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看護師等から、症状に応じたアドバイスを受けら
れます。
※相談料は無料です。ただし、通話料は利用者負担となります。

または

夜間の急な発熱・頭をぶつけた・嘔吐・けいれん
など、具合が悪くなった際の保護者等の不安や、
症状への対応方法などについて看護師等が電話
で相談に応じます。
今すぐ病院に行った方がいいのかどうか迷った
ときはまずお電話を。

※乳幼児の成長や発達は個人差が大きいので、あくまで目安として参考にしてください。

イマドキの子育て事情 
孫育てのいいこと 
孫育てあるあるランキング 
イマドキの子育て昔＆今 
家の中の危険をチェック 
一緒に遊ぼう 
お出掛けスポット 
ももっこステーション 
孫育てに役立つ動画

［パパ編］育児休業の取得がより柔軟に

［パパ編］後輩パパを応援しよう！

地域のたまご（他孫）「ももっこ」育て
緊急時の連絡先・相談先一覧 
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パパ：丹
父方のおじいちゃん・おばあちゃん 母方のおばあちゃん・おじいちゃん

あきら

晴ちゃん
はれ

太陽くんリン太郎 たいようスイちゃん

ママ：桃葉
ももは

〈 小学生が家族や子どもをテーマに考えたキャラクターを活用しています。〉

〈 鬼と桃太郎一家〉



　地域を歩き、よく見掛ける親子の顔を覚え
ましょう。目が合ってほほ笑み合う関係から
始めると、あいさつしやすくなります。
　子どもたちは、名前を覚えてもらうとうれ
しいようです。隣近所の子どもの名前を覚え、
あいさつに名前を入れてみましょう。

　子育て世代と祖父母世代が交流することで地域の
つながりが生まれ、子育てしやすい地域に。さらに、
子どもたちの地域への愛着心も育まれ、地域を支え
る次世代の育成にもつながっていきます。

赤ちゃんを見掛けたら「おめでとう！」と祝
福しましょう。パパ・ママは、赤ちゃんや子育
てを褒めてもらえるとすごくうれしいようです。
「かわいい赤ちゃんね」「子育て頑張ってるね」
など声掛けをしてみましょう。
　他の子どもと成長を比べるような言葉は避
けましょう。

昔ながらの体験を通じて、
三世代が交流できるイベン
トがもっと広がるといいな。

（60代・女性）

みんなが声を掛けてくれたり、褒めてくれたりするので、
子どもたちもすごく喜んでいます。県外に両親がいるので、
とてもありがたいです。（30代・女性）

地域のたまご「ももっこ」育て事例紹介

お正月用の

お飾りリース作り

産院選びや出産方法、里帰りなどは、
パパ・ママとなる子どもたちの
選択を尊重してあげましょう。

吐き気を抑える作用などがある。
食べ物や飲み物に少量すって入れる。

生のレモンを丸ごと塩でこすり洗いし、
５ミリほどの輪切りにして
ピッチャーに入れ、冷蔵庫で保存。

押し付けず、
程よい距離感で
寄り添ってくれて
ありがとう。
（30代・女性）

　時期や症状に個人差はありますが、つわりのつ
らさは本人にしか分かりません。「つわりは病気
じゃないのだから」といった叱咤激励は裏目に出
てしまうことも。

　太り過ぎは妊娠糖尿病などになりやすいことも
あり、医師や助産師と相談して、ママも注意しな
がら食べています。

　～つわりの症状が軽くなるかも～
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　妊娠４ヵ月以降、胎盤から出るホルモンの量に
比例するように感受性も高くなります。感情のア
ンテナが敏感になり、ちょっとしたことで、すぐ
悲しくなって泣いたり、心が傷ついたりするため、
行き違いの原因になることも。
　温かく見守ってあげることで、ママの心も穏や
かでいられます。

出産予定日はあくまで目安です。「まだ生まれ
ないの？」は善意から出る言葉だけに、ママにとっ
てはプレッシャーになります。
一番不安なのはママなので、「赤ちゃんは準備

ができたら生まれくるから焦らないでね」「困っ
ていることはない？」といったママを支える言葉
を掛けてあげましょう。

　椅子の生活が多いママは、畳の
生活のように骨盤が開くような姿
勢がとりにくいことも。
　行儀が悪いようですが、「あぐ
ら」は胎児のおさまりがよく、骨
盤を開くには良い姿勢といわれて
います。
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子どもの 親族・友人・知人が

近くにいない人は約５割

子育てをする人にとって

が重要だと思う人は８割以上

岡山県子育て家庭環境調査2015

近く（歩いて30分以内）に気軽に頼める人がいる
近く（歩いて30分以内）に気軽ではないが、いざというときには頼める人がいる
近くではないが、頼める人がいる
特に頼める人はいない
その他

30.8％ 19.0％ 23.1％26.6％

0.5％

とても重要だと思う
どちらともいえない
全く重要ではないと思う

やや重要だと思う
あまり重要ではないと思う
わからない

47.8％ 32.5％ 12.8％

1.9％
0.9％ 4.1％



　働きながら育児をすることで、仕事の生産性が落ち
ると思われがちですが、限られた時間内で結果を出さ
なくてはいけなくなるため、より効率的な働き方へと
見直すきっかけになります。
　また、子育ての経験を通じて、状況判断力、瞬発力、
危機管理能力が向上するなど、育児は「育自」につな
がり、仕事と子育ての両立で相乗効果が生まれます。

部下やスタッフの「ワーク・ライフ・バランス」を考え、その
人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績についても結
果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司。

時間の使い方を考えて仕事をしている。
部下の仕事が定時で終わるよう、積極的に取り組んでいる。
部下一人ひとりの仕事の状況を把握し、

　常にチームでサポートし合える体制を整えている。
自分の仕事と生活の調和も大切にしている。
部下の子育ての事情などを把握し、配慮している。

これまで以上に男性が育児休業を取得しやすくするため、企業には以下の２点が義務付けられました。
①研修や相談窓口の設置など育児休業を取得しやすい雇用環境の整備を行うこと
②これから子どもが産まれる従業員等への育児休業制度などについて、個別周知・意向確認を行うこと

「イクメンプロジェクト」は、産後パパ育休や企業の取組などが社会に浸透・定着し、あらゆる職場で男
性が育児休業を取るのは当然、となることを目指しています。代表的な活動としては、男性の育児休業取
得、仕事と家庭の両立、育児への積極的参画を促すため、経営者・人事労務担当者や若年層向けセミナー
の開催や、企業・個人に対する仕事と育児の両立に関する情報・好事例等の提供、企業向け研修資料の作
成・提供などを実施しています。

出典：厚生労働省ホームページ　イクメンプロジェクトのご案内
産後のお見舞いは短めに、
風邪気味のときは控えましょう。

　退院後は赤ちゃんとのペースがつかめず、ママ
も疲れがたまります。おむつ交換など赤ちゃんの
世話はできるだけパパやママに任せて、家事や上
の子の世話などを手伝ってあげましょう。
　ぎこちなくて、つい手や口を出したくなっても、
何でも手伝ってしまわず、子どもたちが「親」に
なっていく姿を温かく
見守りましょう。
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見守りましょう。



　赤ちゃんが泣きやまず、周りから「おっぱい出
てないんじゃない？」「ミルク飲ませないとかわ
いそうよ」と言われると、ママはどんどん不安に
なってしまいます。

　産後（３日～１週間くらい）はホルモンの急激
な変化によって、一時的に気持ちが落ち込み、泣
いたり、眠れなくなったりすることも。誰にでも
起こり得ることなので、「みんなそうなるのよ」
など、寄り添うような言葉を掛けてあげ、温かく
見守ってあげてください。たいていは数週間で自
然に治まります。

母乳で頑張りたかったのに、
ミルクを足すよう何度も言われて
つらかった。 （20代・女性）

初めての子育てで張り切り過ぎて
しんどくなっていた時、

「そんなに頑張らなくていいんよ」と
言ってもらえて気が楽になった。

（30代・女性）

豆類（ダイズ、アズキ、みそ、豆腐など）

ごま

ワカメ、ヒジキ、コンブなどの海藻類

野菜（色とりどりの旬の野菜）

魚類（特に骨ごと食べられる小魚）

シイタケなどのキノコ類

イモ類（サツマイモ、サトイモなど）

母乳にいい  食

笑顔がない

食欲がない

眠れない

　約１割の女性が産後うつになるといわれていま
す。様子がおかしいなと気付いたら、早めに、医
師や助産師、保健師に相談するよう勧めてあげま
しょう。

発症時期：出産後２・３週間～３ヵ月くらいの間
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労使協定の締結により、休業中の就労が可能

出典：厚生労働省イクメンプロジェクトリーフレットを加工して作成

出典：厚生労働省イクメンプロジェクト 男性の育児休業取得促進セミナー資料を加工して作成

保育所に入所できない場合

夫婦ともに分割して２回取得可能

１歳～１歳 6 か月、1 歳 6 か月～
2歳の各休業期間の途中で開始で
き、交代での取得が可能

パパ・ママ育休
プラス

■育児休業給付金が支給されます。
育児休業開始から180日間は賃金
の67％、それ以降は50％が支給さ
　れます。
■育児休業中は社会保険料等が免除
　されます。

この結果、手取り収入は休業前の約８割！ ※令和7（2025）年4月から、さらに手厚い制度になる予定です。※令和7（2025）年4月から、さらに手厚い制度になる予定です。



　子の出生後８週間以内に、合計４週間（28 日）まで、２回に分割して休業を取得できるようになり
ました。休業中に就業させることができる労働者を労使協定で定めている場合に限り、労働者が合意し
た範囲で休業中の就労も可能です。

　１歳到達日以降の育児休業の開始日について、１歳～１歳６か月、１歳６か月～２歳の各休業期間の
途中で開始できるようになったため、各休業を交代で取得することが可能です。

　両親がともに育児休業を取得する場合は、子が１歳２か月に達するまでの間、育児休業が取得可能（取
得期間は産後休業期間を含め１年間）

原則、子が１歳までの育児休業は、夫婦ともに２回に分割して取得できるようになりました。

育児・介護休業法改正に伴い、令和4（2022）年10月1日から、より柔軟に、育児休業が取得できるようになりました。

赤ちゃんをしっかりと抱っこすると、
愛情ホルモン「オキシトシン」が分泌されます。
抱っこで『おじいちゃん・おばあちゃん』
スイッチオン！

子守歌を歌ってあやし方を見せてあげてみては？
ママがあやし方のコツを覚えるチャンスになるか
もしれません。

　赤ちゃんが安心するのは、体がピタッとくっつ
いている抱っこです。

　３ヵ月になる頃には、
あやすとよく笑い、
「あー」「うー」などの
喃
なん

語
ご

が出始め、ますます
かわいくなってきます。
　お散歩をしている
赤ちゃんを見掛けたら、
「かわいいね」とどんどん
声を掛けてあげましょう。

「かわいい」と
言ってもらえるだけで
すごくうれしい。
（30代・女性）
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　娘が大変な思いをしているのは見ていられないとば

かりに、つい手や口を出し過ぎて、パパの役割まで奪っ

ていませんか。

　子育ての主役はパパとママ。パパの足りないところ

をおじいちゃんとおばあちゃんが助けてあげるくらい

のつもりで、優しく見守ってあげてください。

　８ヵ月になると、人見知りや後追いが始
まってくる頃です。赤ちゃんは大好きなパパ
とママを通して、その人が安心してよい人か
どうか判断します。
　お孫さんを抱っこしたい気持ちはぐっと抑
えて、「おじいちゃん、おばあちゃんはパパ
やママと仲がいいんだよ」ということをそっ
とアピールしながら、焦らずゆっくりと仲良
くなっていきましょう。

― 育児に参加するパパにエールを ―

　息子が家事や育児をするなんてかわいそうだと思っ

ていませんか。早くから赤ちゃんと触れ合うことは、

パパとしての自覚が生まれ、また、親子の絆を築くた

めにもとても大切なことです。

　パパの努力を応援してあげてください。
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孫育て10か条

　「パパ・ママ・孫との関わり方」や「孫との遊び方」など、孫育てに役立つヒントをまとめた動画を配信
（YouTube）しています。各ＱＲコードから視聴できますので、ご覧ください。

出産から乳幼児期現代の子育て事情

子育て昔と今

遊びと
コミュニケーション

子育て今と昔、何が変わった？ 子・孫とかかわる７つのヒント

孫と楽しく遊べる「新聞遊び」のやり方



● 地域で居場所をつくるさまざまな取り組みが
　行われています。活動の規模・開催頻度や、
　支えるスタッフもバラエティーに富んでいます。

● 「プレーパーク」のように、
　野外の場所もあります。

お近くの場所・利用方法等は『岡山県子ども未来課』ホームページにて。

無料や低額（実費程度の料金）で利用できます。
予約不要の場所が多いですが、利用に当たって一定の手続きが必要な場所もあります。

● 専門スタッフが、歌遊び、手遊び、
　運動遊びなどを提供しています。

● 土曜日、日曜日、祝日も利用できる所があります。

● 小学生になっても利用できます。

※ももっこステーション以外にも子育てを支援している拠点があります。

　子育て支援拠点が地域に出向いて、子育て世代

と祖父母世代の交流が生まれています。

　子どもたちの笑顔はみんなの宝物。

　１歳を過ぎると「指さし」が目立つようになり
ます。「あーっ、あーっ」と指でさして、「見て！
見て！すごいものがあるよ！」と感動を伝えてく
れます。「◯◯だね。すごいね」とお孫さんの気
持ちになったつもりで共感してあげるととても喜
びます。

　２歳頃から「イヤ」「ダメ」「スル」と何でも反
抗的に。自我を形成するために通らなければなら
ない自立の第一歩です。駄々をこねたり、汚い言
葉を面白がって使ったりしたときは、「そういえ
ばあなたにもこんな時期があったわねぇ」とパパ
とママを安心させて
あげてください。 「子どもはそんなもんよ」

って言ってくれてほっとした。
（30代・女性）
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一つ一つの成長を
一緒に喜んでくれて
ありがとう。
（20代・女性）

一生（一升）食べ物に困らないように願

そろばん、財布などを並べた中からどれを
手に取るかで、子どもの将来を占うという
風習があります。
　最近では、サッカーボールや楽器などを

では重

意し、リュックサックに入れて背負いやす
くしたりすることもあるようです。

おじいちゃん、おばあちゃんの出番！
　地域や各家庭によって、行事や内容もいろい
ろ。伝統行事を若い世代に伝えて、みんなでお
孫さんの成長を喜び合いましょう。

　良くないことを叱るだけでなく、良い行動をしっか
り褒めてあげましょう。しつけの中心はパパとママで
す。おじいちゃん、おばあちゃんは「一緒に謝ってあ
げるから帰ろうね」といったように逃げ場所になって
あげてください。
　また、何でも自分でしたくなる時期です。もどかし
い手つきに、つい手を出したくなりますが、そこで手
を出したり、先にやってしまったりすると「甘やかし」
に。さりげなく手を貸したり、じっと見守って…でき
たらしっかり褒めてあげてください。
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つ一つの成成長を
緒緒に喜喜んでくくれてて
ありがとう。
（2200代代・女性）

っかり褒めてあげてください。

このマークののぼり旗や看板が目印です

孫に友達を
つくって

あげたいな。

同年代の子どものママやパパ、
おばあちゃんやおじいちゃんと
知り合う機会がほしい。

孫育ての
悩みを聞いてくれたり、
ちょっとしたアドバイスを
受けられたらいいなぁ。

　孫はかわいい！
だけど…

元気が有り余っている孫と
一日ずっと遊ぶのは
ちょっとしんどい…。

● 市町村が地域とともに親子の居場所をつくって
いる活動で、保育や親子の居場所づくりの専門
スタッフが常駐しています。

● 「支援センター」として保育所内にある場所で
は、保育の専門性を生かした活動が行われてい
ます。園児以外も自由に利用できます。

● 「ひろば」として、子育て支援に熱意のあるNPO
や大学が運営している場所もあります。

（県内199カ所　R５（2023）年12月末時点 地域子育て支援拠点を含む）



山の駅 山野草公園

所

開

休

料

P

問

まきばの館

所

開

休

料

P

問

柵原ふれあい鉱山公園

所

開

休

料

P

問

吉備中央町キッズパーク吉備中央町キッズパーク・
にじいろ広場

所

開

休

料

P

問

勝央町緑地運動公園

所

開

休

料

P

問

美咲町中央児童公園
（みさキッズパーク）

所

開

P 問

● たくさん褒めてもらい愛情を受けることで し、
　大切な存在なんだと言葉や態度で示されることで、

が育っていきます。

● が育まれます。
（他者への思いやりや理解が育まれます。）

● 地域の伝統行事など、さまざまな経験ができたり、
を知ったりできます。

● 子育ての されます。

● 子どもと ことが
　できるようになります。

● 子育てと仕事の がしやすくなります。

たくさんの愛情をありがとう。
（30代・女性）

子どもにとって
よき遊び相手になってくれて
ありがとう。 （30代・女性）

子育ての大変さを
共感してくれて
ありがとう。
（20代・女性）

子どもたちと
いっぱい遊んでくれて
息抜きさせてもらって
本当に助かってます。

（30代・女性）

9

たたくくさんの愛愛情情をあありががととうう。。
（（30代代・女女性性））

子どもにとって
き遊び相手になってくれて
ありがとう。。 （30代・女性）
よき
あ

共感してくれて
ありがとう。
（（220代・・女女性）

本当に助かってます。
（30代・女性性）

9

。。



● 刺激を受けて、 をもらえます。

● 新たな が持て、
　セカンドライフが します。

● 「孫育て」を通して、 、
　地域住民との します。

　自分の孫だけでなく、地域の子どもたちにも目を向
けることで、地域の「孫」、地域の「祖父母」、地域ま
るごと三世代同居のようなつながりが生まれます。

● し、
　子育てしやすい地域になります。

● 地域に が生まれます。

● 子どもの が育まれ、
　地域を支える につながります。

孫と話すのが楽しみ！
（70代・男性）

地域の祖父母に育ててもらって、
子どもたちの心が育っています。
本当にありがとう。 （30代・女性）

孫と一緒に遊ぶのが
ストレス解消。
（80代・男性）

いろいろな発見が多くて楽しいし、
孫の成長を感じると、日々が生き生きする。

（60代・女性）

10

●  子どもの が
　地域を支える

が

孫と

（（600代・

。
）

仁科会館

所

開

休

料

P

問

矢掛町総合運動公園
［遊のおか］

所

休

料

P

問

水車の里フルーツトピア

所

開

休

料

P

問

道の駅「山陽道やかげ宿」

所

開

休 料

P 問

セラピーロード
ゆりかごの小径（こみち）

所

開

休

料

P

問

男女山公園

所

開

休

料 P

問

岡山県立森林公園

所

開

休

料

P

問

山田養蜂場 みつばち農園

所

開

休

料

P

問

おかやまファーマーズ
マーケット・ノースヴィレッジ

所
開

休
料
P
問

勝央町総合保健福祉センター
芝生広場

所

料

P

問



勝山運動公園 夢広場

所

開

休

料

P

問

鉄道模型館
＆レトロおもちゃ館

めます。

所

開

休

料

P

問

あの日のおもちゃ箱 昭和館

所

開

休

料

P

問

岡山天文博物館

所

開

休   

料

P 問

三ツ山スポーツ公園

所

開

休

料

P

問

和気鵜飼谷交通公園

所

開

休

料

P

問

早島公園

所

P

問

ふれあいの森公園

所

P

問

つばきの丘運動公園

所

開

休

料

P

問

和気町子どもひろば

所

開

休

料

P

問

2

3

「ありがとう」これが最高。 （80代・女性）
孫からの「遊んでくれてありがとう」の言葉。 （60代・男性）
「孫の守りを頼む」と言われ、
役に立てることがうれしかった。 （50代・男性）
子どもたち夫婦が仲良くしてくれていることが一番。 （60代・女性）
「おばあちゃんの作るご飯おいしいね」
　ってうれしい。 （70代・女性）

メールじゃなくて、照れくさくても顔を見て
　「ありがとう！」と言ってほしいな。 （50代・女性）
昔はねと昔の子育て話をしても耳を傾けてくれなかった。 （80代・男性）
送迎や世話が当然の役割と思われている。 （70代・男性）
私が小さかったときにはこんな風にしてくれなかった、と

　昔のことを持ち出された。 （50代・女性）
大変なことがあっても相談してくれない。 （70代・女性）

1

3

2

1

11



2

3 3

「子どもは見てるから、息抜きに散歩しておいで」 （20代・女性）
「子育てが上手だね。ママの笑顔がいいね」 （30代・女性）
「大変じゃろう。よく頑張っているね」 （30代・女性）
「昔とは違うんだね」と今の育児方法を受け入れ、
　私たちのやり方に合わせてくれた。 （30代・女性）
遊びに行くと笑顔で迎えてくれる。 （30代・女性）

「○○しないとママが怒るぞ～」じゃなくて、
　自分たちの言葉で叱ってほしい。 （20代・女性）
「昔は○○だったから、もっと大変だった」
　という昔との比較は正直聞きたくなかった。 （20代・女性）
自分の食べかけのものをあげようとする。 （30代・男性）
お菓子のあげすぎは… イヤです。 （20代・女性）
子どもの前でけんかするのはやめて。 （30代・女性）

1
1

2

12

吉備路もてなしの館

所

開

休

P

問

落合ふれあい公園

所

P

問

神郷紙の館・水車

所

開

休

料

P

問

山陽ふれあい公園

所

開

休

料

P

問

瀬戸内市邑久スポーツ公園・
邑久Ｂ＆Ｇ海洋センター

所

休

料

P

開

問

日生・浜山運動公園

所

P

問

うかん常山公園　石の風ぐるま 満奇洞

所

開

休

料

P

問

道の駅 一本松展望園
～ミニ鉄道公園～

所
開
休

料

P
問

牛窓オリーブ園

所

休

料

P

開

問

所
開

休

料 P
問



種松山公園西園地

所

P

問

ライフパーク倉敷科学センター

所

開

休

料

P

問

神楽尾公園

所

開

休

料

P

問

衆楽園

所

開

休 料

P

問

みやま公園

所

P 問

田井みなと公園

所

P

問

笠岡総合スポーツ公園

所

P

問

井原リフレッシュ公園
［静のゾーン］

所

P

問

きびじつるの里

所

　 
開 料

P

問

生きた化石として知られるカブトガニ
をモチーフにした大型複合遊具「カブ
トガニワールドコンビネーション」や、
芝生広場、多目的広場があり、ファミ
リーに人気の公園です。 総社市三須825-1

笠岡湾干拓地

所

P

問

開

休

料

休

休

抱くのがくせになるということはありませ
ん。赤ちゃんが求めれば（泣けば）しっか
り抱いてあげてください。

いつまでにやめなければいけないという決
まりはなく、子どもから自然とおっぱいか
ら離れていく「卒乳」が主流になっています。

泣いたらすぐ抱っこすると
「抱きぐせ」がついてしまう。

１歳までに「断乳」を勧められていた。

13

り抱いてあげあげてください。。



乳幼児突然死症候群の危険性があります。
医学上の理由で必要なとき以外は、うつぶ
せ寝はやめましょう。

抵抗力が弱い赤ちゃんにはちみつを与える
と、乳児ボツリヌス症という感染症にかか
ることがあるといわれています。
１歳くらいまでは与えない
ようにしましょう。

お風呂上がりやお散歩の後も、母乳やミル
クだけで構いません。生後半年くらいまで
は、母乳やミルク以外の余分な水分（湯ざ
ましや果汁）は不要です。

用などにより、大人の唾液を通して虫歯の
原因となる菌が赤ちゃんにうつってしまう
ことがあります。

うつぶせ寝は頭の形がよくなるし、
寝つきもよくなる。

はちみつをお湯に溶かしたり、
離乳食に混ぜたりして時々与えるとよい。

お風呂上がりには「白湯」を、離乳食を始める
前には「果汁」を飲ませなければいけない。

離乳食は、食べやすいように大人の口の中でか
み砕いて、軟らかくしたものを食べさせる。

14

せ寝はやめまししょう。

●おむつ替えセット
●着替え一式
●ウェットティッシュ
●ハンドタオル
●ビニール袋
●衛生用品、
応急処置用品

●飲み物
●あやし用グッズ
●公園セット
（ボールなど）
●おやつ

●帽子
●虫よけ
●うちわ、扇子

掲載情報は予告なく変更になる場合があります。
お出掛け前に必ず各施設にご確認ください。

日応寺自然の森
スポーツ広場

岡山県総合グラウンド

所

P

問

岡山県立美術館

所
開
休

料

P

問

岡山県立博物館

所
開

休

料

P

問

人と科学の未来館サイピア

所

開

休

料

P

問

西大寺緑花公園

所

P

問

岡山市サウスヴィレッジ

所

開

休

料

P

問

所

P

問

倉敷市立自然史博物館

所

開

休

料

P

問

灘崎町総合公園

問

料
P

開
休

所



新聞紙は、破る、丸める、折る、着る…など、自由自
在に変化してくれるので、いろいろな遊びができます。

破　　　る：室内遊びが続いたときなど、解放感が味わえ、
気分転換になる。最後は、破った新聞紙を大
小のビニール袋に入れて遊ぶ。

手で破って長さ比べ
　　　　　　：一枚の新聞紙をどれだけ長くできるかな。
基地づくり：折って丸めて貼って、テントや家に見立てる。
ヨ ー ヨ ー：新聞紙を丸めてテープを貼る。輪ゴムをつな

げて作ったひもをつける。

画用紙などに絵を描き、好きな形に切ってパズルにし
ます。

家の中のでこぼこしたものや、葉っぱの上に薄い紙を
置き、その上をクレヨンや鉛筆を横にしてこするとい
ろいろな柄が出てきて楽しいです。

感触を味わいながら、さまざまな形を作って
遊びます。食紅や食材で色をつけたり、型抜
きをするとより一層楽しくなります。オーブ
ンで焼くと保存もできます。

［作り方］小麦粉：水を３：１の割合で混ぜる。保
存用に塩を、なめらかにするために油を少々混ぜ
るとよい。カップや抜き型なども用意しましょう。

　身の回りにあるものは、何でも遊び道具に
なります。お孫さんと一緒に遊びを見つけた
り、楽しく遊べる方法（ルールも）を考えて
みたりしてください。また、一緒に料理を作っ
たり、片付けをしたりすることも遊びになり
ます。
　遊びに正解はありません。“ユーモア”とい
うスパイスがあれば最強です。お孫さんとの
遊びを存分に楽しんでください。

布おむつも紙おむつも、それぞれに長所短
所があります。どちらを選ぶかを決めるの
はパパとママです。

大量のベビーパウダーは毛穴をふさぎ、湿
疹やかぶれの原因になってしまうことがあ
ります。

「トイレトレーニング」といい、パンツを
脱ぐ、排せつ、パンツをはくという一連の
動作ができるよう、２歳前後から始める場
合が多いようです。他の子どもと比べずに、
それぞれの子どもの体調や発達に合わせ、
ゆっくりと見守ってあげることが大切です。

歩行開始を早めるものではなく、「おも
ちゃ」の位置付けとして使われています。
ハイハイを十分に
経験するなど、
段階を踏んで、
自分の力で歩ける
ようになるまで
見守ってあげま
しょう。

布おむつを使っていた。 お風呂上がりやおむつかぶれには
ベビーパウダー（天花粉）をつける。

１歳くらいまでには
おむつがはずれていた方がよい。

つかまり立ちできる頃に歩行器に入れると、
赤ちゃんの歩行訓練になる。

15

はパパとママですです。

に

るる
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　赤ちゃんは口や鼻を覆ったものを
自力で取ることができず、思いも寄
らないもので窒息する可能性があり
ます。

● ふわふわの柔らかい布団や
　枕は近くに置かない。

● ビニール袋やひも・電気コードな
どを放置しない。

● ５歳以下の子どもにはピーナツや
枝豆などを与えない。

● 口に入るサイズのものは立って手
を伸ばしても届かない場所（１m
以上高い場所）に置く。

片手で体を支え、手のひらで後
頭部をしっかり支える。
もう一方の手の指２本で、胸の
真ん中を強く数回連続して圧迫。

背後から両腕を回し、子どもの
みぞおちの下で片方の手を握り拳
にする。
その手を腹部上方へ圧迫。

片手で体を支え、手のひらで顎を
しっかり支える。
もう一方の手のひらの付け根で背
中をしっかり数回叩く。

心肺蘇生を行いながら119番通報し、救急車を呼びます。

法
げ
上
き
突
部
胸

法
打
叩
部
背

法
げ
上
き
突
部
腹

数回ずつ
繰り返す

16

握り拳

　自分が昔遊んだこと、楽しそうなことをドンドン見
つけて、一緒に遊んでみてください。

昔遊んだことを伝えてあげてください。遊び
の中に知恵や技など必要なことがたくさん含
まれています。ちょっと難しいけれど、頑張っ
たら「できた！」が子どもを夢中にさせます。

お手玉　 折り紙（飛行機、お相撲さん、風船
など） おはじき　 あやとり　 かるた　
絵描き歌（あひるのこ、コックさんなど）
わらべ歌（一本橋、ちゃつぼなど）など

画用紙に50音順の平仮名を書き、絵を描い
た取り札と、文章を書いた読み札を作ります。

子どもにとって遊びは生きることといっても過言で
はありません。とにかく夢中になって楽しく遊ぶこと
が大切です。その中で、さまざまなことを学び育ちます。

　基本的には、子どもの遊びを見守り、夢中になって
いること、楽しんでいることを一緒に喜ぶ存在でいた
いものです。



● 自家用車では、月齢、年齢に合った
　チャイルドシートや
　ジュニアシートを
　正しく使用する。

● パワーウィンドーやドアのロック機能を使用
し、勝手に操作できないようにする。

● お孫さんと歩くときは必ず手をつなぎ、
　大人が車道側を歩く。

● 道路やその近くでは遊ばせない。

　子どもだけを車内に残したり、嫌がるからと
いってチャイルドシートに乗せないと、思わぬ
事故につながります。すぐに「冷やす」ことが重要

水ぶくれは破かないよう、ガーゼなどで保護
して受診しましょう。

● 流水や氷などを利用して冷やす。

● 熱いお風呂に落ちたなど、服を着たままの
やけどの場合は、服の上から冷やす。

● 最低５～30分間以上、痛みがなくなるの
をめどに冷やす。

※市販の冷却用シートはやけどには使えません。

● 

● 119

子どもの誤飲事故は生後７～８ヵ月頃から急増し、３～４歳頃までよくみられます。
特に10ヵ月くらいになると、手にしたものを何でも口に運ぶようになります。
これは順調に成長している証しなのですが、大人が十分注意してあげましょう。

● たばこや灰皿を置きっぱなしにしたり、
　飲料の空き缶やペットボトルを
　灰皿代わりにしない。

※赤ちゃんが飲み物と間違って
　飲んでしまい危険。

● 薬や化粧品は引き出しや戸棚に入れる。

● 洗剤やアルコール類は、手の届かない所か、

※洗濯用のパック型液体洗剤、
　貼るタイプのトイレ洗浄剤の誤飲も増加。

● ボタン電池やコイン、クリップを放置しない。

トイレットペーパー
の芯くらいの
大きさが目安。

直径約４cm
17



　溺水は海や川での発生が多いと思われがちですが、１歳前後
では家庭の浴槽で起こることがとても多くなっています。
　また、お風呂以外にも、水洗トイレや洗濯機などの水がた
まっている場所でも起こっています。

● 浴槽の水は必ず抜く。
● トイレの入り口は必ず閉め、便器のふたをする。
● 洗濯機に水をためておかない。踏み台になるものを置かない。
● 大人が髪を洗うときは浴槽から出す。

大きな声で呼び掛けて反応をみる。

反応と呼吸がなければ、
　　直ちに胸骨圧迫と口対口の人工呼吸を開始。

同時に応援を呼んで救急車を呼ぶ。
　　誰もいないようなら、まず胸骨圧迫と
　　口対口の人工呼吸を２分間行ってから救急車を呼ぶ。

泣くなら一安心。

18

この薬を飲みました

この洗剤を飲みました

困ったときの電話相談窓口

※情報提供料は無料です。ただし、通話
料は利用者負担となります。

　病院を受診する際は、必ず飲み込
んだ物、あるいは飲み込んだ物と同
じ物を持参しましょう。

（年中無休・24時間対応）

（年中無休・24時間対応）

（年中無休・24時間対応）

※自動音声応答による一般市民向け情報提供

● テーブルに熱いものを置くときは
　手が届かないようにする。

● テーブルクロスを使用しない。

● 炊飯器やポットは
　手の届かない高さに配置する。

● アイロン、ストーブ、加湿器など、
　熱いものは遠ざける。

● 鍋やフライパンの取っ手部分は
　手が届かない向きに置く。

　幼少であるほど皮膚が薄いため、やけどの深さ
は大人に比べて深くなりやすくなります。

　子どもは全身に対して頭が大きく重いため、
転落・転倒すると頭を強く打つことが多くな
ります。

●寝返りできなくても

　ベビーベッドの柵は

　必ず上げる。

●ソファや大人用のベッドの

　上に寝かせたまま目を離さない。

●階段には乳幼児用の移動防止柵を取り付ける。

●階段では常にお孫さんの下側を歩く。

●  ベランダや窓の近くに

　踏み台になりそうなものを置かない。



　溺水は海や川での発生が多いと思われがちですが、１歳前後
では家庭の浴槽で起こることがとても多くなっています。
　また、お風呂以外にも、水洗トイレや洗濯機などの水がた
まっている場所でも起こっています。

● 浴槽の水は必ず抜く。
● トイレの入り口は必ず閉め、便器のふたをする。
● 洗濯機に水をためておかない。踏み台になるものを置かない。
● 大人が髪を洗うときは浴槽から出す。

大きな声で呼び掛けて反応をみる。

反応と呼吸がなければ、
　　直ちに胸骨圧迫と口対口の人工呼吸を開始。

同時に応援を呼んで救急車を呼ぶ。
　　誰もいないようなら、まず胸骨圧迫と
　　口対口の人工呼吸を２分間行ってから救急車を呼ぶ。

泣くなら一安心。この薬を飲みました

この洗剤を飲みました

困ったときの電話相談窓口

※情報提供料は無料です。ただし、通話
料は利用者負担となります。

　病院を受診する際は、必ず飲み込
んだ物、あるいは飲み込んだ物と同
じ物を持参しましょう。

（年中無休・24時間対応）

（年中無休・24時間対応）

（年中無休・24時間対応）

※自動音声応答による一般市民向け情報提供

● テーブルに熱いものを置くときは
　手が届かないようにする。

● テーブルクロスを使用しない。

● 炊飯器やポットは
　手の届かない高さに配置する。

● アイロン、ストーブ、加湿器など、
　熱いものは遠ざける。

● 鍋やフライパンの取っ手部分は
　手が届かない向きに置く。

　幼少であるほど皮膚が薄いため、やけどの深さ
は大人に比べて深くなりやすくなります。

　子どもは全身に対して頭が大きく重いため、
転落・転倒すると頭を強く打つことが多くな
ります。
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●寝返りできなくても

　ベビーベッドの柵は

　必ず上げる。

●ソファや大人用のベッドの

　上に寝かせたまま目を離さない。

●階段には乳幼児用の移動防止柵を取り付ける。

●階段では常にお孫さんの下側を歩く。

●  ベランダや窓の近くに

　踏み台になりそうなものを置かない。

は

ど、



● 自家用車では、月齢、年齢に合った
　チャイルドシートや
　ジュニアシートを
　正しく使用する。

● パワーウィンドーやドアのロック機能を使用
し、勝手に操作できないようにする。

● お孫さんと歩くときは必ず手をつなぎ、
　大人が車道側を歩く。

● 道路やその近くでは遊ばせない。

　子どもだけを車内に残したり、嫌がるからと
いってチャイルドシートに乗せないと、思わぬ
事故につながります。すぐに「冷やす」ことが重要

水ぶくれは破かないよう、ガーゼなどで保護
して受診しましょう。

● 流水や氷などを利用して冷やす。

● 熱いお風呂に落ちたなど、服を着たままの
やけどの場合は、服の上から冷やす。

● 最低５～30分間以上、痛みがなくなるの
をめどに冷やす。

※市販の冷却用シートはやけどには使えません。

● 

● 
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119

子どもの誤飲事故は生後７～８ヵ月頃から急増し、３～４歳頃までよくみられます。
特に10ヵ月くらいになると、手にしたものを何でも口に運ぶようになります。
これは順調に成長している証しなのですが、大人が十分注意してあげましょう。

● たばこや灰皿を置きっぱなしにしたり、
　飲料の空き缶やペットボトルを
　灰皿代わりにしない。

※赤ちゃんが飲み物と間違って
　飲んでしまい危険。

● 薬や化粧品は引き出しや戸棚に入れる。

● 洗剤やアルコール類は、手の届かない所か、

※洗濯用のパック型液体洗剤、
　貼るタイプのトイレ洗浄剤の誤飲も増加。

● ボタン電池やコイン、クリップを放置しない。

トイレットペーパー
の芯くらいの
大きさが目安。

直径約４cm



　赤ちゃんは口や鼻を覆ったものを
自力で取ることができず、思いも寄
らないもので窒息する可能性があり
ます。

● ふわふわの柔らかい布団や
　枕は近くに置かない。

● ビニール袋やひも・電気コードな
どを放置しない。

● ５歳以下の子どもにはピーナツや
枝豆などを与えない。

● 口に入るサイズのものは立って手
を伸ばしても届かない場所（１m
以上高い場所）に置く。

片手で体を支え、手のひらで後
頭部をしっかり支える。
もう一方の手の指２本で、胸の
真ん中を強く数回連続して圧迫。

背後から両腕を回し、子どもの
みぞおちの下で片方の手を握り拳
にする。
その手を腹部上方へ圧迫。

片手で体を支え、手のひらで顎を
しっかり支える。
もう一方の手のひらの付け根で背
中をしっかり数回叩く。

心肺蘇生を行いながら119番通報し、救急車を呼びます。

法
げ
上
き
突
部
胸

法
打
叩
部
背

法
げ
上
き
突
部
腹

数回ずつ
繰り返す

握り拳

　自分が昔遊んだこと、楽しそうなことをドンドン見
つけて、一緒に遊んでみてください。

昔遊んだことを伝えてあげてください。遊び
の中に知恵や技など必要なことがたくさん含
まれています。ちょっと難しいけれど、頑張っ
たら「できた！」が子どもを夢中にさせます。

お手玉　 折り紙（飛行機、お相撲さん、風船
など） おはじき　 あやとり　 かるた　
絵描き歌（あひるのこ、コックさんなど）
わらべ歌（一本橋、ちゃつぼなど）など

画用紙に50音順の平仮名を書き、絵を描い
た取り札と、文章を書いた読み札を作ります。

子どもにとって遊びは生きることといっても過言で
はありません。とにかく夢中になって楽しく遊ぶこと
が大切です。その中で、さまざまなことを学び育ちます。

　基本的には、子どもの遊びを見守り、夢中になって
いること、楽しんでいることを一緒に喜ぶ存在でいた
いものです。
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新聞紙は、破る、丸める、折る、着る…など、自由自
在に変化してくれるので、いろいろな遊びができます。

破　　　る：室内遊びが続いたときなど、解放感が味わえ、
気分転換になる。最後は、破った新聞紙を大
小のビニール袋に入れて遊ぶ。

手で破って長さ比べ
　　　　　　：一枚の新聞紙をどれだけ長くできるかな。
基地づくり：折って丸めて貼って、テントや家に見立てる。
ヨ ー ヨ ー：新聞紙を丸めてテープを貼る。輪ゴムをつな

げて作ったひもをつける。

画用紙などに絵を描き、好きな形に切ってパズルにし
ます。

家の中のでこぼこしたものや、葉っぱの上に薄い紙を
置き、その上をクレヨンや鉛筆を横にしてこするとい
ろいろな柄が出てきて楽しいです。

感触を味わいながら、さまざまな形を作って
遊びます。食紅や食材で色をつけたり、型抜
きをするとより一層楽しくなります。オーブ
ンで焼くと保存もできます。

［作り方］小麦粉：水を３：１の割合で混ぜる。保
存用に塩を、なめらかにするために油を少々混ぜ
るとよい。カップや抜き型なども用意しましょう。

　身の回りにあるものは、何でも遊び道具に
なります。お孫さんと一緒に遊びを見つけた
り、楽しく遊べる方法（ルールも）を考えて
みたりしてください。また、一緒に料理を作っ
たり、片付けをしたりすることも遊びになり
ます。
　遊びに正解はありません。“ユーモア”とい
うスパイスがあれば最強です。お孫さんとの
遊びを存分に楽しんでください。
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布おむつも紙おむつも、それぞれに長所短
所があります。どちらを選ぶかを決めるの
はパパとママです。

大量のベビーパウダーは毛穴をふさぎ、湿
疹やかぶれの原因になってしまうことがあ
ります。

「トイレトレーニング」といい、パンツを
脱ぐ、排せつ、パンツをはくという一連の
動作ができるよう、２歳前後から始める場
合が多いようです。他の子どもと比べずに、
それぞれの子どもの体調や発達に合わせ、
ゆっくりと見守ってあげることが大切です。

歩行開始を早めるものではなく、「おも
ちゃ」の位置付けとして使われています。
ハイハイを十分に
経験するなど、
段階を踏んで、
自分の力で歩ける
ようになるまで
見守ってあげま
しょう。

布おむつを使っていた。 お風呂上がりやおむつかぶれには
ベビーパウダー（天花粉）をつける。

１歳くらいまでには
おむつがはずれていた方がよい。

つかまり立ちできる頃に歩行器に入れると、
赤ちゃんの歩行訓練になる。



乳幼児突然死症候群の危険性があります。
医学上の理由で必要なとき以外は、うつぶ
せ寝はやめましょう。

抵抗力が弱い赤ちゃんにはちみつを与える
と、乳児ボツリヌス症という感染症にかか
ることがあるといわれています。
１歳くらいまでは与えない
ようにしましょう。

お風呂上がりやお散歩の後も、母乳やミル
クだけで構いません。生後半年くらいまで
は、母乳やミルク以外の余分な水分（湯ざ
ましや果汁）は不要です。

用などにより、大人の唾液を通して虫歯の
原因となる菌が赤ちゃんにうつってしまう
ことがあります。

うつぶせ寝は頭の形がよくなるし、
寝つきもよくなる。

はちみつをお湯に溶かしたり、
離乳食に混ぜたりして時々与えるとよい。

お風呂上がりには「白湯」を、離乳食を始める
前には「果汁」を飲ませなければいけない。

離乳食は、食べやすいように大人の口の中でか
み砕いて、軟らかくしたものを食べさせる。
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●おむつ替えセット
●着替え一式
●ウェットティッシュ
●ハンドタオル
●ビニール袋
●衛生用品、
応急処置用品

●飲み物
●あやし用グッズ
●公園セット
（ボールなど）
●おやつ

●帽子
●虫よけ
●うちわ、扇子

あやし用グッズズ
●公園セット
（ボールなど）
●おやおやつ

●帽子
●虫よ虫よけけ
●うちわ、扇子扇子扇子扇子

掲載情報は予告なく変更になる場合があります。
お出掛け前に必ず各施設にご確認ください。

日応寺自然の森
スポーツ広場

岡山県総合グラウンド

所

P

問

岡山県立美術館

所
開
休

料

P

問

岡山県立博物館

所
開

休

料

P

問

人と科学の未来館サイピア

所

開

休

料

P

問

西大寺緑花公園

所

P

問

岡山市サウスヴィレッジ

所

開

休

料

P

問

所

P

問

倉敷市立自然史博物館

所

開

休

料

P

問

灘崎町総合公園

問

料
P

開
休

所
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種松山公園西園地

所

P

問

ライフパーク倉敷科学センター

所

開

休

料

P

問

神楽尾公園

所

開

休

料

P

問

衆楽園

所

開

休 料

P

問

みやま公園

所

P 問

田井みなと公園

所

P

問

笠岡総合スポーツ公園

所

P

問

井原リフレッシュ公園
［静のゾーン］

所

P

問

きびじつるの里

所

　 
開 料

P

問

生きた化石として知られるカブトガニ
をモチーフにした大型複合遊具「カブ
トガニワールドコンビネーション」や、
芝生広場、多目的広場があり、ファミ
リーに人気の公園です。 総社市三須825-1

笠岡湾干拓地

所

P

問

開

休

料

休

休

抱くのがくせになるということはありませ
ん。赤ちゃんが求めれば（泣けば）しっか
り抱いてあげてください。

いつまでにやめなければいけないという決
まりはなく、子どもから自然とおっぱいか
ら離れていく「卒乳」が主流になっています。

泣いたらすぐ抱っこすると
「抱きぐせ」がついてしまう。

１歳までに「断乳」を勧められていた。



「子どもは見てるから、息抜きに散歩しておいで」 （20代・女性）
「子育てが上手だね。ママの笑顔がいいね」 （30代・女性）
「大変じゃろう。よく頑張っているね」 （30代・女性）
「昔とは違うんだね」と今の育児方法を受け入れ、
　私たちのやり方に合わせてくれた。 （30代・女性）
遊びに行くと笑顔で迎えてくれる。 （30代・女性）

「○○しないとママが怒るぞ～」じゃなくて、
　自分たちの言葉で叱ってほしい。 （20代・女性）
「昔は○○だったから、もっと大変だった」
　という昔との比較は正直聞きたくなかった。 （20代・女性）
自分の食べかけのものをあげようとする。 （30代・男性）
お菓子のあげすぎは… イヤです。 （20代・女性）
子どもの前でけんかするのはやめて。 （30代・女性）
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吉備路もてなしの館

所

開

休

P

問

落合ふれあい公園

所

P

問

神郷紙の館・水車

所

開

休

料

P

問

山陽ふれあい公園

所

開

休

料

P

問

瀬戸内市邑久スポーツ公園・
邑久Ｂ＆Ｇ海洋センター

所

休

料

P

開

問

日生・浜山運動公園

所

P

問

うかん常山公園　石の風ぐるま 満奇洞

所

開

休

料

P

問

道の駅 一本松展望園
～ミニ鉄道公園～

所
開
休

料

P
問

牛窓オリーブ園

所

休

料

P

開

問

所
開

休

料 P
問
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勝山運動公園 夢広場

所

開

休

料

P

問

鉄道模型館
＆レトロおもちゃ館

めます。

所

開

休

料

P

問

あの日のおもちゃ箱 昭和館

所

開

休

料

P

問

岡山天文博物館

所

開

休   

料

P 問

三ツ山スポーツ公園

所

開

休

料

P

問

和気鵜飼谷交通公園

所

開

休

料

P

問

早島公園

所

P

問

ふれあいの森公園

所

P

問

つばきの丘運動公園

所

開

休

料

P

問

和気町子どもひろば

所

開

休

料

P

問

「ありがとう」これが最高。 （80代・女性）
孫からの「遊んでくれてありがとう」の言葉。 （60代・男性）
「孫の守りを頼む」と言われ、
役に立てることがうれしかった。 （50代・男性）
子どもたち夫婦が仲良くしてくれていることが一番。 （60代・女性）
「おばあちゃんの作るご飯おいしいね」
　ってうれしい。 （70代・女性）

メールじゃなくて、照れくさくても顔を見て
　「ありがとう！」と言ってほしいな。 （50代・女性）
昔はねと昔の子育て話をしても耳を傾けてくれなかった。 （80代・男性）
送迎や世話が当然の役割と思われている。 （70代・男性）
私が小さかったときにはこんな風にしてくれなかった、と

　昔のことを持ち出された。 （50代・女性）
大変なことがあっても相談してくれない。 （70代・女性）



● 刺激を受けて、 をもらえます。

● 新たな が持て、
　セカンドライフが します。

● 「孫育て」を通して、 、
　地域住民との します。

　自分の孫だけでなく、地域の子どもたちにも目を向
けることで、地域の「孫」、地域の「祖父母」、地域ま
るごと三世代同居のようなつながりが生まれます。

● し、
　子育てしやすい地域になります。

● 地域に が生まれます。

● 子どもの が育まれ、
　地域を支える につながります。

孫と話すのが楽しみ！
（70代・男性）

地域の祖父母に育ててもらって、
子どもたちの心が育っています。
本当にありがとう。 （30代・女性）

孫と一緒に遊ぶのが
ストレス解消。
（80代・男性）

いろいろな発見が多くて楽しいし、
孫の成長を感じると、日々が生き生きする。

（60代・女性）
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仁科会館

所

開

休

料

P

問

矢掛町総合運動公園
［遊のおか］

所

休

料

P

問

水車の里フルーツトピア

所

開

休

料

P

問

道の駅「山陽道やかげ宿」

所

開

休 料

P 問

セラピーロード
ゆりかごの小径（こみち）

所

開

休

料

P

問

男女山公園

所

開

休

料 P

問

岡山県立森林公園

所

開

休

料

P

問

山田養蜂場 みつばち農園

所

開

休

料

P

問

おかやまファーマーズ
マーケット・ノースヴィレッジ

所
開

休
料
P
問

勝央町総合保健福祉センター
芝生広場

所

料

P

問



28

山の駅 山野草公園

所

開

休

料

P

問

まきばの館

所

開

休

料

P

問

柵原ふれあい鉱山公園

所

開

休

料

P

問

吉備中央町キッズパーク吉備中央町キッズパーク・
にじいろ広場

所

開

休

料

P

問

勝央町緑地運動公園

所

開

休

料

P

問

美咲町中央児童公園
（みさキッズパーク）

所

開

P 問

● たくさん褒めてもらい愛情を受けることで し、
　大切な存在なんだと言葉や態度で示されることで、

が育っていきます。

● が育まれます。
（他者への思いやりや理解が育まれます。）

● 地域の伝統行事など、さまざまな経験ができたり、
を知ったりできます。

● 子育ての されます。

● 子どもと ことが
　できるようになります。

● 子育てと仕事の がしやすくなります。

たくさんの愛情をありがとう。
（30代・女性）

子どもにとって
よき遊び相手になってくれて
ありがとう。 （30代・女性）

子育ての大変さを
共感してくれて
ありがとう。
（20代・女性）

子どもたちと
いっぱい遊んでくれて
息抜きさせてもらって
本当に助かってます。

（30代・女性）



一つ一つの成長を
一緒に喜んでくれて
ありがとう。
（20代・女性）

一生（一升）食べ物に困らないように願

そろばん、財布などを並べた中からどれを
手に取るかで、子どもの将来を占うという
風習があります。
　最近では、サッカーボールや楽器などを

では重

意し、リュックサックに入れて背負いやす
くしたりすることもあるようです。

おじいちゃん、おばあちゃんの出番！
　地域や各家庭によって、行事や内容もいろい
ろ。伝統行事を若い世代に伝えて、みんなでお
孫さんの成長を喜び合いましょう。

　良くないことを叱るだけでなく、良い行動をしっか
り褒めてあげましょう。しつけの中心はパパとママで
す。おじいちゃん、おばあちゃんは「一緒に謝ってあ
げるから帰ろうね」といったように逃げ場所になって
あげてください。
　また、何でも自分でしたくなる時期です。もどかし
い手つきに、つい手を出したくなりますが、そこで手
を出したり、先にやってしまったりすると「甘やかし」
に。さりげなく手を貸したり、じっと見守って…でき
たらしっかり褒めてあげてください。

このマークののぼり旗や看板が目印です

孫に友達を
つくって

あげたいな。

同年代の子どものママやパパ、
おばあちゃんやおじいちゃんと
知り合う機会がほしい。

孫育ての
悩みを聞いてくれたり、
ちょっとしたアドバイスを
受けられたらいいなぁ。

　孫はかわいい！
だけど…

元気が有り余っている孫と
一日ずっと遊ぶのは
ちょっとしんどい…。

● 市町村が地域とともに親子の居場所をつくって
いる活動で、保育や親子の居場所づくりの専門
スタッフが常駐しています。

● 「支援センター」として保育所内にある場所で
は、保育の専門性を生かした活動が行われてい
ます。園児以外も自由に利用できます。

● 「ひろば」として、子育て支援に熱意のあるNPO
や大学が運営している場所もあります。

（県内199カ所　R５（2023）年12月末時点 地域子育て支援拠点を含む）
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● 地域で居場所をつくるさまざまな取り組みが
　行われています。活動の規模・開催頻度や、
　支えるスタッフもバラエティーに富んでいます。

● 「プレーパーク」のように、
　野外の場所もあります。

お近くの場所・利用方法等は『岡山県子ども未来課』ホームページにて。

無料や低額（実費程度の料金）で利用できます。
予約不要の場所が多いですが、利用に当たって一定の手続きが必要な場所もあります。

● 専門スタッフが、歌遊び、手遊び、
　運動遊びなどを提供しています。

● 土曜日、日曜日、祝日も利用できる所があります。

● 小学生になっても利用できます。

※ももっこステーション以外にも子育てを支援している拠点があります。

　子育て支援拠点が地域に出向いて、子育て世代

と祖父母世代の交流が生まれています。

　子どもたちの笑顔はみんなの宝物。
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　１歳を過ぎると「指さし」が目立つようになり
ます。「あーっ、あーっ」と指でさして、「見て！
見て！すごいものがあるよ！」と感動を伝えてく
れます。「◯◯だね。すごいね」とお孫さんの気
持ちになったつもりで共感してあげるととても喜
びます。

　２歳頃から「イヤ」「ダメ」「スル」と何でも反
抗的に。自我を形成するために通らなければなら
ない自立の第一歩です。駄々をこねたり、汚い言
葉を面白がって使ったりしたときは、「そういえ
ばあなたにもこんな時期があったわねぇ」とパパ
とママを安心させて
あげてください。 「子どもはそんなもんよ」

って言ってくれてほっとした。
（30代・女性）



　娘が大変な思いをしているのは見ていられないとば

かりに、つい手や口を出し過ぎて、パパの役割まで奪っ

ていませんか。

　子育ての主役はパパとママ。パパの足りないところ

をおじいちゃんとおばあちゃんが助けてあげるくらい

のつもりで、優しく見守ってあげてください。

　８ヵ月になると、人見知りや後追いが始
まってくる頃です。赤ちゃんは大好きなパパ
とママを通して、その人が安心してよい人か
どうか判断します。
　お孫さんを抱っこしたい気持ちはぐっと抑
えて、「おじいちゃん、おばあちゃんはパパ
やママと仲がいいんだよ」ということをそっ
とアピールしながら、焦らずゆっくりと仲良
くなっていきましょう。

― 育児に参加するパパにエールを ―

　息子が家事や育児をするなんてかわいそうだと思っ

ていませんか。早くから赤ちゃんと触れ合うことは、

パパとしての自覚が生まれ、また、親子の絆を築くた

めにもとても大切なことです。

　パパの努力を応援してあげてください。

孫育て10か条
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　「パパ・ママ・孫との関わり方」や「孫との遊び方」など、孫育てに役立つヒントをまとめた動画を配信
（YouTube）しています。各ＱＲコードから視聴できますので、ご覧ください。

出産から乳幼児期現代の子育て事情

子育て昔と今

遊びと
コミュニケーション

子育て今と昔、何が変わった？ 子・孫とかかわる７つのヒント

孫と楽しく遊べる「新聞遊び」のやり方
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　子の出生後８週間以内に、合計４週間（28 日）まで、２回に分割して休業を取得できるようになり
ました。休業中に就業させることができる労働者を労使協定で定めている場合に限り、労働者が合意し
た範囲で休業中の就労も可能です。

　１歳到達日以降の育児休業の開始日について、１歳～１歳６か月、１歳６か月～２歳の各休業期間の
途中で開始できるようになったため、各休業を交代で取得することが可能です。

　両親がともに育児休業を取得する場合は、子が１歳２か月に達するまでの間、育児休業が取得可能（取
得期間は産後休業期間を含め１年間）

原則、子が１歳までの育児休業は、夫婦ともに２回に分割して取得できるようになりました。

育児・介護休業法改正に伴い、令和4（2022）年10月1日から、より柔軟に、育児休業が取得できるようになりました。

赤ちゃんをしっかりと抱っこすると、
愛情ホルモン「オキシトシン」が分泌されます。
抱っこで『おじいちゃん・おばあちゃん』
スイッチオン！

子守歌を歌ってあやし方を見せてあげてみては？
ママがあやし方のコツを覚えるチャンスになるか
もしれません。

　赤ちゃんが安心するのは、体がピタッとくっつ
いている抱っこです。

　３ヵ月になる頃には、
あやすとよく笑い、
「あー」「うー」などの
喃
なん

語
ご

が出始め、ますます
かわいくなってきます。
　お散歩をしている
赤ちゃんを見掛けたら、
「かわいいね」とどんどん
声を掛けてあげましょう。

「かわいい」と
言ってもらえるだけで
すごくうれしい。
（30代・女性）



　赤ちゃんが泣きやまず、周りから「おっぱい出
てないんじゃない？」「ミルク飲ませないとかわ
いそうよ」と言われると、ママはどんどん不安に
なってしまいます。

　産後（３日～１週間くらい）はホルモンの急激
な変化によって、一時的に気持ちが落ち込み、泣
いたり、眠れなくなったりすることも。誰にでも
起こり得ることなので、「みんなそうなるのよ」
など、寄り添うような言葉を掛けてあげ、温かく
見守ってあげてください。たいていは数週間で自
然に治まります。

母乳で頑張りたかったのに、
ミルクを足すよう何度も言われて
つらかった。 （20代・女性）

初めての子育てで張り切り過ぎて
しんどくなっていた時、

「そんなに頑張らなくていいんよ」と
言ってもらえて気が楽になった。

（30代・女性）

豆類（ダイズ、アズキ、みそ、豆腐など）

ごま

ワカメ、ヒジキ、コンブなどの海藻類

野菜（色とりどりの旬の野菜）

魚類（特に骨ごと食べられる小魚）

シイタケなどのキノコ類

イモ類（サツマイモ、サトイモなど）

母乳にいい  食

笑顔がない

食欲がない

眠れない

　約１割の女性が産後うつになるといわれていま
す。様子がおかしいなと気付いたら、早めに、医
師や助産師、保健師に相談するよう勧めてあげま
しょう。

発症時期：出産後２・３週間～３ヵ月くらいの間
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労使協定の締結により、休業中の就労が可能

出典：厚生労働省イクメンプロジェクトリーフレットを加工して作成

出典：厚生労働省イクメンプロジェクト 男性の育児休業取得促進セミナー資料を加工して作成

保育所に入所できない場合

夫婦ともに分割して２回取得可能

１歳～１歳 6 か月、1 歳 6 か月～
2歳の各休業期間の途中で開始で
き、交代での取得が可能

パパ・ママ育休
プラス

■育児休業給付金が支給されます。
育児休業開始から180日間は賃金
の67％、それ以降は50％が支給さ
　れます。
■育児休業中は社会保険料等が免除
　されます。

この結果、手取り収入は休業前の約８割！ ※令和7（2025）年4月から、さらに手厚い制度になる予定です。※令和7（2025）年4月から、さらに手厚い制度になる予定です。
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　働きながら育児をすることで、仕事の生産性が落ち
ると思われがちですが、限られた時間内で結果を出さ
なくてはいけなくなるため、より効率的な働き方へと
見直すきっかけになります。
　また、子育ての経験を通じて、状況判断力、瞬発力、
危機管理能力が向上するなど、育児は「育自」につな
がり、仕事と子育ての両立で相乗効果が生まれます。

部下やスタッフの「ワーク・ライフ・バランス」を考え、その
人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績についても結
果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司。

時間の使い方を考えて仕事をしている。
部下の仕事が定時で終わるよう、積極的に取り組んでいる。
部下一人ひとりの仕事の状況を把握し、

　常にチームでサポートし合える体制を整えている。
自分の仕事と生活の調和も大切にしている。
部下の子育ての事情などを把握し、配慮している。

これまで以上に男性が育児休業を取得しやすくするため、企業には以下の２点が義務付けられました。
①研修や相談窓口の設置など育児休業を取得しやすい雇用環境の整備を行うこと
②これから子どもが産まれる従業員等への育児休業制度などについて、個別周知・意向確認を行うこと

「イクメンプロジェクト」は、産後パパ育休や企業の取組などが社会に浸透・定着し、あらゆる職場で男
性が育児休業を取るのは当然、となることを目指しています。代表的な活動としては、男性の育児休業取
得、仕事と家庭の両立、育児への積極的参画を促すため、経営者・人事労務担当者や若年層向けセミナー
の開催や、企業・個人に対する仕事と育児の両立に関する情報・好事例等の提供、企業向け研修資料の作
成・提供などを実施しています。

出典：厚生労働省ホームページ　イクメンプロジェクトのご案内
産後のお見舞いは短めに、
風邪気味のときは控えましょう。

　退院後は赤ちゃんとのペースがつかめず、ママ
も疲れがたまります。おむつ交換など赤ちゃんの
世話はできるだけパパやママに任せて、家事や上
の子の世話などを手伝ってあげましょう。
　ぎこちなくて、つい手や口を出したくなっても、
何でも手伝ってしまわず、子どもたちが「親」に
なっていく姿を温かく
見守りましょう。



　働きながら育児をすることで、仕事の生産性が落ち
ると思われがちですが、限られた時間内で結果を出さ
なくてはいけなくなるため、より効率的な働き方へと
見直すきっかけになります。
　また、子育ての経験を通じて、状況判断力、瞬発力、
危機管理能力が向上するなど、育児は「育自」につな
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人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績についても結
果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司。
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部下の仕事が定時で終わるよう、積極的に取り組んでいる。
部下一人ひとりの仕事の状況を把握し、

　常にチームでサポートし合える体制を整えている。
自分の仕事と生活の調和も大切にしている。
部下の子育ての事情などを把握し、配慮している。

これまで以上に男性が育児休業を取得しやすくするため、企業には以下の２点が義務付けられました。
①研修や相談窓口の設置など育児休業を取得しやすい雇用環境の整備を行うこと
②これから子どもが産まれる従業員等への育児休業制度などについて、個別周知・意向確認を行うこと

「イクメンプロジェクト」は、産後パパ育休や企業の取組などが社会に浸透・定着し、あらゆる職場で男
性が育児休業を取るのは当然、となることを目指しています。代表的な活動としては、男性の育児休業取
得、仕事と家庭の両立、育児への積極的参画を促すため、経営者・人事労務担当者や若年層向けセミナー
の開催や、企業・個人に対する仕事と育児の両立に関する情報・好事例等の提供、企業向け研修資料の作
成・提供などを実施しています。

出典：厚生労働省ホームページ　イクメンプロジェクトのご案内
産後のお見舞いは短めに、
風邪気味のときは控えましょう。

　退院後は赤ちゃんとのペースがつかめず、ママ
も疲れがたまります。おむつ交換など赤ちゃんの
世話はできるだけパパやママに任せて、家事や上
の子の世話などを手伝ってあげましょう。
　ぎこちなくて、つい手や口を出したくなっても、
何でも手伝ってしまわず、子どもたちが「親」に
なっていく姿を温かく
見守りましょう。

　妊娠４ヵ月以降、胎盤から出るホルモンの量に
比例するように感受性も高くなります。感情のア
ンテナが敏感になり、ちょっとしたことで、すぐ
悲しくなって泣いたり、心が傷ついたりするため、
行き違いの原因になることも。
　温かく見守ってあげることで、ママの心も穏や
かでいられます。

　出産予定日はあくまで目安です。「まだ生まれ
ないの？」は善意から出る言葉だけに、ママにとっ
てはプレッシャーになります。
　一番不安なのはママなので、「赤ちゃんは準備
ができたら生まれくるから焦らないでね」「困っ
ていることはない？」といったママを支える言葉
を掛けてあげましょう。

　椅子の生活が多いママは、畳の
生活のように骨盤が開くような姿
勢がとりにくいことも。
　行儀が悪いようですが、「あぐ
ら」は胎児のおさまりがよく、骨
盤を開くには良い姿勢といわれて
います。
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子どもの 親族・友人・知人が

近くにいない人は約５割

子育てをする人にとって

が重要だと思う人は８割以上

岡山県子育て家庭環境調査2015

近く（歩いて30分以内）に気軽に頼める人がいる
近く（歩いて30分以内）に気軽ではないが、いざというときには頼める人がいる
近くではないが、頼める人がいる
特に頼める人はいない
その他

30.8％ 19.0％ 23.1％26.6％

0.5％

とても重要だと思う
どちらともいえない
全く重要ではないと思う

やや重要だと思う
あまり重要ではないと思う
わからない

47.8％ 32.5％ 12.8％

1.9％
0.9％ 4.1％
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　地域を歩き、よく見掛ける親子の顔を覚え
ましょう。目が合ってほほ笑み合う関係から
始めると、あいさつしやすくなります。
　子どもたちは、名前を覚えてもらうとうれ
しいようです。隣近所の子どもの名前を覚え、
あいさつに名前を入れてみましょう。

　子育て世代と祖父母世代が交流することで地域の
つながりが生まれ、子育てしやすい地域に。さらに、
子どもたちの地域への愛着心も育まれ、地域を支え
る次世代の育成にもつながっていきます。

赤ちゃんを見掛けたら「おめでとう！」と祝
福しましょう。パパ・ママは、赤ちゃんや子育
てを褒めてもらえるとすごくうれしいようです。
「かわいい赤ちゃんね」「子育て頑張ってるね」
など声掛けをしてみましょう。
　他の子どもと成長を比べるような言葉は避
けましょう。

昔ながらの体験を通じて、
三世代が交流できるイベン
トがもっと広がるといいな。

（60代・女性）

みんなが声を掛けてくれたり、褒めてくれたりするので、
子どもたちもすごく喜んでいます。県外に両親がいるので、
とてもありがたいです。（30代・女性）

地域のたまご「ももっこ」育て事例紹介

お正月用の

お飾りリース作り

産院選びや出産方法、里帰りなどは、
パパ・ママとなる子どもたちの
選択を尊重してあげましょう。

吐き気を抑える作用などがある。
食べ物や飲み物に少量すって入れる。

生のレモンを丸ごと塩でこすり洗いし、
５ミリほどの輪切りにして
ピッチャーに入れ、冷蔵庫で保存。

押し付けず、
程よい距離感で
寄り添ってくれて
ありがとう。
（30代・女性）

　時期や症状に個人差はありますが、つわりのつ
らさは本人にしか分かりません。「つわりは病気
じゃないのだから」といった叱咤激励は裏目に出
てしまうことも。

　太り過ぎは妊娠糖尿病などになりやすいことも
あり、医師や助産師と相談して、ママも注意しな
がら食べています。

　～つわりの症状が軽くなるかも～
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看護師等から、症状に応じたアドバイスを受けら
れます。
※相談料は無料です。ただし、通話料は利用者負担となります。

または

夜間の急な発熱・頭をぶつけた・嘔吐・けいれん
など、具合が悪くなった際の保護者等の不安や、
症状への対応方法などについて看護師等が電話
で相談に応じます。
今すぐ病院に行った方がいいのかどうか迷った
ときはまずお電話を。

※乳幼児の成長や発達は個人差が大きいので、あくまで目安として参考にしてください。

 

　イマドキの子育て事情 
　孫育てのいいこと 
　孫育てあるあるランキング 
　イマドキの子育て昔＆今 
　家の中の危険をチェック 
　一緒に遊ぼう 
　お出掛けスポット 
　ももっこステーション 
　孫育てに役立つ動画

［パパ編］育児休業の取得がより柔軟に

［パパ編］後輩パパを応援しよう！　

　地域のたまご（他孫）「ももっこ」育て
　緊急時の連絡先・相談先一覧 

････････････････････････

･･･････････････････････････････

･････････････････

･････････････････････

･････････････････････

･･････････････････････････････････････

････････････････････････････････

････････････････････････

･････････････････････････････

････

･･････････

･････

･･･････････････

パパ：丹
父方のおじいちゃん・おばあちゃん 母方のおばあちゃん・おじいちゃん

あきら

晴ちゃん
はれ

太陽くんリン太郎 たいようスイちゃん

ママ：桃葉
ももは

〈 小学生が家族や子どもをテーマに考えたキャラクターを活用しています。〉

〈 鬼と桃太郎一家〉
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