

「利用しやすい」が減少しています。 

 “八本松地区”“高屋地区”では比較的利用しにくいが高くなっています。 

 （“地区別”ではサンプル数（n）が 30未満の場合は参考値とし、分析に含めていません。） 

 前回調査と比較して、利用しやすいという意見が増加しています。 

■就学前 

 

  

5.8 23.7 42.3 24.6 3.6

0% 25% 50% 75% 100%

前回（H30） n=2,064

10.2 

15.0 

8.7 

7.9 

32.4 

37.9 

32.9 

28.4 

39.3 

35.7 

38.9 

42.0 

16.7 

10.5 

18.2 

20.0 

1.4 

0.9 

1.3 

1.7 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

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

11.3 

7.1 

4.7 

6.3 

14.7 

16.8 

36.5 

9.7 

14.3 

32.7 

32.4 

23.4 

32.3 

34.7 

36.9 

20.0 

21.2 

33.9 

39.3 

42.2 

48.6 

40.6 

34.5 

32.1 

33.0 

42.3 

19.9 

15.7 

17.0 

21.8 

18.6 

15.5 

14.2 

7.0 

22.9 

30.0 

1.0 

1.3 

1.5 

2.3 

0.7 

0.0 

3.5 

4.0 

2.0 

0% 25% 50% 75% 100%

西条地区 n=1,128

八本松地区 n=358

志和地区 n=29

高屋地区 n=266

黒瀬地区 n=160

福富地区 n=9

豊栄地区 n=13

河内地区 n=28

安芸津地区 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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 “黒瀬地区”では比較的利用しにくいが高くなっています。 

 （“地区別”ではサンプル数（n）が 30未満の場合は参考値とし、分析に含めていません。） 

 前回調査と比較して、利用しやすいという意見が増加しています。 

■小学生 

 

  

3.8 19.8 45.6 26.0 4.8

0% 25% 50% 75% 100%

前回（H30） n=1,756

4.5 

5.1 

3.8 

24.4 

22.4 

26.3 

46.6 

48.5 

44.7 

22.3 

22.5 

22.2 

2.2 

1.5 

3.0 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=1,833

低学年 n=896

高学年 n=930

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

4.7 

3.9 

3.2 

4.0 

5.8 

3.0 

4.1 

4.2 

3.6 

26.1 

23.5 

26.6 

25.3 

17.2 

11.9 

28.5 

22.4 

19.0 

46.2 

48.5 

49.6 

48.7 

44.9 

41.2 

21.5 

41.8 

44.0 

20.8 

22.3 

20.5 

19.3 

28.2 

43.9 

41.8 

29.7 

32.1 

2.1 

1.8 

0.0 

2.8 

4.0 

0.0 

4.1 

1.8 

1.2 

0% 25% 50% 75% 100%

西条地区 n=926

八本松地区 n=311

志和地区 n=34

高屋地区 n=271

黒瀬地区 n=174

福富地区 n=15

豊栄地区 n=13

河内地区 n=39

安芸津地区 n=44

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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㉘で「３」、「４」（利用しにくい）と回答した人 

㉘-１ 利用しにくいと思う理由は何ですか。 

 “就学前”“小学生”ともに「どこに相談したらよいかわからない」が最も高くなっています。 

 “就学前”“小学生”では似た傾向となっています。 

 

（７） 子育てに関する情報取得について 

㉙ どのようにして子育て支援に関する情報を入手していますか。 

 “小学生”に比べて“就学前”の方が「SNS」「市ホームページ」が高くなっています。 

 “就学前”に比べて“小学生”の方が「東広島市市民ポータルサイト」「市広報紙」が高くなっています。 

 前回調査と比較して「親族・友人・知人から」「SNS」等が大きく増加しています。 

 

  

61.8 

34.2 

13.6 

8.5 

11.3 

0.3 

62.7 

35.4 

15.9 

5.6 

11.1 

0.4 

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

どこに相談したらよいかわからない

相談対応を行っている曜日や時間帯に利用できない

相談対応を行う場が身近にない

相談対応の内容等に不満がある

その他

無回答

就学前 n=1,138

小学生 n=1,263

45.3 

40.4 

34.6 

31.4 

28.1 

21.2 

16.7 

9.6 

6.6 

1.5 

8.3 

0.9 

43.4 

36.1 

18.6 

44.5 

33.1 

18.5 

10.2 

11.8 

3.2 

0.9 

12.2 

0.8 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

親族・友人・知人から

幼稚園・保育所(園)・認定こども園・小学校

ＳＮＳ

東広島市市民ポータルサイト

市広報紙

ウェブサイト

市ホームページ

（子育て情報Webサイト「すくのび」含む）

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌

東広島市子育てガイドブック

その他

特にない

無回答

就学前 n=2,032

小学生 n=1,833
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■前回（参考） 

 

㉚ 子育て支援に関する情報を十分に入手できていると思いますか。 

 “小学生”に比べて“就学前”の方が入手出来ているという回答が高くなっています。 

 前回調査とは同じ傾向です。 

 

■前回（参考） 

 

  

49.4 

45.8 

38.5 

15.9 

13.4 

12.9 

9.0 

8.8 

2.0 

10.0 

1.5 

39.3 

40.4 

39.3 

10.9 

10.5 

17.6 

4.7 

5.3 

1.6 

16.6 

2.6 

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

市広報紙

幼稚園・保育所(園)・認定こども園・小学校

親族・友人・知人から

ウェブサイト

市ホームページ

（子育て情報Webサイト「すくのび」含む）

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌

ＳＮＳ

東広島市子育てガイドブック

その他

特にない

無回答

就学前 n=2,064

小学生 n=1,756

5.5 

3.5 

52.7 

49.1 

34.0 

36.5 

6.9 

10.0 

0.9

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前 n=2,032

小学生 n=1,833

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 どちらかというと入手できていない 入手できていない 無回答

4.3 

3.4 

51.6 

47.3 

32.6 

34.8 

9.8 

12.0 

1.7

2.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前 n=2,064

小学生 n=1,756

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 どちらかというと入手できていない 入手できていない 無回答
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㉚で「３」、「４」（入手できていない）と回答した人 

㉚-１ どのような情報が不足していると思いますか。 

 “就学前”では、「子どもの遊び場の情報」「保育所（園）や認定こども園、幼稚園に関する情報」が高くなって

います。 

 “小学生”では「学校など子どもの教育に関する情報」「子育て支援事業に関する情報（保育所(園)や認定こ

ども園、幼稚園以外）」が高くなっています。 

 

■前回（参考） ※並びは同じ 

 
  

44.3 

39.7 

35.8 

28.3 

27.5 

26.2 

22.7 

22.1 

7.7 

2.9 

1.9 

33.6 

0.0 

27.9 

39.6 

37.8 

25.7 

12.9 

12.9 

13.9 

4.3 

1.9 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

子どもの遊び場の情報

保育所(園)や認定こども園、幼稚園に関する情報

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

子育て支援事業に関する情報

（保育所(園)や認定こども園、幼稚園以外）

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－クルの情報

子育てをする親同士の仲間づくりの情報

いじめや不登校に関する相談窓口の情報

その他

無回答

就学前 n=831

小学生 n=852

47.2 

35.4 

26.4 

24.4 

23.6 

24.9 

22.5 

21.5 

6.4 

5.4 

4.5 

32.1 

0.0 

22.8 

31.5 

36.8 

33.2 

14.0 

13.6 

11.4 

8.5 

4.9 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

子どもの遊び場の情報

保育所(園)や認定こども園、幼稚園に関する情報

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

子育て支援事業に関する情報

（保育所(園)や認定こども園、幼稚園以外）

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－クルの情報

子育てをする親同士の仲間づくりの情報

いじめや不登校に関する相談窓口の情報

その他

無回答

就学前 n=876

小学生 n=822
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（８） 健康づくり支援について 

㉛A あて名のお子さんへの健康づくりの支援に満足していますか。 

 前回調査と比較して「満足している＋どちらかというと満足している」は増加傾向がみられます。 

 

■前回（参考） 

 

㉛B 産前・産後のお母さんへの健康づくりの支援に満足していますか。 

 前回調査と比較して「満足している＋どちらかというと満足している」は増加傾向がみられます。 

 

  

13.1 

11.8 

61.7 

60.1 

17.3 

19.1 

6.4 

7.1 

1.6

1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前 n=2,032

小学生 n=1,833

満足している どちらかというと満足している どちらかというと満足していない 満足していない 無回答

10.9 

10.7 

54.4 

53.3 

22.4 

25.9 

8.7 

7.8 

3.6

2.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前 n=2,064

小学生 n=1,756

満足している どちらかというと満足している どちらかというと満足していない 満足していない 無回答

11.2 

10.6 

56.0 

49.5 

18.2 

22.8 

12.4 

11.4 

0.2

0.7

1.9

5.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回（R5） n=2,032

前回（H30） n=2,064

満足している どちらかというと満足している どちらかというと満足していない 満足していない お母さんはいない 無回答
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㉛で「３」、「４」（満足していない）と回答した人 

㉛-１ 満足していないのは、どのようなことですか。 

 “就学前”“小学生”ともに「小児医療体制」が高くなっています。 

 “就学前”では「乳幼児健診の受診体制」「妊娠・出産の際の医療体制」が続いています。 

 

（９） 教育・保育事業や一時的な保育を行う事業について 

㉜A 「子育てと仕事を両立するための教育・保育事業」に満足していますか。 

 年齢が高いほど「満足している＋どちらかというと満足している」は増加傾向がみられます。 

 

  

52.7 

22.4 

21.0 

20.2 

19.8 

16.3 

15.2 

15.0 

14.5 

13.6 

1.1 

65.7 

22.0 

14.0 

20.7 

11.7 

0.8 

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

小児医療体制

乳幼児健診の受診体制

妊娠・出産の際の医療体制

妊婦健診の受診体制

子どもの予防接種の体制

産婦健診の受診体制

健康づくりに関する情報提供体制

健康づくりに関する相談体制

子どもの食育に関すること

その他

無回答

就学前 n=718

小学生 n=480

14.1 40.7 27.0 13.4 4.8

0% 25% 50% 75% 100%

前回（H30） n=2,064

12.6 

10.3 

9.3 

15.9 

46.0 

40.8 

44.7 

50.5 

27.4 

30.4 

31.1 

23.2 

12.6 

16.7 

13.6 

9.3 

1.4 

1.8 

1.4 

1.2 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

満足している どちらかというと満足している どちらかというと満足していない 満足していない 無回答
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㉜B 「緊急時や保護者の用事の際などの一時的な保育を行う事業」に満足していますか。 

 前回調査と比較して「満足している；どちらかというと満足している」が増加しています。 

 

㉜で「３」、「４」（満足していない）と回答した人 

㉜-１ 満足していないのは、どのようなことですか。 

 “0 歳”“1・2 歳”では「保育所(園)や認定こども園、幼稚園の入所（入所できない等）」が特に高くなっていま

す。“3～5歳”では「子どもが病気の際の保育」が高くなっています。 

 
  

9.1 33.1 32.7 18.3 6.8

0% 26% 51% 77% 102%

前回（H30） n=2,064

9.2 

9.1 

7.3 

10.6 

41.0 

40.0 

40.8 

41.9 

30.5 

31.8 

30.5 

29.3 

17.0 

17.0 

19.0 

15.8 

2.3 

2.1 

2.4 

2.3 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

満足している どちらかというと満足している どちらかというと満足していない 満足していない 無回答

45.7 

40.7 

34.4 

28.6 

19.4 

6.7 

5.6 

9.1 

0.7 

59.2 

35.4 

32.3 

24.2 

16.2 

4.8 

4.3 

10.6 

0.9 

50.7 

37.0 

35.5 

26.0 

19.2 

8.0 

3.6 

9.7 

0.4 

31.0 

47.4 

35.7 

34.1 

22.0 

7.2 

8.2 

7.3 

0.7 

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

保育所(園)や認定こども園、

幼稚園の入所（入所できない等）

子どもが病気の際の保育

買い物などの用事や保護者の

リフレッシュの際に利用できる保育

冠婚葬祭や親の病気のときなどの

緊急時に利用できる保育

保育所(園)や認定こども園、幼稚園の

開所している日・時間（休日・夜間等）

保育や教育内容の質

職員の対応

その他

無回答

全体 n=1,095
0歳 n=355
1・2歳 n=303
3～5歳 n=428
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（10） 仕事と子育ての両立 

㉝ 仕事と子育ての両立に関して、両立させるために大変と感じることはありますか。 

 “就学前”“小学生”ともに「子どもや保護者が病気・けがの時の対応」が最も高くなっています。 

 

㉞ 仕事と子育ての両立に向けて、企業などに取り組んでほしいことはありますか。 

 “就学前”“小学生”ともに「子どもが病気やけがの時などに安心して看護のための休業がとれる制度」が最も

高くなっています。 

 

  

52.2 

37.7 

26.0 

24.1 

17.5 

12.1 

5.3 

9.7 

1.5 

53.9 

34.7 

8.3 

18.7 

11.3 

10.8 

7.1 

14.2 

1.8 

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

子どもや保護者が病気・けがの時の対応

残業や休日出勤などの時間外労働

保育園などの預け先（利用枠）が少ない

職場の子育てに対する理解

一時預かりなどのサービスが不十分

家族の仕事に対する理解

その他

大変だと感じることはない

無回答

就学前 n=2,032

小学生 n=1,833

67.1 

60.1 

59.5 

42.0 

36.7 

36.1 

30.3 

26.9 

26.5 

3.2 

5.7 

0.9 

63.9 

60.8 

58.0 

21.5 

24.9 

31.2 

20.7 

13.7 

23.0 

2.8 

6.8 

1.5 

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

子どもが病気やけがの時などに

安心して看護のための休業がとれる制度

子どもの参観日など、子どもとの関係を深める

行事等への参加のための休業がとれる制度

給与や賞与等の増加や生活手当等の支援の充実

妊娠中や育児期間中の勤務軽減

（始業・就業時間を選択できる制度や短時間勤務制度など）

男性も育児休業制度が利用しやすいなど、

子育てに男性が参加しやすくなる環境づくり

子育てと仕事の両立に向け、職場内の理解を深めていくこと

育児休業制度や再雇用制度の普及促進と、

それを円滑に利用できる環境づくり

勤務先に保育施設を設置する

女性の就労継続に対する企業の理解や支援

その他

特にない

無回答

就学前 n=2,032

小学生 n=1,833
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（11） 子どもの地域交流や体験について 

㉟ 子どもが、地域の人と交流したり、地域の資源をいかしてさまざまな体験を行うことができる環境に満

足していますか。 

 “就学前”では「満足している＋どちらかというと満足している」が６割、“小学生”では７割となっています。 

 
■前回（参考） 

 

㊱ 次のような場があったら参加したい、あるいは子どもを参加させたいと思いますか。 

 “就学前”“小学生”ともに「子どもがスポーツや身体を動かすことができる場」が高くなっています。 

 “小学生”では“就学前”に比べて「子どもが大学生と交流し、さまざまな体験ができる場」が高くなっています。 

 

  

10.0 

11.5 

53.5 

59.0 

26.3 

22.6 

9.1 

5.7 

1.1

1.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前 n=2,032

小学生 n=1,833

満足している どちらかというと満足している どちらかというと満足していない 満足していない 無回答

11.8 

14.1 

46.6 

56.5 

26.8 

22.6 

10.0 

4.7 

4.8

2.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前 n=2,064

小学生 n=1,756

満足している どちらかというと満足している どちらかというと満足していない 満足していない 無回答

73.8 

68.7 

49.9 

47.3 

45.8 

41.4 

27.8 

1.0 

5.1 

0.3 

76.8 

69.6 

50.2 

47.4 

45.6 

50.5 

24.8 

0.6 

3.4 

0.1 

71.4 

66.7 

48.5 

50.4 

44.2 

44.7 

26.2 

1.0 

6.6 

0.5 

73.4 

69.1 

50.9 

45.4 

47.2 

33.0 

31.0 

1.1 

5.5 

0.4 

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

子どもがスポーツや

身体を動かすことができる場

山や海、川など、子どもが自然の中で

さまざまな体験ができる場

子どもが文化や芸術について学べる場

子どもが地域の人と交流し、

さまざまな体験ができる場

子どもが異文化や国際社会について学べる場

子育てをする親子同士が交流し、

さまざまな体験ができる場

子どもが大学生と交流し、

さまざまな体験ができる場

その他

特にない

無回答

全体 n=2,032
0歳 n=606
1・2歳 n=533
3～5歳 n=877

65.5 

62.8 

53.0 

45.6 

50.9 

20.3 

41.9 

1.7 

6.0 

0.5 

68.6 

66.4 

54.4 

47.5 

49.1 

21.9 

41.2 

1.4 

4.8 

0.3 

62.6 

59.2 

51.5 

43.8 

52.6 

18.6 

42.8 

1.9 

7.1 

0.7 

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

全体 n=1,833

低学年 n=896

高学年 n=930

■就学前 ■小学生 
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（12） 地域の人々や社会全体の支えについて 

㊲ 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。 

 “小学生”は“就学前”に比べて「非常に感じている＋どちらかというと感じている」が高くなっています。 

 前回調査とは同じ傾向です。 

■就学前 

 

■小学生 

 

■前回（参考） 

 

  

7.8 

9.8 

6.2 

7.6 

44.0 

44.3 

43.7 

43.7 

40.9 

40.1 

42.1 

40.8 

6.9 

5.6 

8.1 

7.2 

0.3 

0.2 

0.0 

0.6 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

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 

9.6 

9.0 

50.0 

49.0 

50.9 

34.4 

35.8 

33.0 

5.4 

5.1 

5.7 

1.0 

0.5 

1.4 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=1,833

低学年 n=896

高学年 n=930

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

7.7 

10.9 

41.2 

47.2 

40.9 

35.3 

7.9 

4.4 

2.3

2.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前 n=2,064

小学生 n=1,756

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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（13） 子育て環境や支援への満足度 

㊳ お住まいの地域における子育ての環境や支援への満足度について教えてください。 

 “0歳”での満足度が比較的高くなっています。 

■就学前 

 

■小学生 

 

■前回（参考） 

 

  

6.3 

5.5 

7.9 

6.0 

16.5 

14.9 

17.9 

16.6 

54.6 

54.0 

55.4 

54.4 

18.5 

21.3 

15.8 

18.4 

3.9 

4.1 

2.7 

4.4 

0.2 

0.1 

0.2 

0.2 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

１（満足度が低い） ２（やや満足度が低い） ３（ふつう） ４（満足度がやや高い） ５（満足度が高い） 無回答

8.1 

7.7 

8.6 

14.5 

14.0 

15.1 

57.2 

56.7 

57.8 

16.3 

17.4 

15.1 

3.6 

4.0 

3.1 

0.2 

0.2 

0.2 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=1,833

低学年 n=896

高学年 n=930

１（満足度が低い） ２（やや満足度が低い） ３（ふつう） ４（満足度がやや高い） ５（満足度が高い） 無回答

6.1 

4.6 

19.1 

18.1 

44.7 

43.6 

24.7 

27.3 

4.2

5.5

1.2

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前 n=2,064

小学生 n=1,756

１（満足度が低い） ２（やや満足度が低い） ３（ふつう） ４（満足度がやや高い） ５（満足度が高い） 無回答



 

60 

（14） 東広島市の子育てしやすさ 

㊴ 東広島市は子育てがしやすいまちだと感じますか。 

 前回調査と比較して、“就学前”“小学生”ともに「子育て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」が減少しています。 

■就学前 

 

■小学生 

 

■前回（参考） 

 

  

13.7 

13.7 

13.2 

14.2 

46.8 

47.8 

45.3 

47.2 

26.7 

28.4 

27.5 

25.0 

11.7 

9.5 

13.1 

12.1 

1.2 

0.6 

0.9 

1.5 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

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

8.7 

11.0 

6.4 

50.4 

49.0 

51.6 

26.0 

25.0 

26.9 

13.5 

13.7 

13.4 

1.5 

1.3 

1.7 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=1,833

低学年 n=896

高学年 n=930

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

15.2 

14.6 

49.0 

52.8 

20.2 

19.6 

12.9 

10.6 

2.7

2.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前 n=2,064

小学生 n=1,756

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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㊴で「１」、「２」（子育てしやすい）と回答した人 

㊴-１ どういったところが子育てをしやすいまちであると感じますか。 

 “就学前”“小学生”ともに「子どもの医療費負担が軽減されている」「治安の良さ、事件・事故の少なさ」が高

くなっています。“0歳”では「出産・育児サポートが充実している」が高くなっています。 

 

 

  

35.3 

32.8 

31.7 

31.1 

19.5 

9.8 

7.3 

5.2 

2.5 

4.7 

6.7 

0.2 

31.9 

33.8 

43.6 

26.6 

12.1 

8.0 

8.8 

4.5 

4.1 

3.4 

7.2 

0.0 

35.8 

29.6 

30.3 

33.9 

18.1 

8.7 

7.6 

4.7 

1.2 

4.8 

7.4 

0.7 

37.2 

33.9 

24.4 

32.7 

25.6 

11.7 

6.1 

5.6 

1.8 

5.5 

6.1 

0.1 

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

子どもの医療費負担が軽減されている

治安の良さ、事件・事故の少なさ

出産・育児サポートが充実している

休日も利用できる室内外の

あそび場・公園等が充実している

保育施設や放課後児童クラブの

受入れ枠が充実している

医療体制が充実している

地域の住民やコミュニティとの

連携が充実している

普段利用する施設等への

公共交通機関の利便性がよい

独自の教育プログラムが充実している

その他

特にない

無回答

全体 n=1,229

0歳 n=372

1・2歳 n=311

3～5歳 n=538

45.5 

40.0 

12.8 

19.1 

23.5 

15.8 

12.8 

4.4 

6.2 

3.6 

6.0 

0.1 

42.4 

36.2 

14.6 

23.3 

24.9 

18.1 

12.6 

4.6 

5.6 

4.3 

5.8 

0.2 

48.7 

43.6 

10.8 

14.6 

22.3 

13.7 

13.1 

4.1 

6.8 

2.9 

6.1 

0.1 

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

全体 n=1,082

低学年 n=538

高学年 n=539

■就学前 ■小学生 
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㊵ 東広島市を子育てしやすいまちとするために大切なことはなんですか。 

 “就学前”では「保育施設や放課後児童クラブの受入れ枠の充実」が高くなっています。 

 “小学生”では「子どもの医療費負担の軽減」、次いで「医療体制の充実」が高くなっています。 

 

 

61.8 

53.8 

47.6 

46.9 

20.5 

11.4 

6.8 

4.4 

7.5 

1.6 

0.4 

65.0 

52.9 

45.1 

45.4 

18.9 

11.6 

5.7 

4.3 

7.5 

1.3 

0.2 

63.9 

56.0 

50.9 

45.7 

19.1 

10.1 

6.9 

3.7 

8.5 

1.5 

0.6 

58.1 

53.1 

47.4 

48.5 

22.6 

12.1 

7.4 

5.0 

6.9 

1.9 

0.3 

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

保育施設や放課後児童クラブの

受入れ枠の充実

医療体制の充実

休日も利用できる室内外の

あそび場・公園等の充実

子どもの医療費負担の軽減

治安の良さ、事件・事故の少なさ

普段利用する施設等への

公共交通機関の利便性向上

地域の住民やコミュニティとの連携の充実

独自の教育プログラムの充実

その他

特にない

無回答

全体 n=2,032

0歳 n=606

1・2歳 n=533

3～5歳 n=877

37.1 

54.7 

35.9 

59.1 

27.3 

13.2 

10.8 

10.5 

9.2 

1.9 

0.8 

43.0 

51.9 

39.0 

54.9 

26.9 

12.7 

10.4 

11.0 

8.5 

1.4 

0.8 

31.3 

57.5 

32.7 

63.0 

27.6 

13.7 

11.1 

10.0 

10.0 

2.4 

0.8 

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

全体 n=1,833

低学年 n=896

高学年 n=930

■就学前 ■小学生 




