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子ども・子育て支援については、少子化社会対策基本法（平成十五年

法律第百三十三号）等に基づき、総合的な施策が講じられてきたところ

であるが、平成二十四年八月に、質の高い幼児期の学校教育・保育の総

合的な提供、保育の量的拡大及び確保並びに地域における子ども・子育

て支援の充実等を図るため、子ども・子育て支援法（平成二十四年法律

第六十五号。以下「法」という。）の制定のほか、就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する

法律（平成二十四年法律第六十六号）及び児童福祉法（昭和二十二年法

律第百六十四号）の改正を含めた子ども・子育て支援法及び就学前の教

育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十四年法律第六十七

号）が制定され、子ども・子育て支援の新たな制度が創設された。

法においては、市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、子ども・子

育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行

うこととし、国及び都道府県は、当該給付及び当該事業が適正かつ円滑

に行われるよう必要な各般の措置を講じなければならないこととされて

いる。

特に、子ども・子育て支援給付に係る教育・保育（法第十四条第一項に

規定する教育・保育をいう。以下同じ。）及び地域子ども・子育て支援

事業の提供体制の確保等を図るため、市町村は市町村子ども・子育て支

援事業計画（法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援

事業計画をいう。以下同じ。）を、都道府県は都道府県子ども・子育て

支援事業支援計画（法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子

育て支援事業支援計画をいう。以下同じ。）を定めることとされてい

る。

この基本指針は、この新たな制度の下、法第六十条に基づき、教育・

保育の提供体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業の実施に関する

基本的事項並びに子ども・子育て支援事業計画（市町村子ども・子育て

支援事業計画及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画をいう。以

下同じ。）の記載事項等を定め、もって教育・保育及び地域子ども・子

育て支援事業を提供する体制の整備その他法に基づく業務の円滑な実施

が計画的に図られるようにすること等を目的とするものである。

第一 子ども・子育て支援の意義に関する事項

法は、「我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を

取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法その他の子どもに関する法律

による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び

子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子ど

もが健やかに成長することができる社会の実現に寄与する」ことを目

的としている。
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子ども・子育て支援については、この法の目的を達成するため、

「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指すとの考えを基本

に、子どもの視点に立ち、子どもの生存と発達が保障されるよう、良

質かつ適切な内容及び水準のものとすることが必要である。

また、法は、障害、疾病、虐待、貧困、家族の状況その他の事情に

より社会的な支援の必要性が高い子どもやその家族を含め、全ての子

どもや子育て家庭を対象とするものである。このことを踏まえ、全て

の子どもに対し、身近な地域において、法に基づく給付その他の支援

を可能な限り講じるとともに、関連する諸制度との連携を図り、必要

な場合には、これらの子どもに対する適切な保護及び援助の措置を講

じることにより、一人一人の子どもの健やかな育ちを等しく保障する

ことを目指す必要がある。

子どもは、社会の希望であり、未来をつくる存在である。子どもの

健やかな育ちと子育てを支えることは、一人一人の子どもや保護者の

幸せにつながることはもとより、将来の我が国の担い手の育成の基礎

をなす重要な未来への投資であり、社会全体で取り組むべき最重要課

題の一つである。

しかるに、子どもの育ちや子育てをめぐる状況は厳しく、結婚や出

産に関する希望の実現をあきらめる人々や、悩みや不安を抱えながら

子育てを行っている人々がいる。また、親自身は、周囲の様々な支援

を受けながら、実際に子育てを経験することを通じて、親として成長

していくものであり、全ての子育て家庭を対象に、こうしたいわゆる

「親育ち」の過程を支援していくことが必要とされている。

このような状況に鑑みれば、行政が、子ども・子育て支援を質・量

ともに充実させるとともに、家庭、学校、地域、職域その他の社会の

あらゆる分野における全ての構成員が、子ども・子育て支援の重要性

に対する関心や理解を深め、各々が協働し、それぞれの役割を果たす

ことが必要である。そうした取組を通じ、家庭を築き、子どもを産み

育てるという人々の希望がかなえられるとともに、全ての子どもが健

やかに成長できる社会を実現していかなければならない。

一 子どもの育ち及び子育てをめぐる環境

近年、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化により、祖父母

や近隣の住民等から、日々の子育てに対する助言、支援や協力を得

ることが困難な状況となっている。また、現在の親世代の人々の兄

弟姉妹の数が減少しており、自身の子どもができるまで赤ちゃんと

触れ合う経験が乏しいまま親になることが増えている。このよう

に、子育てをめぐる地域や家庭の状況は変化している。

また、経済状況や企業経営を取り巻く環境が依然として厳しい

中、共働き家庭は増加し続けているとともに、若年男性を始め非正
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規雇用割合も高まっている。また、子育てに専念することを希望し

て退職する者がいる一方、就労の継続を希望しながらも、仕事と子

育ての両立が困難であるとの理由により、出産を機に退職する女性

が少なからず存在しているなど、出産に伴う女性の就労継続も依然

として厳しい状況にある。さらに、女性の活力による経済社会の活

性化の視点から、仕事と子育ての両立を希望する者を支援する環境

の整備が求められているが、都市部を中心に、依然として多くの待

機児童が存在している。

また、長時間労働は全体的に減少傾向にあるものの、子育て期に

ある三十代及び四十代の男性で長時間労働を行う者の割合は依然と

して高い水準にある。父親の子育てへの参画に関する意識や意欲は

高まってきているものの、子育て期の父親の家事・育児時間は、諸

外国に比べ、依然として少ない時間にとどまっている。他方で、夫

の家事・育児時間が長い夫婦ほど、第二子以降の出生割合が高い傾

向が見られており、育児において父親が積極的に役割を果たすこと

が望まれる。

このような、社会や経済の環境の変化によりもたらされた子育て

家庭を取り巻く環境の変化によって、就労の有無や状況にかかわら

ず、子育ての負担や不安、孤立感が高まっている。こうした状況の

中、子どもの心身の健やかな発達を妨げ、ひいては生命をも脅かす

児童虐待の発生も後を絶たない。

さらに、少子化により、子どもの数の減少とともに兄弟姉妹の数

も減少しており、乳幼児期（小学校就学の始期に達するまでの時期

をいう。以下同じ。）に異年齢の中で育つ機会が減少しているな

ど、子どもの育ちをめぐる環境も変容している。

以上のような子どもの育ちや子育てをめぐる環境に鑑みれば、子

どもが安心して育まれるとともに、子ども同士が集団の中で育ち合

うことができるよう、また、家庭における子育ての負担や不安、孤

立感を和らげ、男女共に保護者がしっかりと子どもと向き合い、喜

びを感じながら子育てができるよう、子どもの育ちと子育てを、行

政や地域社会を始め社会全体で支援していくことが必要である。こ

うした取組を通じて、全ての子どもの健やかな育ちを実現する必要

がある。

二 子どもの育ちに関する理念

人は生まれながらにして、自然に成長していく力とともに、周囲

の環境に対して自分から能動的に働きかけようとする力を有してい

る。発達とは、自然な心身の成長に伴い、人がこのように能動性を

発揮して周囲の環境と関わり合う中で、生活に必要な能力、態度等

を獲得していく過程である。
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とりわけ、乳幼児期は、心情、意欲、態度、基本的生活習慣等、

生涯にわたる人格形成の基礎が培われる重要な時期である。

乳児期（おおむね満一歳に達するまでの時期をいう。以下同じ。

）は、一般に、身近にいる特定の大人（実親のほか、里親等の実親

以外の養育者を含む。）との愛着形成により、情緒的な安定が図ら

れるとともに、身体面の著しい発育・発達が見られる重要な時期で

ある。子どもが示す様々な行動や欲求に、身近な大人が応答的かつ

積極的に関わることにより、子どもの中に人に対する基本的信頼感

が芽生え、情緒の安定が図られる。こうした情緒の安定を基盤とし

て心身の発達が促されるなど、人として生きていく土台がこの時期

に作られる。

幼児期（乳児期を除く小学校就学の始期に達するまでの時期をい

う。以下同じ。）のうち、おおむね満三歳に達するまでの時期は、

一般に、基本的な身体機能や運動機能が発達し、様々な動きを十分

楽しみながら、人や物との関わりを広げ、行動範囲を拡大させてい

く時期である。自我が育ち、強く自己主張することも多くなるが、

大人がこうした姿を積極的に受け止めることにより、子どもは自分

に自信を持つ。自分のことを信じ、見守ってくれる大人の存在によ

り、子どもは時間をかけて自分の感情を鎮め、気持ちを立て直すよ

うになる。安心感や安定感を得ることにより、子どもは身近な環境

に自ら働きかけ、好きな遊びに熱中したりやりたいことを繰り返し

行ったりするなど、自発的に活動するようになる。こうした自発的

な活動が主体的に生きていく基盤となる。また、特定の大人への安

心感を基盤として、徐々に人間関係を広げ、その関わりを通じて社

会性を身に付けていく。

幼児期のうち、おおむね満三歳以上の時期は、一般に、遊びを中

心とした生活の中で、特に身体感覚を伴う多様な活動を経験するこ

とにより、豊かな感性とともに好奇心、探究心や思考力が養われ、

それらがその後の生活や学びの基礎になる時期である。また、もの

や人との関わりにおける自己表出を通して、幼児の育ちにとって最

も重要な自我や主体性が芽生えるとともに、人と関わり、他人の存

在に気付くことなどにより、自己を取り巻く社会への感覚を養うな

ど、人間関係の面でも日々急速に成長する時期である。このため、

この時期における育ちは、その後の人間としての生き方を大きく左

右する重要なものとなる。

以上に述べたような乳幼児期の発達は、連続性を有するものであ

るとともに、一人一人の個人差が大きいものであることに留意しつ

つ、乳幼児期の重要性や特性を踏まえ、発達に応じた適切な保護者

の関わりや、質の高い教育・保育や子育て支援の安定的な提供を通

じ、その間の子どもの健やかな発達を保障することが必要である。
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また、小学校就学後の学童期は、生きる力を育むことを目指し、

調和のとれた発達を図る重要な時期である。この時期は、自立意識

や他者理解等の社会性の発達が進み、心身の成長も著しい時期であ

る。学校教育とともに、遊戯やレクリエーションを含む、学習や様

々な体験・交流活動のための十分な機会を提供し、放課後等におけ

る子どもの健全な育成にも適切に配慮することが必要である。

以上のように、乳児期におけるしっかりとした愛着形成を基礎と

した情緒の安定や他者への信頼感の醸成、幼児期における他者との

関わりや基本的な生きる力の獲得及び学童期における心身の健全な

発達を通じて、一人一人がかけがえのない個性ある存在として認め

られるとともに、自己肯定感をもって育まれることが可能となる環

境を整備することが、社会全体の責任である。

三 子育てに関する理念と子ども・子育て支援の意義

法を始めとする関係法律において明記されているとおり、「父母

その他の保護者は、子育てについての第一義的責任を有する」とい

う基本的認識を前提とし、また、家庭は教育の原点であり、出発点

であるとの認識の下、前述の子ども・子育てをめぐる環境を踏ま

え、子ども・子育て支援は進められる必要がある。

子育てとは本来、子どもに限りない愛情を注ぎ、その存在に感謝

し、日々成長する子どもの姿に感動して、親も親として成長してい

くという大きな喜びや生きがいをもたらす尊い営みである。

したがって、子ども・子育て支援とは、保護者の育児を肩代わり

するものではなく、保護者が子育てについての責任を果たすこと

や、子育ての権利を享受することが可能となるよう、地域や社会が

保護者に寄り添い、子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげる

ことを通じて、保護者が自己肯定感を持ちながら子どもと向き合え

る環境を整え、親としての成長を支援し、子育てや子どもの成長に

喜びや生きがいを感じることができるような支援をしていくことで

ある。

このような支援により、より良い親子関係を形成していくこと

は、子どものより良い育ちを実現することに他ならない。

また、保護者が子育てについての第一義的な責任を有するという

基本的認識については、子どもの最善の利益を実現する観点から、

虐待等を理由として親子を分離し、実親以外の者が養育者となって

子育てを担うことを妨げるものではない。むしろ、必要な場合に

は、社会的養護に係る措置を適切に講じ、もって子どもの健やかな

育ちを保障することは、社会の責務である。

以上のような子ども・子育て支援の意義に関する理解の下、各々

の子どもや子育て家庭の置かれた状況や地域の実情を踏まえ、幼児
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期の学校教育・保育、地域における多様な子ども・子育て支援の量

的拡充と質的改善を図ることが必要である。

保護者以外の保育者の具体的な関わりにおいては、三歳未満の乳

幼児では、その発達の特性を踏まえ、安心できる人的及び物的環境

の下で、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るための援助や関

わりが重要である。この時期の保育においては、疾病の発生が多い

ことから、一人一人の発育及び発達状態や健康状態についての適切

な判断に基づく保健的な対応を行うことが必要である。また、一人

一人の子どもの生育歴の違いに留意しつつ、欲求を適切に満たし、

特定の保育者が応答的に関わるように努めることが必要である。保

育においては、子どもが探索活動を十分経験できるよう、事故防止

に努めながら活動しやすい環境を整え、全身を使う遊び等様々な遊

びを取り入れることが必要である。また、子どもの自我の育ちを見

守り、その気持ちを受け止めるとともに、保育者が仲立ちとなり、

友達の気持ちや友達との関わり方を丁寧に伝えていくことが求めら

れる。

三歳以上の幼児期は、知的・感情的な面でも、また人間関係の面

でも、日々急速に成長する時期であり、この時期の教育の役割は極

めて重要である。また、少子化の進行により子どもや兄弟姉妹の数

が減少する中にあって、子どもの健やかな育ちにとって必要とな

る、同年齢や異年齢の幼児と主体的に関わる機会の確保が必要であ

る。集団の生活は、幼児に人との関わりを深めさせ、規範意識の芽

生えを培うものであり、異年齢交流は、年下への思いやりや責任

感、年上への憧れや成長の意欲を生むものである。保育者は、一人

一人の幼児に対する理解に基づき、環境を計画的に構成し、幼児の

主体的な活動を援助していくことが求められる。また、幼児期の教

育に際しては、小学校教育との連携・接続についても、十分配慮す

ることが必要である。

また、教育・保育施設（法第七条第四項に規定する教育・保育施

設をいう。以下同じ。）を利用する子どもの家庭のみならず、在宅

の子育て家庭を含む全ての家庭及び子どもを対象として、地域のニ

ーズに応じた多様かつ総合的な子育て支援を質・量両面にわたり充

実させることが必要である。当該支援を実施するに当たっては、妊

娠・出産期からの切れ目のない支援を行っていくこと、保護者の気

持ちを受け止め、寄り添いながら相談や適切な情報提供を行うこ

と、発達段階に応じた子どもとの関わり方等に関する保護者の学び

の支援を行うこと、安全・安心な活動場所等子どもの健全な発達の

ための良質な環境を整えること、及び地域の人材を生かしていくこ

とに留意することが重要である。

全ての子どもの健やかな育ちを保障していくためには、以上に述
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べたような、発達段階に応じた質の高い教育・保育及び子育て支援

が提供されることが重要である。質の高い教育・保育及び子育て支

援を提供するためには、保護者以外に幼稚園教諭、保育士等子ども

の育ちを支援する者の専門性や経験が極めて重要であり、研修等に

よりその専門性の向上を図ることが必要である。また、施設設備等

の良質な環境の確保が必要である。さらに、こうした教育・保育及

び子育て支援の質の確保・向上のためには、適切な評価を実施する

とともに、その結果を踏まえた不断の改善努力を行うことが重要で

ある。

四 社会のあらゆる分野における構成員の責務、役割

社会のあらゆる分野における全ての構成員が、父母その他の保護

者が子育てについて責任を有していることを前提としつつ、全ての

子どもの健やかな成長を実現するという社会全体の目的を共有し、

子どもの育ち及び子育て支援の重要性に対する関心と理解を深め、

各々の役割を果たすことが必要である。

法に基づく子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援

事業については、基礎自治体である市町村が、幼児期の学校教育・

保育及び地域の子ども・子育て支援を総合的に実施する主体とな

り、二に掲げる子どもの育ちに関する理念及び三に掲げる子育てに

関する理念と子ども・子育て支援の意義を踏まえ、子どもの最善の

利益の実現を念頭に、質を確保しながら、地域の実情に応じた取組

を関係者と連携しつつ実施する。また、国及び都道府県は、市町村

の取組を重層的に支える。

事業主においては、子育て中の労働者が男女を問わず子育てに向

き合えるよう、職場全体の長時間労働の是正、労働者本人の希望に

応じた育児休業や短時間勤務を取得しやすい環境づくり、職場復帰

支援等の労働者の職業生活と家庭生活との両立（ワーク・ライフ・

バランス）が図られるような雇用環境の整備を行うことが求められ

る。

子育てにおいては、保護者が、家庭の中のみならず、地域の中

で、男女共に、保護者同士や地域の人々とのつながりを持ち、地域

社会に参画し、連携し、地域の子育て支援に役割を果たしていくこ

とも重要である。ＰＴＡ活動や保護者会活動を始め、家庭、地域、

施設等子どもの生活の場を有機的に連携させ、地域コミュニティー

の中で子どもを育むことが必要である。とりわけ、教育・保育施設

においては、地域における子ども・子育て支援の中核的な役割を担

うことが期待される。また、施設が地域に開かれ、地域と共にある

ことや、保護者のみならず地域の人々も子どもの活動支援や見守り

に参加することは、子どもの健やかな育ちにとって重要である。
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地域及び社会全体が、子育て中の保護者の気持ちを受け止め、寄

り添い、支えることを通じ、保護者が子育てに不安や負担ではなく

喜びや生きがいを感じることができ、そして未来の社会を創り、担

う存在である全ての子どもが大事にされ、健やかに成長できるよう

な社会、すなわち「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指

す。

第二 教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業

の実施に関する基本的事項

一 教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業

の実施に関する基本的考え方

法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律の一部を改正する法律による改正後の就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十

八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。）及び子ど

も・子育て支援法及び就学前の教育・保育等の総合的な提供の推進

に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律による改正後の関係法律に基づき実施する子ども・子

育て支援に係る制度（以下「子ども・子育て支援制度」という。）

は、第一の子ども・子育て支援の意義に関する事項を踏まえ、基礎

自治体である市町村が制度を実施し、都道府県及び国が重層的に支

える仕組みである。

市町村は、子ども・子育て支援制度の実施主体として、全ての子

どもに良質な成育環境を保障するため、それぞれの家庭や子どもの

状況に応じ、子ども・子育て支援給付を保障するとともに、地域子

ども・子育て支援事業を実施し、妊娠・出産期からの切れ目ない支

援を行う。

具体的には、市町村は、国及び都道府県等と連携し、地域の実情

に応じて質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業が適

切に提供されるよう、計画的に提供体制を確保するとともに、その

利用を支援する。その際、子育てに孤立感や負担感を感じている保

護者が多いこと等を踏まえ、全ての子ども・子育て家庭に、それぞ

れの子どもや家庭の状況に応じ、子育ての安心感や充実感を得られ

るような親子同士の交流の場づくり、子育て相談や情報提供などの

支援を行う。

このため、市町村は、子ども・子育て支援に係る現在の利用状況

及び潜在的な利用希望を含めた利用希望を把握した上で、管内にお

ける教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並び

に提供体制の確保の内容及びその実施時期等を盛り込んだ市町村子

ども・子育て支援事業計画を作成し、当該計画をもとに、質の高い
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教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を計画的に実施する。

都道府県は、市町村が上記の役割を果たすために必要な支援を行

うとともに、子ども・子育て支援のうち、特に専門性の高い施策及

び各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な施策を講ずる。

また、市町村子ども・子育て支援事業計画を踏まえて都道府県子

ども・子育て支援事業支援計画を作成し、当該計画をもとに、質の

高い教育・保育が適切に提供されるよう、計画的に提供体制を確保

するほか、市町村の区域を超えた広域的な調整、幼稚園教諭及び保

育士等の人材の確保及び資質の向上に係る方策並びに保護を要する

子どもの養育環境の整備等の専門的な知識及び技術を要する支援等

を行う。

国は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子

育て支援事業等が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府

県と相互に連携を図りながら、必要な支援を行う。

また、子ども・子育て支援制度は質の高い教育・保育及び地域子ど

も・子育て支援事業の提供を通じて全ての子どもが健やかに成長する

ように支援するものであり、市町村、都道府県及び国は、それぞれの

役割に応じて、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の質の確

保及び向上を図ることが必要である。具体的には、認定こども園、幼

稚園及び保育所と小学校等との連携のための取組の促進、幼稚園教

諭、保育士等に対する研修の充実等による資質の向上、処遇改善を始

めとする労働環境への配慮並びに教育・保育施設（法第七条第四項

に規定する教育・保育施設をいう。以下同じ。）及び地域型保育事

業（法第七条第五項に規定する地域型保育事業をいう。以下同じ。

）を行う者に対する適切な指導監督、評価等の実施を通じて、質の高

い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供を図り、市町村

及び都道府県は、これらの事項について、子ども・子育て支援事業計

画に記載する。この他、市町村は、障害児、社会的養護が必要な子

ども、貧困状態にある子ども、夜間の保育が必要な子ども等特別な

支援が必要な子どもが円滑に教育・保育等を利用できるようにする

ために必要な配慮を行うとともに、市町村、都道府県及び国は、必

要な支援を行うことが求められる。

教育・保育施設は、教育・保育の質の確保及び向上を図るため、

自己評価、関係者評価、第三者評価等を通じて運営改善を図ること

が求められる。市町村、都道府県及び国はこのために必要な支援を

行う。

二 子ども・子育て支援に当たっての関係者の連携及び協働

質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を提供する

ため、関係者は次に掲げる相互の連携及び協働を図り、総合的な体
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制の下に子ども・子育て支援を推進することが望ましい。

１ 市町村内及び都道府県内の関係部局間の連携及び協働

子ども・子育て支援制度は、子ども・子育て支援事業計画に基

づき、地域の実情に応じた質の高い教育・保育及び地域子ども・

子育て支援事業が総合的かつ効率的に提供されるよう、市町村及

び都道府県がその提供体制を確保することを基本理念とするもの

であり、認定こども園、幼稚園及び保育所を通じた共通の給付が

創設されるとともに、幼保連携型認定こども園の認可及び指導監

督が一本化される。そのため、教育・保育及び地域子ども・子育

て支援事業を一元的に行うとともに、その他の小学校就学前子ど

も（法第六条第一項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下

同じ。）等に係る施策との緊密な連携を推進することが求められ

る。また、家庭教育の支援施策を行う市町村の関係部局との密接

な連携を図ることが望ましい。

市町村及び都道府県は、子ども・子育て支援制度の総合的かつ

効率的な推進を図るため、例えば、認定こども園、幼稚園、保育

所等及び地域子ども・子育て支援事業の担当部局を一元化するな

ど、円滑な事務の実施が可能な体制を整備し、子ども・子育て支

援事業計画の作成並びにこれに基づく質の高い教育・保育及び地

域子ども・子育て支援事業の実施を図ることが望ましい。ただ

し、教育委員会の独立性確保の観点から、公立幼稚園に関する教

育委員会の権限は移管できないことに留意すること。

２ 市町村相互間の連携及び協働並びに市町村と都道府県との連携

及び協働

子ども・子育て支援制度の実施主体である市町村は、住民に最

も身近な基礎的な地方公共団体として、質の高い教育・保育及び

地域子ども・子育て支援事業の提供の責務を有し、教育・保育施

設及び地域型保育事業を行う事業者について、法第二十七条第一

項及び第二十九条第一項の確認を行うとともに、地域型保育事業

を構成する家庭的保育事業（児童福祉法第六条の三第九項に規定

する家庭的保育事業をいう。以下同じ。）、小規模保育事業（同

条第十項に規定する小規模保育事業をいう。以下同じ。）、居宅

訪問型保育事業（同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業を

いう。以下同じ。）及び事業所内保育事業（同条第十二項に規定

する事業所内保育事業をいう。以下同じ。）の認可を行う。

一方、教育・保育施設（地方自治法（昭和二十二年法律第六十

七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五

十二条の二十二第一項の中核市（以下「指定都市等」という。）
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に所在する幼保連携型認定こども園及び保育所を除く。以下２に

おいて同じ。）の認可及び認定は都道府県が行う。

このため、都道府県及び市町村は、教育・保育施設の認可、認

定及び確認並びに指導監督に当たって、必要な情報を共有し、共

同で指導監督を行うなど、相互に密接に連携を図ること。特に、

市町村が私立幼稚園の運営の状況等を円滑に把握することができ

るよう、都道府県は、市町村に必要な支援を行うこと。

また、住民が近隣の市町村に所在する地域型保育事業を利用す

る場合において、当該住民が居住する市町村が当該地域型保育事

業を行う者の確認を行う際には、法第四十三条第四項の規定によ

り、当該地域型保育事業を行う事業所が所在する市町村の事前の

同意又は当該同意を要しない旨の市町村間の同意が必要である。

市町村は、住民が希望する地域型保育事業を円滑に利用できるよ

う、当該地域型保育事業を行う者が所在する市町村と連携を図

り、迅速にこれらの同意が行われるように努めること。特に、市

町村域を超えた地域型保育事業の利用が明らかな場合及び複数の

市町村に居住する子どもが利用することが見込まれる事業所内保

育事業については留意が必要である。

子ども・子育て支援の実施に当たり、市町村は、地域の資源を

有効に活用するため、地域の実情に応じ、必要に応じて近隣の市

町村と連携、共同して事業を実施するなどの広域的取組を推進す

ることが必要である。この場合において、関係市町村間の連携を

図るとともに、必要に応じて都道府県が広域調整を行うこと。

３ 教育・保育の提供及び地域子ども・子育て支援事業の実施に係

る関係者の連携及び協働

市町村は、質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事

業を実施するため、地域の実情に応じて計画的に基盤整備を行

う。この場合において、市町村と教育・保育施設、地域型保育事

業を行う者その他の子ども・子育て支援を行う者が相互に連携

し、協働しながら地域の実情に応じた取組を進めていく必要があ

る。

また、妊娠・出産期からの切れ目ない支援を行うとともに、質

の高い教育・保育の提供並びに地域の子育て支援機能の維持及び

確保等を図るため、子ども・子育て支援を行う者同士相互の密接

な連携が必要である。特に、教育・保育施設である認定こども

園、幼稚園及び保育所は、子ども・子育て支援において地域の中

核的な役割を担い、地域型保育事業を行う者及び地域子ども・子

育て支援事業を行う者等と連携し、必要に応じてこれらの者の保

育の提供等に関する支援を行うことが求められる。
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また、原則として満三歳未満の保育を必要とする子どもが利用

する地域型保育事業について、満三歳以降も引き続き適切に質の

高い教育・保育を利用できるよう、教育・保育施設と地域型保育

事業を行う者との連携が必要である。この際、円滑な連携が可能

となるよう、市町村が積極的に関与することが必要である。

また、保育を利用する子どもが小学校就学後に円滑に放課後児

童健全育成事業を利用できるよう、相互の連携を図ることが望ま

しい。

４ 国と地方公共団体との連携及び協働

国及び地方公共団体は、相互に連携を図りながら、子ども・子

育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業が適切かつ円滑に

行われるようにしなければならない。このため、国及び地方公共

団体は恒常的に意見交換を行い、連携及び協働を図りながら地域

の実情に応じた子ども・子育て支援を推進することが必要であ

る。

第三 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項

一 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的事項

１ 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的事項

市町村及び都道府県は、法の基本理念及び第一の子ども・子育

て支援の意義に関する事項を踏まえ、子ども・子育て支援事業計

画を作成すること。その際、次世代育成支援対策推進法（平成十

五年法律第百二十号）に基づき作成する地域行動計画に記載して

実施している次世代育成支援対策に係る分析、評価を行うこと。

２ 子ども・子育て支援事業計画の作成のための体制の整備等

子ども・子育て支援事業計画の作成に当たっては、市町村及び

都道府県は、例えば担当部局の一元化を行うなど関係部局間の連

携を促進し、必要な体制の整備を図るとともに、法第七十七条第

一項及び第四項に規定する審議会その他の合議制の機関又は子ど

もの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴く

こと。

（一）市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携

子ども・子育て支援事業計画の作成に当たっては、認定こ

ども園、幼稚園、保育所等及び地域子ども・子育て支援事業

等の担当部局が相互に連携することができる体制を整備する

ことが必要であり、第二の二の１に基づき、例えば関係部局

を一元化するなど、円滑な事務の実施が可能な体制を整備す
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ること。

（二）子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の

意見の聴取

子ども・子育て支援事業計画を地域の実情に即した実効性

のある内容のものとするためには、地域の関係者の意見を反

映することが必要である。このため、法第六十一条第七項及

び第六十二条第五項の規定に基づき、市町村及び都道府県

は、法第七十七条第一項及び第四項に規定する審議会その他

の合議制の機関を設置している場合はその意見を、その他の

場合は子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事

者の意見を聴かなければならないこと。

（三）市町村間及び市町村と都道府県との間の連携

市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に当

たって、二の２の（二）の⑴に規定する市町村域を超えた教

育・保育等の利用が行われている場合等必要な場合には、量

の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期等に

ついて、関係市町村と調整を行うこと。

都道府県は、法第六十一条第九項の規定による市町村子ど

も・子育て支援事業計画の協議を受け、調整を行うことによ

り、教育・保育施設及び地域型保育事業の整備等に関する広

域調整を行う役割を有している。このため、子ども・子育て

支援事業計画を作成する過程では、市町村と都道府県との間

の連携を図ることが必要である。

具体的には、市町村は、四半期ごと等の都道府県が定める

一定の期間ごとに、市町村子ども・子育て支援事業計画の作

成の進捗状況等の都道府県が定める事項を、都道府県に報告

すること。

また、市町村が市町村子ども・子育て支援事業計画を作成

するに当たって、私立幼稚園の運営の状況等を円滑に把握す

ることができるよう、都道府県は、市町村に必要な支援を行

うこと。

３ 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用状況及び利

用希望の把握

（一）現状の分析

市町村子ども・子育て支援事業計画については、地域の人

口構造や産業構造等の地域特性、教育・保育及び地域子ども

・子育て支援事業の利用の現状、利用希望の実情、教育・保
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育施設等の地域資源の状況、更には子どもと家庭を取り巻く

環境等の現状を分析して、それらを踏まえて作成することが

必要である。

（二）現在の利用状況及び利用希望の把握

市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に当

たり、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の現在の

利用状況を把握するとともに、保護者に対する調査等（以下

「利用希望把握調査等」という。）を行い、これらを踏まえ

て教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込み

を推計し、具体的な目標設定を行うこと。

利用希望把握調査等の実施に当たっては、当該調査結果を

踏まえて作成する市町村子ども・子育て支援事業計画及び市

町村子ども・子育て支援事業計画を踏まえて作成する都道府

県子ども・子育て支援事業支援計画が、教育・保育施設及び

地域型保育事業の認可及び認定の際の需給調整の判断の基礎

となることを勘案して、地域の実情に応じた適切な区域で行

うこと。

また、都道府県は、利用希望把握調査等が円滑に行われる

よう、市町村に対する助言、調整等に努めること。その際、

認可外保育施設及び私立幼稚園の運営の状況等について市町

村に対する情報提供を行う等、密接に連携を図ること。

４ 計画期間における数値目標の設定

市町村及び都道府県は、地域の子どもが必要な教育・保育及び

地域子ども・子育て支援事業を効果的、効率的に利用できるよ

う、二の２の（一）及び３の（一）並びに四の２の（一）に基づ

き、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の現在の利用状

況及び利用希望を把握し、地域の実情に応じて、子ども・子育て

支援事業計画において、計画期間内における量の見込みを設定す

ること。

５ 住民の意見の反映

市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようと

するときは、２の（二）により、法第七十七条第一項及び第四項

に規定する審議会その他の合議制の機関又は子どもの保護者その

他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴くほか、法第六十

一条第八項の定めるところにより、あらかじめ、地域住民の意見

を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めること。
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６ 他の計画との関係

子ども・子育て支援事業計画は、地域福祉計画（社会福祉法（

昭和二十六年法律第四十五号）第百七条に規定する市町村地域福

祉計画及び同法第百八条に規定する都道府県地域福祉支援計画を

いう。）、教育振興基本計画（教育基本法（平成十八年法律第百

二十号）第十七条第二項の規定により市町村又は都道府県が定め

る教育の振興のための施策に関する基本的な計画をいう。）、母

子家庭及び寡婦自立促進計画（母子及び寡婦福祉法（昭和三十九

年法律第百二十九号）第十一条第二項第三号に規定する母子家庭

及び寡婦自立促進計画をいう。以下同じ。）、障害者計画（障害

者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第十一条第二項に規定

する都道府県障害者計画及び同条第三項に規定する市町村障害者

計画をいう。）、児童福祉法第五十六条の四の二第一項に規定す

る市町村整備計画（以下「市町村整備計画」という。）その他の

法律の規定により市町村又は都道府県が作成する計画であって、

子ども・子育て支援に関する事項を定めるもの並びに放課後子ど

もプラン事業計画その他の子ども・子育て支援に関する事項を定

める計画との間の調和が保たれたものとすることが必要である。

なお、他の法律の規定により市町村又は都道府県が作成する計

画であって、子ども・子育て支援事業計画と盛り込む内容が重複

するものについては、子ども・子育て支援事業計画と一体のもの

として作成して差し支えない。

二 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的記載事

項

市町村子ども・子育て支援事業計画において定めることとされた

事項は、次に掲げる事項その他別表第一に掲げる事項とする。

なお、指定都市等及び児童相談所設置市（児童福祉法第五十九条

の四第一項に規定する児童相談所設置市をいう。以下同じ。）にあ

っては、本指針において都道府県子ども・子育て支援事業支援計画

に盛り込まれている内容のうち、指定都市等及び児童相談所設置市

が処理することとされているものについては、適切に市町村子ども

・子育て支援事業計画に盛り込むことが必要である。

１ 教育・保育提供区域の設定に関する事項

市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、

現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を提供するための施設

の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、小学校区単位、

中学校区単位、行政区単位等、地域の実情に応じて、保護者や子

どもが居宅より容易に移動することが可能な区域（以下「教育・
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保育提供区域」という。）を定める必要がある。その際、教育・

保育提供区域は、２の（二）の⑵に規定する地域型保育事業の認

可の際に行われる需給調整の判断基準となることを踏まえて設定

すること。

この場合において、教育・保育提供区域は、教育・保育及び地

域子ども・子育て支援事業を通じて共通の区域設定とすることが

基本となる。一方、教育・保育提供区域は、２の（二）の⑵に規

定する地域型保育事業の認可の際に行われる需給調整の判断基準

となること等から、法第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前

子どもの区分（以下「認定区分」という。）ごと、地域子ども・

子育て支援事業の事業ごとに教育・保育施設等及び地域子ども・

子育て支援事業の広域利用の実態が異なる場合には、実態に応じ

て、これらの区分又は事業ごとに設定することができる。

なお、市町村整備計画を作成する場合には、当該市町村整備計

画に記載する保育提供区域（児童福祉法第五十六条の四の二第二

項第一号に規定する保育提供区域をいう。）は、当該教育・保育

提供区域と整合性が取れたものとすること。

２ 各年度における教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教

育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項

（一） 各年度における教育・保育の量の見込み

各年度における教育・保育提供区域ごとの教育・保育の量の

見込みについては、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成

しようとするときにおける当該市町村に居住する子ども及びそ

の保護者の教育・保育の利用状況及び利用希望把握調査等によ

り把握する利用希望を踏まえて作成すること。具体的には、教

育・保育の利用状況及び利用希望を分析し、かつ評価し、参酌

標準（市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育

の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準として別表第

二に掲げるものをいう。別表第一において同じ。）を参考とし

て、次に掲げる区分ごとに、それぞれ次に掲げる必要利用定員

総数（⑶については、特定教育・保育施設に係る必要利用定員

総数及び特定地域型保育事業所（法第二十九条第三項第一号規

定する特定地域型保育事業所をいう。以下同じ。）に係る必要

利用定員総数の合計）を定める。

その際、教育・保育提供区域ごとに均衡の取れた教育・保育

の提供が行われるよう、地域の実情に応じた見込量を定めると

ともに、必要利用定員総数の算定に当たっての考え方を示すこ

とが必要である。

また、都市部を中心とする待機児童の存在に対応した基盤整
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備を図るため、市町村子ども・子育て支援事業計画において必

要な教育・保育の量を見込むに当たっては、満三歳未満の子ど

もに待機児童が多いことに鑑み、地域の実情に応じて、満三歳

未満の子どもの数全体に占める、認定こども園、保育所又は地

域型保育事業に係る法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する満三歳未満の子どもの利用定員数の割合

（以下「保育利用率」という。）について、計画期間内におけ

る目標値を設定すること。その際、満三歳未満の子どもであっ

て地域型保育事業の利用者が満三歳に到達した際に円滑に教育

・保育施設に移行することが可能となるよう配慮する必要があ

る点に留意が必要である。

保育利用率の設定においては、市町村は、現在の保育の利用

状況及び利用希望を踏まえ、計画期間内の各年度における目標

を設定すること。

必要利用定員総数及び保育利用率を定める際に、必要に応じ

て、地域の実情を踏まえて社会的流出入等を勘案することがで

きる。この場合には、法第七十七条第一項及び第四項に規定す

る審議会その他の合議制の機関等（以下「地方版子ども・子育

て会議」という。）においてその算出根拠を調査審議するな

ど、必要利用定員総数の算出根拠の透明化を図ること。

⑴ 法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する子ども 特定教育・保育施設（法第二十七条第一項に

規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。）（認定こ

ども園及び幼稚園に限る。）に係る必要利用定員総数（特定

教育・保育施設に該当しない幼稚園に係るものを含む。）

⑵ 法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する子ども 特定教育・保育施設（認定こども園及び保育

所に限る。）に係る必要利用定員総数（認可外保育施設等を

利用する小学校就学前子どものうち保育を必要とする者を含

む。）

⑶ 法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する子ども 満一歳未満並びに満一歳及び満二歳の区分（

以下「年齢区分」という。）ごとの特定教育・保育施設（認

定こども園及び保育所に限る。）及び特定地域型保育事業所

（事業所内保育事業所（法第四十三条第一項に規定する事業

所内保育事業所をいう。以下同じ。）にあっては、同項に規

定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分（
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以下「労働者枠」という。）を除く。）に係る必要利用定員

総数の合計数（認可外保育施設等を利用する小学校就学前子

どものうち保育を必要とする者を含む。）

（二） 実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びそ

の実施時期

⑴ 実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及

びその実施時期

市町村子ども・子育て支援事業計画においては、教育・

保育提供区域ごと及び次のアからウまでに掲げる区分ごと

に、それぞれ次のアからウまでに掲げる特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業所に係る教育・保育の提供体制

の確保の内容及びその実施時期を定める。

その際、子ども・子育て支援制度が、保護者の選択に基

づき、多様な施設又は事業者から教育・保育を受けられる

ような提供体制の確保を目的の一つとしていることに鑑

み、保護者の就労状況及びその変化等のみならず、子ども

の教育・保育施設の利用状況等に配慮しつつ、柔軟に子ど

もを受け入れるための体制確保、地域の教育・保育施設の

活用等も勘案し、現在の教育・保育の利用状況及び利用希

望を十分に踏まえた上で定めること。

この場合において、市町村は、（一）で定めた保育利用

率を踏まえ、「待機児童解消加速化プラン」（平成二十五

年四月十九日内閣総理大臣公表）において目標年次として

いる平成二十九年度末までに、（一）により定めた各年度

の量の見込みに対応する特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業を整備することを目指し、各年度における提供

体制の確保の内容及びその実施時期を定めること。

なお、当該市町村に居住する子どもについて、他の市町

村の教育・保育施設又は地域型保育事業により教育・保育

の利用を確保する必要があると見込まれる場合には、あら

かじめ、当該他の市町村と調整を行うとともに、必要に応

じて、都道府県が広域的な観点から市町村間の調整を行う

こと。

市町村は、保育の提供を行う意向を有する事業者の把握

に努めた上で、情報の提供を適切に行う等、多様な事業者

の参入を促進する工夫を図ることが必要である。

また、市町村は、特別な支援が必要な子どもが円滑に教

育・保育を利用できるよう、あらかじめ、関係部局と連携

して、地域における特別な支援が必要な子どもの人数等の
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状況並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所

における特別な支援が必要な子どもの受入れについて可能

な限り把握し、必要な調整を行った上で、教育・保育の提

供体制を確保すること。なお、障害児等特別な支援が必要

な子どもが教育・保育を利用する際には、必要に応じて障

害児相談支援等との連携を図るほか、利用手続を行う窓口

において、教育・保育以外の関連施策についても基本的な

情報や必要な書類の提供を行うとともに、教育・保育施

設、地域型保育事業を行う者等は、施設の設置、事業の運

営に当たり、円滑な受入れに資するような配慮を行うこと

が望ましい。

なお、「待機児童解消加速化プラン」等により、認可外

保育施設の認可施設への移行を支援しているところである

が、当分の間、イ及びウについてはイ及びウに定める確保

の内容に加え、市町村又は都道府県が一定の施設基準に基

づき運営費支援等を行っている認可外保育施設等による保

育の提供体制について記載することを可能とする。

ア 法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する子ども 特定教育・保育施設及び幼稚園（特

定教育・保育施設に該当するものを除く。）

イ 法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する子ども 特定教育・保育施設

ウ 法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する子ども 年齢区分ごとに係る特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業所（事業所内保育事業所に

おける労働者枠に係る部分を除く。）

⑵ 市町村の認可に係る需給調整の考え方

ア 市町村の認可に係る需給調整の基本的考え方

市町村長（特別区長を含む。以下同じ。）は、児童福祉

法第三十四条の十五第五項の規定により、地域型保育事業

に関する認可の申請があった場合において、当該地域型保

育事業を行う者が所在する教育・保育提供区域における特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所（事業所内保

育事業所における労働者枠に係る部分を除く。以下イにお

いて同じ。）の利用定員の総数（法第十九条第一項第三号

に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）が、市
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町村子ども・子育て支援事業計画において定める当該教育

・保育提供区域における特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業所に係る必要利用定員総数（当該年度に係る同

号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）に既

に達しているか、又は当該認可申請に係る地域型保育事業

所の設置によってこれを超えることになると認めるとき

は、地域型保育事業の認可をしないことができる。

この際、市町村長は、当該認可申請に係る地域型保育事

業所が、児童福祉法第三十四条の十五第三項の規定に基づ

く基準に該当し、かつ、同法第三十四条の十六第一項の条

例で定める基準に適合している場合は、認可するものとす

ることとされているため、認可に係る需給調整について

は、慎重に取り扱われるべきものであることに留意が必要

である。

イ 子ども・子育て支援事業計画において実施しようとする

ものとして定められた教育・保育の提供体制の確保の内容

に含まれない地域型保育事業の認可申請に係る需給調整

子ども・子育て支援事業計画に基づき、教育・保育施設

又は地域型保育事業所の整備を行っている場合において、

当該整備を行っている教育・保育施設又は地域型保育事業

所の認可又は認定が行われる前に、地域型保育事業（⑴に

より、実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内

容として子ども・子育て支援事業計画に定めたものを除

く。）の認可の申請があったときは、市町村長は、認可申

請に係る地域型保育事業所が所在する教育・保育提供区域

における当該年度の特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業所（事業所内保育事業所における労働者枠に係る部

分を除き、当該子ども・子育て支援事業計画に基づき基盤

整備を行っている教育・保育施設及び地域型保育事業所を

含む。）の利用定員の総数（法第十九条第一項第三号に掲

げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）が、市町村

子ども・子育て支援事業計画において定める当該教育・保

育提供区域における当該年度の特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数（法第十九条

第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限

る。）に既に達しているか、又は当該認可申請に係る地域

型保育事業所の設置によってこれを超えることになると認

めるときは、地域型保育事業の認可をしないことができ

る。この場合において、法第十九条第一項の規定による認
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定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、当該認定区分

に係る量の見込みを上回っており、機動的な対応が必要で

あると認められる場合には、市町村は、地域の実情に応じ

て、当該認可申請に係る地域型保育事業所の認可を行うこ

とが望ましい。

３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする

地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施

時期に関する事項

（一） 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み

各年度における教育・保育提供区域ごとの地域子ども・子育

て支援事業の量の見込みについては、市町村子ども・子育て支

援事業計画を作成しようとするときにおける当該市町村に居住

する子ども及びその保護者の地域子ども・子育て支援事業に該

当する事業の利用状況及び利用希望把握調査等により把握する

利用希望を踏まえて作成すること。具体的には、例えば一時預

かり事業の量の見込みについては、現行の一時預かり事業に加

え、幼稚園における預かり保育の利用状況や利用希望を踏まえ

るなど、地域子ども・子育て支援事業に該当する事業の利用状

況及び利用希望を分析し、かつ評価し、参酌標準（市町村子ど

も・子育て支援事業計画において地域子ども・子育て支援事業

の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準として別表第

三に掲げるものをいう。別表第一において同じ。）を参考とし

て、事業の種類ごとの量の見込みを定めるとともに、その算定

に当たっての考え方を示すこと。

量の見込みを定める際に、必要に応じて、地域の実情を踏ま

えて社会的流出入等を勘案することができる。この場合には、

地方版子ども・子育て会議においてその算出根拠を調査審議す

るなど、量の見込みの算出根拠の透明化を図ること。

（二） 実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保

の内容及びその実施時期

市町村子ども・子育て支援事業計画においては、（一）によ

り定めた各年度の量の見込みに対応するよう、事業の種類ごと

に、各年度における地域子ども・子育て支援事業の提供体制の

確保の内容及びその実施時期を定める。

放課後児童健全育成事業の実施に当たっては、引き続き子ど

もの健全育成を図る中核的な活動拠点である児童館や放課後子

ども教室等との連携に努めるとともに、学校等とも連携し、放

課後や週末等における子どもの安全かつ安心な居場所づくりを
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推進することが必要である。

また、地域子ども・子育て支援事業の実施に当たっては、妊

娠・出産期からの切れ目ない支援に配慮することが重要であ

り、母子保健関連施策との連携の確保が必要である。このた

め、妊婦に対する健康診査を始め、母子保健に関する知識の普

及、妊産婦等への保健指導その他の母子保健関連施策等を推進

することが必要である。なお、その実施に当たっては、二十一

世紀における母子保健の国民運動計画である「健やか親子二十

一」の趣旨を十分踏まえること。

４ 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教

育・保育の推進に関する体制の確保の内容に関する事項

市町村は、認定こども園が幼稚園及び保育所の機能を併せ持

ち、保護者の就労状況及びその変化等によらず柔軟に子どもを受

け入れられる施設であることを踏まえ、現在の教育・保育の利用

状況及び利用希望に沿って教育・保育施設の適切な利用が可能と

なるよう、幼稚園及び保育所から認定こども園への移行に必要な

支援その他地域の実情に応じた認定こども園の普及に係る基本的

考え方を記載すること。中でも幼保連携型認定こども園について

は、学校及び児童福祉施設として一の認可の仕組みとした制度改

正の趣旨を踏まえ、その普及に取り組むことが望ましい。

また、幼稚園教諭と保育士の合同研修に対する支援等の市町村

が行う必要な支援に関する事項を定めること。

また、第一の子ども・子育て支援の意義に関する事項を踏ま

え、質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の役

割、提供の必要性等に係る基本的考え方及びその推進方策を定め

ること。その際、乳幼児期の発達が連続性を有するものであるこ

とや、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な

ものであることに十分留意すること。さらに、第二の二の３に掲

げる教育・保育施設及び地域型保育事業を行う者の相互の連携並

びに認定こども園、幼稚園及び保育所と小学校等との連携につい

ての基本的考え方を踏まえ、市町村におけるこれらの連携の推進

方策を定めること。

三 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する任意記載事項

市町村子ども・子育て支援事業計画において地域の実情に応じて

定めることとされた事項は、次に掲げる事項その他別表第四に掲げ

る事項とする。

１ 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設又は特定
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地域型保育事業の円滑な利用の確保に関する事項

市町村は、小学校就学前子どもの保護者が、産前・産後休業、

育児休業明けに希望に応じて円滑に特定教育・保育施設又は特定

地域型保育事業を利用できるよう、産前・産後休業、育児休業期

間中の保護者に対する情報提供や相談支援等を行うとともに、利

用希望把握調査の結果を踏まえて設定した教育・保育の量の見込

みを基に、計画的に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業

の整備を行うこと。

特に、現在、零歳児の子どもの保護者が、保育所等への入所時

期を考慮して育児休業の取得をためらったり、取得中の育児休業

を途中で切り上げたりする状況があることを踏まえ、育児休業満

了時（原則一歳到達時）からの特定教育・保育施設又は特定地域

型保育事業の利用を希望する保護者が、育児休業満了時から利用

できるような環境を整えることが重要である。

これらの点を踏まえつつ、各市町村の実情に応じた施策を盛り

込むこと。

２ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道

府県が行う施策との連携に関する事項

次に掲げる施策を踏まえつつ、都道府県が行う施策との連携に

関する事項及び各市町村の実情に応じた施策を記載すること。

（一）児童虐待防止対策の充実

市町村においては、養育支援を必要とする家庭を早期に把握

し、地域の子育て支援を活用して虐待を予防するほか、虐待の

早期発見、早期対応に努め、児童相談所の権限や専門性を要す

る場合には、遅滞なく児童相談所の介入を求めることが重要で

あり、このための関係機関との連携強化が不可欠である。

⑴ 関係機関との連携及び市町村における相談体制の強化

市町村における虐待の発生予防、早期発見、早期対応等の

ためには、地域の関係機関の連携並びに情報の収集及び共有

により支援を行う要保護児童対策地域協議会（以下「協議会

」という。）の取組の強化が必要である。具体的には、協議

会に、市町村（児童福祉、母子保健等の担当部局）、児童相

談所、保健センター、保健所、児童委員、保育所及び児童家

庭支援センターその他の児童福祉施設、学校、教育委員会、

警察、医療機関並びにＮＰＯ、ボランティア等の民間団体等

幅広い関係者の参加を得る。また、協議会の効果的な運営並

びに市町村の虐待相談対応における組織的な対応及び適切な



- 25 -

アセスメントを確保するため、要保護児童対策調整機関等の

市町村の関係機関への専門性を有する職員の配置や、都道府

県等が実施する講習会等への参加等を通じた市町村の体制の

強化及び資質の向上を図る。さらに、市町村は、一時保護等

の実施が適当と判断した場合における児童相談所長等への通

知を始め、児童相談所の専門性や権限を要する場合に児童相

談所に適切に援助を求めるほか、都道府県と相互に協力し

て、児童虐待による死亡事例等の重大事例の検証を行う。こ

れらの取組を通じ、市町村は都道府県との連携強化を図るこ

と。

⑵ 発生予防、早期発見、早期対応等

虐待の発生予防のため、健康診査や保健指導等の母子保健

活動や地域の医療機関等との連携、乳児家庭全戸訪問事業の

実施等を通じて、妊娠、出産及び育児期に養育支援を必要と

する子どもや妊婦の家庭を早期に把握するとともに、特に支

援を必要とする場合には、養育支援訪問事業等の適切な支援

につなげる。また、市町村において児童福祉担当部局と母子

保健担当部局が緊密な連携を図るとともに、医療機関と市町

村が効果的に情報の提供及び共有を行うための連携体制の構

築を図ることが必要である。さらに、虐待の発生予防、早期

発見等のため、児童委員やＮＰＯ、ボランティア等の民間団

体等を積極的に活用する。

⑶ 社会的養護施策との連携

市町村が子ども・子育て支援を推進するに際しては、子育

て短期支援事業を実施する児童養護施設等との連携、市町村

の求めに応じて技術的助言等を行う児童家庭支援センターの

活用等、社会的養護の地域資源を地域の子ども・子育て支援

に活用するための連携が必要である。他方で、地域の里親や

地域分散化を進める児童養護施設等において子どもが健やか

に成長するためには、市町村、学校、民間団体等の地域の関

係機関の理解と協力のほか、里親の開拓や里親支援につなが

る広報・啓発等における都道府県との連携により、地域の中

で社会的養護が行えるような支援体制の整備をする。また、

母子生活支援施設については、母子が一緒に生活しつつ母と

子の関係に着目した支援を受けることができることから、福

祉事務所、児童相談所、婦人相談所等の関係機関と連携し、

その積極的な活用、支援機能の充実、広域利用の推進を図

る。
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（二）母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進

母子家庭及び父子家庭の自立支援については、子育て短期支

援事業、母子家庭等日常生活支援事業、保育及び放課後児童健

全育成事業の利用に際しての配慮等の各種支援策を推進するほ

か、母子及び寡婦福祉法、同法に基づく国の基本方針及びこれ

に則して都道府県等が策定する母子家庭及び寡婦自立促進計画

等の定めるところにより、子育て・生活支援策、就業支援策、

養育費の確保策及び経済的支援策を四本柱として総合的な自立

支援を推進する。

（三）障害児施策の充実等

障害の原因となる疾病及び事故の予防、早期発見並びに治療

の推進を図るため、妊婦及び乳幼児に対する健康診査並びに学

校における健康診断等を推進することが必要である。

また、障害児等特別な支援が必要な子どもの健全な発達を支

援し、身近な地域で安心して生活できるようにする観点から、

自立支援医療（育成医療）の給付のほか、年齢や障害等に応じ

た専門的な医療や療育の提供が必要である。また、保健、医

療、福祉、教育等の各種施策の円滑な連携により、在宅支援の

充実、就学支援を含めた教育支援体制の整備等の一貫した総合

的な取組を推進するとともに、児童発達支援センター等による

地域支援・専門的支援の強化や保育所等訪問支援の活用を通し

て地域の障害児等特別な支援が必要な子どもとその家族等に対

する支援の充実に努めることが必要である。

さらに、自閉症、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（

ＡＤＨＤ）等の発達障害を含む障害のある子どもについては、

障害の状態に応じて、その可能性を最大限に伸ばし、当該子ど

もが自立し、社会参加をするために必要な力を培うため、幼稚

園教諭、保育士等の資質や専門性の向上を図るとともに、専門

家等の協力も得ながら一人一人の希望に応じた適切な教育上必

要な支援等を行うことが必要である。

そのためには、乳幼児期を含め早期からの教育相談や就学相

談を行うことにより、本人や保護者に十分な情報を提供すると

ともに、認定こども園、幼稚園、保育所、小学校、特別支援学

校等において、保護者を含めた関係者が教育上必要な支援等に

ついて共通理解を深めることにより、保護者の障害受容及びそ

の後の円滑な支援につなげていくことが重要である。また、本

人及び保護者と市町村、教育委員会、学校等とが、教育上必要

な支援等について合意形成を図ることが求められる。



- 27 -

特に発達障害については、社会的な理解が十分になされてい

ないことから、適切な情報の周知も必要であり、さらに家族が

適切な子育てを行えるよう家族への支援を行うなど、発達障害

者支援センターとの連携を密にしながら、支援体制整備を行う

ことが必要である。

特定教育・保育施設、特定地域型保育事業を行う者、放課後

児童健全育成事業を行う者等は、障害児等特別な支援が必要な

子どもの受入れを推進するとともに、受入れに当たっては、各

関係機関との連携を図ることが必要である。

３ 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために

必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項

次に掲げる施策を踏まえつつ、各市町村の実情に応じた施策を

その内容に盛り込むこと。

（一）仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し（長時間労

働の抑制に取り組む労使に対する支援等を含む）

仕事と生活の調和の実現については、「仕事と生活の調和（

ワーク・ライフ・バランス）憲章」（以下「憲章」という。）

及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」（以下「行動

指針」という。）において、労使を始め国民が積極的に取り組

むこと、国や地方公共団体が支援すること等により、社会全体

の運動として広げていく必要があるとされている。

このため、市町村は、地域の実情に応じ、自らの創意工夫の

下に、次のような施策を進めることが望ましい。その際、都道

府県、地域の企業、経済団体、労働者団体、都道府県労働局、

仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直しや子ども・子

育て支援に取り組む民間団体等と相互に密接に連携し、協力し

合いながら、地域の実情に応じた取組を進めることが必要であ

る。

⑴ 仕事と生活の調和の実現に向けた労働者、事業主、地域住

民の理解や合意形成の促進及び具体的な実現方法の周知のた

めの広報、啓発

⑵ 法その他の関係法律に関する労働者、事業主、地域住民へ

の広報、啓発

⑶ 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し及び子ど

も・子育て支援に取り組む企業及び民間団体の好事例の情報
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の収集及び提供等

⑷ 仕事と生活の調和に関する企業における研修及びコンサル

タント、アドバイザーの派遣

⑸ 仕事と生活の調和の実現に積極的に取り組む企業の認証、

認定や表彰制度等仕事と生活の調和を実現している企業の社

会的評価の促進

⑹ 融資制度や優遇金利の設定、公共調達における優遇措置等

による、仕事と生活の調和の実現に積極的に取り組む企業に

おける取組の支援

（二）仕事と子育ての両立のための基盤整備

保育及び放課後児童健全育成事業の充実、子育て援助活動支

援事業の設置促進等の多様な働き方に対応した子育て支援を展

開する。

四 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する基本的記

載事項

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定めることと

された事項は、次に掲げる事項その他別表第五に掲げる事項とす

る。

１ 区域の設定に関する事項

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、市町村

が定める教育・保育提供区域を勘案して、教育・保育の量の見込

み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及

びその実施時期を定める単位となる区域を定めるものとされてお

り、都道府県は、隣接市町村間等における広域利用等の実態を踏

まえて、区域（以下「都道府県設定区域」という。）を定めるこ

と。その際、都道府県設定区域は、２の（二）の⑵に規定する教

育・保育施設の認可、認定の際に行われる需給調整の判断基準と

なることを踏まえて設定すること。

この場合において、都道府県設定区域は、教育・保育及び地域

子ども・子育て支援事業を通じて共通の区域設定とすることが基

本となる。一方、都道府県設定区域は、２の（二）の⑵に規定す

る教育・保育施設の認可、認定の際に行われる需給調整の判断基

準となること等から、認定区分ごと、地域子ども・子育て支援事

業の事業ごとに教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事
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業の広域利用の実態が異なる場合には、実態に応じて、これらの

区分又は事業ごとに設定することができる。

２ 各年度における教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教

育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項

（一） 各年度における教育・保育の量の見込み

各年度における都道府県設定区域ごとの教育・保育の量の見

込みについては、参酌標準（都道府県子ども・子育て支援事業

支援計画において教育・保育の量の見込みを定めるに当たって

参酌すべき標準として別表第六に掲げるものをいう。別表第五

において同じ。）を参考として、原則として次に掲げる区分ご

とに、それぞれ次に掲げる必要利用定員総数（⑶については、

特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数及び特定地域型保

育事業所に係る必要利用定員総数の合計）を定める。

また、都道府県設定区域ごとに均衡のとれた教育・保育の提

供が行われるよう、地域の実情に応じた見込量を定めるととも

に、その算定に当たっての考え方を示すことが必要である。

必要利用定員総数を定める際に、必要に応じて、地域の実情

を踏まえて社会的流出入等を勘案することができる。この場合

には、地方版子ども・子育て会議においてその算定根拠を調査

審議するなど、必要利用定員総数の算定根拠の透明化を図るこ

と。

なお、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に当

たっては、市町村子ども・子育て支援事業計画における数値を

都道府県設定区域ごとに集計したものを基本として、これを更

に都道府県全域で集計した結果が、都道府県子ども・子育て支

援事業支援計画における見込みの数値と整合性がとれるよう、

一の２の（三）に基づき都道府県は市町村に、一定期間ごとに

報告を求める等の連携を図るとともに、広域的な観点から市町

村子ども・子育て支援事業計画を調整する必要があると認めら

れる場合には、十分な調整を図ること。

⑴ 法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する子ども 特定教育・保育施設（認定こども園及び幼稚

園に限る。）に係る必要利用定員総数（特定教育・保育施設

に該当しない幼稚園に係るものを含む。）

⑵ 法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する子ども 特定教育・保育施設（認定こども園及び保育

所に限る。）に係る必要利用定員総数（認可外保育施設等を
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利用する小学校就学前子どものうち保育を必要とする者を含

む。）

⑶ 法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する子ども 年齢区分ごとの特定教育・保育施設（認定こ

ども園及び保育所に限る。）及び特定地域型保育事業所（事

業所内保育事業所における労働者枠に係る部分を除く。）に

係る必要利用定員総数の合計数（認可外保育施設等を利用す

る小学校就学前子どものうち保育を必要とする者を含む。）

（二） 実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその

実施時期等

⑴ 実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びそ

の実施時期

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、都

道府県設定区域ごと及び次のアからウまでに掲げる区分ごと

に、それぞれ次のアからウまでに掲げる特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業所に係る教育・保育の提供体制の確

保の内容及びその実施時期を定める。

その際、子ども・子育て支援制度が、保護者の選択に基づ

き、多様な施設又は事業者から教育・保育を受けられるよう

な提供体制の確保を目的の一つとしていることに鑑み、保護

者の就労状況及びその変化等のみならず、子どもの教育・保

育施設の利用状況等に配慮しつつ、柔軟に子どもを受け入れ

るための体制確保、地域の教育・保育施設の活用等も勘案

し、現在の教育・保育の利用状況及び利用希望を十分に踏ま

えた上で定めること。

この場合において、都道府県は、「待機児童解消加速化プ

ラン」において目標年次としている平成二十九年度末まで

に、（一）により定めた各年度の量の見込みに対応する特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業を整備することを目

指し、各年度における提供体制の確保の内容及びその実施時

期を定めること。

都道府県は、保育の提供を行う意向を有する事業者の把握

に努めた上で、当該事業者への情報の提供を適切に行う等、

多様な事業者の参入を促進する工夫を図ることが必要であ

る。

なお、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に

当たっては、市町村子ども・子育て支援事業計画における数

値を都道府県設定区域ごとに集計したものを基本として、こ
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れを更に都道府県全域で集計した結果が、都道府県子ども・

子育て支援事業支援計画における実施しようとする教育・保

育の提供体制の確保の内容及びその実施時期と整合性がとれ

るよう、一の２の（三）に基づき、都道府県は市町村に一定

期間ごとに報告を求める等の連携を図るとともに、都道府県

設定区域内の関係市町村の市町村子ども・子育て支援事業計

画を調整する必要があると認められる場合には、円滑な調整

を図ることが必要である。

なお、「待機児童解消加速化プラン」等により、認可外保

育施設の認可施設への移行を支援しているところであるが、

当分の間、イ及びウについては、市町村又は都道府県が一定

の施設基準に基づき運営費支援等を行っている認可外保育施

設等による保育の提供体制の確保について、イ及びウに定め

る確保の内容に加えて記載することを可能とする。

ア 法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する子ども 特定教育・保育施設及び幼稚園（特定教

育・保育施設に該当するものを除く。）

イ 法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する子ども 特定教育・保育施設

ウ 法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する子ども 年齢区分ごとに係る特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業所（事業所内保育事業所における

労働者枠に係る部分を除く。）

⑵ 都道府県の認可及び認定に係る需給調整の考え方

ア 都道府県の認可、認定に係る需給調整の基本的考え方

（ア）都道府県知事は、認定こども園法第三条第七項の規

定により、認定こども園（幼保連携型認定こども園を

除く。以下(ア）において同じ。）に関する認定の申

請があった場合において、当該認定こども園が所在す

る都道府県設定区域における次のａからｃまでに掲げ

る利用定員の総数が、それぞれ次のａからｃまでに定

める都道府県子ども・子育て支援事業支援計画におい

て定める当該都道府県設定区域における必要利用定員

総数（当該年度に係るものをいう。）に既に達してい

るか、又は当該認定申請に係る認定こども園の設置に

よってこれを超えることになると認めるときは、認定
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こども園の認定をしないことができる。

この際、都道府県知事は、当該認定申請に係る認定

こども園が、同条第五項の規定に基づく基準に該当

し、かつ、同条第一項又は第三項の条例で定める基準

に適合している場合は認定するものとすることとされ

ているため、認定に係る需給調整については、慎重に

取り扱われるべきものであることに留意が必要であ

る。

ａ 特定教育・保育施設の利用定員の総数（法第十九

条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに係る

ものに限る。） 特定教育・保育施設に係る必要利

用定員総数（同号に掲げる小学校就学前子どもに係

るものに限る。）

ｂ 特定教育・保育施設の利用定員の総数（法第十九

条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る

ものに限る。） 特定教育・保育施設に係る必要利

用定員総数（同号に掲げる小学校就学前子どもに係

るものに限る。）

ｃ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所（

事業所内保育事業所における労働者枠に係る部分を

除く。）の利用定員の総数（法第十九条第一項第三

号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。

） 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所

に係る必要利用定員総数（同号に掲げる小学校就学

前子どもに係るものに限る。）

（イ）都道府県知事は、認定こども園法第十七条第六項の

規定により、幼保連携型認定こども園に関する認可の

申請があった場合において、当該幼保連携型認定こど

も園が所在する都道府県設定区域における（ア）のａ

からｃまでに掲げる利用定員の総数が、それぞれ（ア

）のａからｃまでに定める都道府県子ども・子育て支

援事業支援計画において定める当該都道府県設定区域

における必要利用定員総数（当該年度に係るものをい

う。）に既に達しているか、又は認可申請に係る幼保

連携型認定こども園の設置によってこれを超えること

になると認めるときは、幼保連携型認定こども園の認



- 33 -

可をしないことができる。

この際、都道府県知事は、当該認可申請に係る幼保

連携型認定こども園が、同条第二項の規定に基づく基

準に該当し、かつ、認定こども園法第十三条第一項の

条例で定める基準に適合している場合は認可するもの

とすることとされているため、認可に係る需給調整に

ついては、慎重に取り扱われるべきものであることに

留意が必要である。

(ウ）都道府県知事は、児童福祉法第三十五条第八項の規

定により、保育所に関する認可の申請があった場合に

おいて、当該保育所が所在する都道府県設定区域にお

ける次のａ及びｂに掲げる利用定員の総数が、それぞ

れ次のａ及びｂに定める都道府県子ども・子育て支援

事業支援計画において定める当該都道府県設定区域に

おける必要利用定員総数（当該年度に係るものをい

う。）に既に達しているか、又は当該認可申請に係る

保育所の設置によってこれを超えることになると認め

るときは、保育所の認可をしないことができる。

この際、都道府県知事は、当該認可申請に係る保育

所が、同条第五項の規定に基づく基準に該当し、か

つ、同法第四十五条第一項の条例で定める基準に適合

している場合は認可するものとすることとされている

ため、認可に係る需給調整については、慎重に取り扱

われるべきものであることに留意が必要である。

ａ 特定教育・保育施設の利用定員の総数（法第十九

条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る

ものに限る。） 特定教育・保育施設に係る必要利

用定員総数（同号に掲げる小学校就学前子どもに係

るものに限る。）

ｂ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育所（事業

所内保育事業所における労働者枠に係る部分を除

く。）の利用定員の総数（法第十九条第一項第三号

に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所に

係る必要利用定員総数（同号に掲げる小学校就学前

子どもに係るものに限る。）
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イ 子ども・子育て支援事業計画において実施しようとする

ものとして定められた教育・保育の提供体制の確保の内容

に含まれない教育・保育施設の認可及び認定の申請に係る

需給調整

アにかかわらず、子ども・子育て支援事業計画に基づ

き、教育・保育施設又は地域型保育事業所の整備を行って

いる場合において、当該整備を行っている教育・保育施設

又は地域型保育事業所の認可又は認定が行われる前に、教

育・保育施設（⑴により、実施しようとする教育・保育の

提供体制の確保の内容として子ども・子育て支援事業計画

に定めたものを除く。）の認可又は認定の申請があったと

きは、都道府県知事は、次に掲げるときに該当するとき

は、教育・保育施設の認可又は認定をしないことができ

る。この場合において、法第十九条第一項の規定による認

定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、当該認定区分

に係る量の見込みを上回っており、機動的な対応が必要で

あると認められる場合には、都道府県知事は、地域の実情

に応じて、当該認可申請に係る教育・保育施設の認可を行

うことが望ましい。

（ア）認可又は認定の申請に係る教育・保育施設が所在す

る都道府県設定区域における当該年度の特定教育・保

育施設（当該子ども・子育て支援事業計画に基づき基

盤整備を行っている教育・保育施設を含む。）の利用

定員の総数（法第十九条第一項第一号に掲げる小学校

就学前子どもに係るものに限る。）が、都道府県子ど

も・子育て支援事業支援計画において定める当該都道

府県設定区域における当該年度の特定教育・保育施設

に係る必要利用定員総数（法第十九条第一項第一号に

掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）に既

に達しているか、又は当該認可又は認定の申請に係る

教育・保育施設の設置によってこれを超えることにな

ると認めるとき。

（イ）認可又は認定の申請に係る教育・保育施設が所在す

る都道府県設定区域における当該年度の特定教育・保

育施設（当該子ども・子育て支援事業計画に基づき基

盤整備を行っている教育・保育施設を含む。）の利用

定員の総数（法第十九条第一項第二号に掲げる小学校

就学前子どもに係るものに限る。）が、都道府県子ど
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も・子育て支援事業支援計画において定める当該都道

府県設定区域における当該年度の特定教育・保育施設

に係る必要利用定員総数（法第十九条第一項第二号に

掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）に既

に達しているか、又は当該認可又は認定の申請に係る

教育・保育施設の設置によってこれを超えることにな

ると認めるとき。

（ウ）認可又は認定の申請に係る教育・保育施設が所在す

る都道府県設定区域における当該年度の特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業所（事業所内保育事業

所における労働者枠に係る部分を除き、当該子ども・

子育て支援事業計画に基づき基盤整備を行っている教

育・保育施設及び地域型保育事業所を含む。）の利用

定員の総数（法第十九条第一項第三号に掲げる小学校

就学前子どもに係るものに限る。）が、都道府県子ど

も・子育て支援事業支援計画において定める当該都道

府県設定区域における当該年度の特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数（

法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子ども

に係るものに限る。）に既に達しているか、又は当該

認可又は認定の申請に係る教育・保育施設及び特定地

域型保育事業所の設置によってこれを超えることにな

ると認めるとき。

ウ 幼稚園及び保育所が認定こども園に移行する場合におけ

る需給調整

（ア）都道府県知事は、アにかかわらず、幼稚園から幼保

連携型認定こども園又は幼稚園型認定こども園（以下

（ア）において「幼保連携型認定こども園等」とい

う。）への移行の認可又は認定の申請があった場合に

おいて、当該幼保連携型認定こども園等が所在する都

道府県設定区域における特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業所（事業所内保育事業所における労働

者枠に係る部分を除く。）の利用定員の総数（法第十

九条第一項第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子

どもに係るものに限る。）が、都道府県子ども・子育

て支援事業支援計画において定める当該都道府県設定

区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業所の必要利用定員総数（当該年度に係る同項第二
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号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るもの

に限る。）に、都道府県計画で定める数を加えた数に

既に達しているか、又は当該認可若しくは認定の申請

に係る幼保連携型認定こども園等の設置によってこれ

を超えることになると認めるときを除き、当該幼保連

携型認定こども園等の認可又は認定をするものとす

る。なお、都道府県計画で定める数は、認定こども園

への移行を促進するため、認定こども園・幼稚園・保

育所等の利用状況や認定こども園への移行の希望に十

分配慮し、幼稚園の認定こども園への移行に関する意

向等を踏まえて設定すること。この場合には、地方版

子ども・子育て会議において当該都道府県計画で定め

る数を調査審議するなど、その設定の透明化を図るこ

と。

（イ）都道府県知事は、アにかかわらず、保育所から幼保

連携型認定こども園又は保育所型認定こども園（以下

（イ）において「幼保連携型認定こども園等」とい

う。）への移行の認可又は認定の申請があった場合に

おいて、当該幼保連携型認定こども園等が所在する都

道府県設定区域における特定教育・保育施設の利用定

員の総数（法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就

学前子どもに係るものに限る。）が、都道府県子ども

・子育て支援事業支援計画において定める当該都道府

県設定区域における特定教育・保育施設の必要利用定

員総数（当該年度に係る同号に掲げる小学校就学前子

どもに係るものに限る。）に、都道府県計画で定める

数を加えた数に既に達しているか、又は当該認可若し

くは認定の申請に係る幼保連携型認定こども園等の設

置によってこれを超えることになると認めるときを除

き、当該幼保連携型認定こども園等の認可又は認定を

するものとする。なお、都道府県計画で定める数は、

認定こども園への移行を促進するため、認定こども園

・幼稚園・保育所等の利用状況や認定こども園への移

行の希望に十分配慮し、保育所の認定こども園への移

行に関する意向等を踏まえて設定すること。この場合

には、地方版子ども・子育て会議において当該都道府

県計画で定める数を調査審議するなど、その設定の透

明化を図ること。
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エ 教育・保育施設に該当しない幼稚園が存在する場合に係

る需給調整

都道府県知事は、アにかかわらず、教育・保育施設の認

可又は認定の申請があったときは、当該認可又は認定の申

請に係る教育・保育施設が所在する都道府県設定区域にお

ける当該年度の特定教育・保育施設の利用定員の総数（法

第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに係る

ものに限る。）及び特定教育・保育施設に該当しない幼稚

園の利用定員の総数の合計が、都道府県定区域における当

該年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数（法

第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに係る

ものに限る。）に既に達しているか、又は当該認可若しく

は認定の申請に係る教育・保育施設の設置によってこれを

超えることになると認める場合は、教育・保育施設の認可

又は認定をしないことができる。

３ 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教

育・保育の推進に関する体制の確保の内容に関する事項

都道府県は、認定こども園が幼稚園及び保育所の機能を併せ持

ち、保護者の就労状況及びその変化等によらず柔軟に子どもを受

け入れられる施設であることを踏まえ、現在の教育・保育の利用

状況及び利用希望に沿って教育・保育施設の利用が可能となるよ

う、都道府県設定区域ごとの目標設置数及び設置時期、幼稚園及

び保育所から認定こども園への移行に必要な支援その他地域の事

情に応じた認定こども園の普及に係る基本的考え方を記載するこ

と。中でも幼保連携型認定こども園については、学校及び児童福

祉施設として一の認可の仕組みとした制度改正の趣旨を踏まえ、

その普及に取り組むことが望ましい。

また、幼稚園教諭と保育士の合同研修に対する支援等の都道府

県が行う必要な支援に関する事項を定めること。

また、第一の子ども・子育て支援の意義に関する事項を踏ま

え、教育・保育の役割提供の必要性等に係る基本的考え方及びそ

の推進方策を定めること。その際、乳幼児期の発達が連続性を有

するものであることや、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の

基礎を培う重要なものであることに十分留意すること。さらに、

第二の二の３に掲げる教育・保育施設及び地域型保育事業を行う

者の相互の連携並びに認定こども園、幼稚園及び保育所と小学校

等との連携についての基本的考え方を踏まえ、都道府県における

これらの連携の推進方策を定めること。
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４ 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子

育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる

措置に関する事項

質の高い特定教育・保育及び特定地域型保育並びに地域子ども

・子育て支援事業（以下「特定教育・保育等」という。）の提供

に当たって基本となるのは人材であり、国、都道府県、市町村及

び特定教育・保育等を提供する事業者は、特定教育・保育等に係

る人材の確保及び養成を総合的に推進することが重要である。

都道府県は、このための中心的な役割を担っており、都道府県

子ども・子育て支援事業支援計画において、保育教諭、幼稚園教

諭、保育士その他の特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者

並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保又は資質

の向上のために講ずる措置に関する事項（特定教育・保育及び特

定地域型保育を行う者の見込数を含む。）を定めること。この場

合において、特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者の養成

及び就業の促進等に関する事項を盛り込むこと。その際、処遇改

善を始めとする労働環境等にも配慮すること。また、地域子ども

・子育て支援事業についても、従事する者の確保及び資質の向上

が必要であることから、都道府県は、必要な支援を行うこと。

保育教諭については、認定こども園法附則第五条において、施

行の日から起算して五年間は、幼稚園教諭の普通免許状又は保育

士資格のいずれかを有する場合は保育教諭となることができるこ

ととし、国は、この間において、片方の免許又は資格のみを有し

ている者の併有を促進するための特例措置を講じる。都道府県

は、この特例措置について、対象者への周知等を行うことが望ま

しい。

また、待機児童の解消のためには、保育士の人材確保が重要で

あることから、国は、指定保育士養成施設、大学等との連携及び

協働による研修等の充実や指定保育士養成施設の新規卒業者の確

保、就業継続の支援、保育士資格を有しているものの保育士とし

て保育現場において保育等に従事していないいわゆる「潜在保育

士」の再就職等の支援等に係る必要な支援策等を講じるととも

に、都道府県は、これらの施策等も活用して、積極的に保育士の

人材確保及び質の向上を図ること。特に、保育士の質の向上を図

るため、必要な研修等の実施体制の整備を含め、保育士を対象と

した研修を積極的に実施すること。

また幼稚園教諭については、国は教育委員会、大学等との連携

及び協働による研修等の充実や幼稚園教諭一種免許取得者数の増

加に係る必要な支援策等を講じるとともに、都道府県は、これら

の施策等も活用して、積極的に幼稚園教諭の人材確保及び質の向
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上を図ること。また、公立、私立を問わず幼稚園教諭等を対象と

した研修を積極的に実施すること。

都道府県は、地域の実情に応じて研修の実施方法及び実施回数

等を定めた研修計画を作成するとともに、研修受講者の記録の管

理等を行うことなどにより、研修を計画的に実施することが必要

である。

５ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策

の実施に関する事項並びにその円滑な実施を図るために必要な市町

村との連携に関する事項

次に掲げる施策を踏まえつつ、各都道府県の実情に応じた施策

及びその実施のために必要な市町村との連携に関する事項を盛り

込むこと。その際、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、

子育て短期支援事業等の市町村が行う事業は、都道府県が行う専

門的な知識等を要する施策と密接に関連しており、都道府県と市

町村は、互いの役割分担や事業の実施状況等を踏まえ、計画策定

段階から十分に調整、連携の上、取組を進める必要があることに

留意が必要である。

（一）児童虐待防止対策の充実

児童虐待から子どもを守るためには、発生予防から早期発

見、早期対応、子どもの保護及び支援、保護者への指導及び支

援等の各段階での切れ目のない総合的な対策を講ずる必要があ

る。また、福祉、保健、医療、教育、警察等の関係機関が連携

し、情報を共有して地域全体で子どもを守る体制の充実が必要

である。

⑴ 児童相談所の体制の強化

児童虐待防止対策の中心となる児童相談所の人員体制の強

化及び専門性の向上が重要である。具体的には、ケースの組

織的な管理及び対応、適切なアセスメント等を可能とするた

めの職員の適切な配置並びに法的、医学的な専門性を要する

対応や保護者への指導及び支援を行うための専門性の確保等

を図る。また、一時保護所については、一時保護委託も含め

て、社会的養護体制の整備の動向を勘案し、個別対応できる

居室の確保等の環境整備等機能及び体制の充実が必要であ

る。

⑵ 市町村や関係機関との役割分担及び連携の推進

児童相談所と市町村その他の関係機関との適切な役割分担
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及び連携を図るため、児童相談所は、市町村を始め、保健セ

ンター、保健所、保育所及び児童家庭支援センターその他の

児童福祉施設、学校、教育委員会、警察、医療機関並びに婦

人相談所その他の関係機関との連携を強化する。また、都道

府県は、対応が困難なケースには児童相談所が主体的に関与

することを前提として、ケースに関する市町村との積極的な

情報共有、支援方針の協議などの協働に努めるとともに、協

議会における児童相談所の積極的な助言及び協議会関係者向

けの研修の実施等により、協議会の機能強化や効果的運営を

支援する。

⑶ 妊婦や子育て家庭の相談体制の整備

都道府県は、妊娠等に関して悩みを抱える妊婦等に対する

相談体制の整備、里親及び養子縁組の制度等の周知等の支援

を行う。また、医療機関（産科、小児科、歯科、精神科等）

等と市町村との連携及び情報共有により、養育支援を必要と

する子どもや妊婦の家庭を把握し、市町村等による必要な支

援につなげるため、必要な環境整備や市町村等の取組への支

援を行う。

⑷ 児童虐待による死亡事例等の重大事例の検証

都道府県は、児童虐待による死亡事例等の重大事例につい

て地域特性を踏まえた検証を行い、その結果に基づき再発防

止のための措置を講じるほか、市町村が行う検証を支援す

る。

（二）社会的養護体制の充実

社会的養護の体制整備については、虐待を受けた子ども、障

害児等特別な支援が必要な子ども、ＤＶ被害の母子等の増加に

対応して、質・量ともに充実を図る必要がある。このため、社

会的養護は、できる限り家庭的な養育環境で行われることを目

指し、原則として家庭養護（里親及び小規模住居型児童養育事

業（ファミリーホーム）（以下「里親等」という。）における

養護をいう。）を優先するとともに、施設養護（児童養護施

設、乳児院等における養護をいう。）もできる限り家庭的な養

育環境の形態としていく必要がある。具体的には、今後十五年

で、社会的養護の形態（児童養護施設、乳児院及び里親等に限

る。）について、全ての本体施設を小規模グループケア化する

とともに、本体施設、グループホーム（地域小規模児童養護施

設及び分園型小規模グループケアをいう。以下（二）において
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同じ。）及び里親等をおおむね三分の一ずつの割合にしていく

ことを目標として必要事業量を設定するとともに、次の基本的

な方向性に沿って社会的養護体制の整備を計画的に推進し、質

の高いケアを目指す。

⑴ 家庭的養護の推進

ア 里親委託等の推進

社会的養護では里親委託を優先して検討することが原則

であり、里親等委託率を設定し、里親の開拓、里親支援の

充実等により里親委託を推進する。里親支援については、

児童相談所が中心となり、市町村や里親支援機関、施設の

里親支援専門相談員、児童家庭支援センター等と連携し、

里親の研修、相談支援、相互交流等を行う。また、里親の

開拓及び里親支援の充実のため、地域や関係機関の理解と

協力を得られるよう市町村等と連携して取り組むほか、小

規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）も促進す

る。

イ 施設の小規模化及び地域分散化の推進

（二）の柱書きの目標を達成するため、都道府県は、都

道府県推進計画（平成二十七年度から十五年間程度を対象

とした児童養護施設及び乳児院の小規模化及び地域分散化

並びに家庭養護の推進のために取り組むべき具体的な方策

を定めた計画をいう。）を、家庭的養護推進計画（管内の

各施設が小規模化等を進めるために取り組むべき具体的な

方策を定めた計画をいう。）と整合的なものとなるよう調

整して作成することとされており、これに沿い、本体施

設、グループホーム、里親等の必要事業量等を設定して地

域の実情に即した取組を推進すること。また、地域分散化

を進めるに際しては市町村等と連携し、地域の理解と協力

が得られるよう努める。

⑵ 専門的ケアの充実及び人材の確保・育成

虐待を受けた子ども等の安定した人格形成や精神的回復等

のため、専門的な知識や技術を有する者によるケアや養育が

必要である。特に、心理的困難や苦しみを抱え、日常生活に

生きづらさを感じている子どもには情緒障害児短期治療施設

における心理治療等の支援が、不良行為をした子どもや生活

指導を要する子どもには児童自立支援施設における社会的自

立に向けた支援が、ＤＶ被害を受けた母子や地域での自立し
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た生活が困難な母子には母子生活支援施設における専門的支

援が必要である。このため、各施設への家庭支援専門相談

員、里親支援専門相談員、心理療法担当職員等の専門的な職

員の配置の推進等専門的ケアの体制の整備や、基幹的職員研

修等への参加等施設職員の支援技術向上のための取組を行

う。また、社会的養護の担い手となる職員の確保及びその専

門性の向上のため、その必要量を踏まえて養成、研修体制を

整備する必要がある。さらに、社会的養護体制についても、

情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設に係る都道府

県単位での設置、児童養護施設及び乳児院等に係る一定規模

の地域単位での設置、里親等に係る市町村単位での複数確保

等、重層的で体系的な整備を推進する。

なお、情緒障害児短期治療施設については、各都道府県で

一か所以上の設置が適切である。

⑶ 自立支援の充実

社会的養護により育った子どもが一般家庭の子どもと同様

に社会において自立していけるよう、施設の退所等までに、

生活技術の知識や経験等自立生活に必要な力を始め、一人の

人間として生きていく基本的な力が得られる養育を行う必要

があり、そのための体制整備を行う。他方、自立生活能力が

ないまま施設退所等をすることとならないよう、十八歳以降

の措置延長を積極的に活用する。また、施設退所者等の自立

を支援する自立援助ホームについて、施設退所者数や地域の

実情等を勘案して必要量を見込み、設置を推進する。さら

に、社会的養護により育った子ども等が地域生活を送るため

に必要な支援の体制を整備する。

⑷ 家族支援及び地域支援の充実

虐待の防止、親子関係再構築、家庭復帰に向けた家庭環境

の調整、家庭復帰後の虐待の再発防止等のための家族支援の

充実や、施設による地域の里親等への支援、子育て短期支援

事業等の地域の子育て家庭への支援等の地域支援の充実が重

要である。このため、家庭支援専門相談員や里親支援専門相

談員の配置等施設のソーシャルワーク機能を強化するととも

に、児童家庭支援センターを積極的に活用する。さらに、母

子が一緒に生活しつつ母と子の関係に着目した支援が可能で

ある母子生活支援施設については、必要な体制整備を図ると

ともに、福祉事務所、児童相談所、婦人相談所等の関係機関

と連携し、その積極的な活用、支援機能の充実、広域利用の



- 43 -

推進を図る。

⑸ 子どもの権利擁護の推進

子どもの権利擁護の強化を図るため、児童福祉法第三十三

条の十に規定する被措置児童等虐待に対する措置及びケアの

質の向上のための取組等を進め、被措置児童等虐待の禁止に

ついて施設職員等への徹底、入所児童等や関係機関への周知

等その予防に取り組む。また、被措置児童等虐待に関する通

告や届出の受付、通告等があった場合の対応、被措置児童等

虐待が起こった場合の措置等に関し、ガイドラインを定め、

都道府県において予め対応について意識を共有するととも

に、適切に対応できる体制を整備するほか、必要に応じてガ

イドラインや体制を見直す。さらに、ケアの質の向上を進め

るため、施設ごとの施設運営指針や里親等養育指針に沿った

取組を推進するとともに、義務化された第三者評価の受審を

求める。

（三）母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進

母子家庭及び父子家庭の自立支援については、母子及び寡婦

福祉法、同法に基づく国の基本方針、これに則して都道府県等

が策定する母子家庭及び寡婦自立促進計画の定めるところによ

り、子育て・生活支援策、就業支援策、養育費の確保策及び経

済的支援策を四本柱として、総合的な自立支援を推進する。

（四）障害児施策の充実等

障害児等特別な支援が必要な子どもに対して、市町村におけ

る保健、医療、福祉、教育等の各種施策が体系的かつ円滑に実

施されるよう、都道府県は専門的かつ広域的な観点からの支援

を行うとともに、障害に応じた専門医療機関の確保等を通じ、

適切な医療を提供するほか、教育支援体制の整備を図る等の総

合的な取組を進めることが必要である。

また、障害児入所施設については、小規模グループケアの推

進、身近な地域での支援の提供、本体施設の専門機能強化を進

めることが望ましい。

発達障害については、社会的な理解が十分なされていないこ

とから適切な情報の周知も必要である。発達障害者支援センタ

ーについては、関係機関及び保護者に対する専門的情報の提供

及び支援手法の普及が必要になっていることから、職員の専門

性を十分確保するとともに、専門的情報及び支援手法の提供を

推進することが必要である。また、特別支援学校については、
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特別支援教育教諭免許状保有率の向上を図る等専門性の向上に

努めるとともに、在籍する子どもへの教育や指導に加えて、幼

稚園、小中学校等の教員の資質向上策への支援及び協力、地域

の保護者等への相談支援並びに幼稚園、小中学校等における障

害のある子どもへの教育的支援を行うことが必要である。

五 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する任意記載

事項

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において地域の実情に

応じて定めることとされた事項は、次に掲げる事項その他別表第七

に掲げる事項とする。

１ 市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項

（一）子ども・子育て支援事業計画作成時の調整

市町村は、一の２の（三）により、市町村子ども・子育て支援

事業計画の作成に当たって、市町村の区域を超えた教育・保育等

の利用が行われている場合等必要な場合には、教育・保育の量の

見込み並びに教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時

期等について、関係市町村と調整を行う。

都道府県は、当該市町村間の調整が整わない場合等必要な場合

において、地域の実情に応じ、市町村の区域を超えた広域的な見

地からの調整を行う。この調整は、一の２の（三）に規定する市

町村子ども・子育て支援事業計画の作成に当たって行われる都道

府県への報告等を通じて行われることから、都道府県子ども・子

育て支援事業支援計画においては、当該報告その他の協議及び調

整の手続等について定めること。

また、地域子ども・子育て支援事業については、四の５によ

り、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成段階から、都道府

県が行う専門的な知識等を要する施策との関連性に配慮した十分

な調整及び連携が必要であること等から、都道府県子ども・子育

て支援事業支援計画において、市町村子ども・子育て支援事業計

画の作成時における都道府県への協議及び調整について、必要な

事項を定めること。

（二）特定教育・保育施設の利用定員設定時の調整

市町村長は、市町村の区域を超えた広域的な利用が行われる特

定教育・保育施設の利用定員を定めようとするとき及び変更しよ

うとするときは、法第三十一条第三項及び第三十二条第三項の規

定により、あらかじめ、都道府県知事に協議を行うこととされて

いることから、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画におい
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て、当該協議の手続等について定めること。

都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に定め

る当該利用定員に係る特定教育・保育施設が所在する都道府県設

定区域における教育・保育の提供体制の確保の内容を踏まえ、市

町村との協議を行うこと。

２ 教育・保育情報の公表に関する事項

教育・保育を利用し、又は利用しようとする子どもの保護者等

が適切かつ円滑に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を

利用する機会を確保するため、法第三章第四節の規定による教育

・保育情報の公表に係る体制の整備を始めとする教育・保育情報

の公表に関する事項を定めること。

３ 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために

必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項

次に掲げる施策を踏まえつつ、各都道府県の実情に応じた施策

をその内容に盛り込むこと。

（一）仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し（長時間労

働の抑制に取り組む労使に対する支援等を含む）

仕事と生活の調和の実現については、憲章及び行動指針にお

いて、労使を始め国民が積極的に取り組むこと、国や地方公共

団体が支援すること等により、社会全体の運動として広げてい

くことが必要とされている。

このため、地域の実情に応じ、自らの創意工夫の下に、次の

ような施策を進めることが望ましい。その際、市町村、地域の

企業、経済団体、労働者団体、都道府県労働局、仕事と生活の

調和の実現のための働き方の見直しや子ども・子育て支援に取

り組む民間団体等と相互に密接に連携、協力し合いながら、地

域の実情に応じた取組を進めることが必要である。具体的に

は、都道府県労働局に設置されている「仕事と生活の調和推進

会議」に積極的に参画すること等により密接な連携を図ること

が考えられる。

⑴ 仕事と生活の調和の実現に向けた労働者、事業主、地域住

民の理解や合意形成の促進及び具体的な実現方法の周知のた

めの広報・啓発

⑵ 法その他の関係法律に関する労働者、事業主、地域住民へ

の広報・啓発
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⑶ 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し及び子ど

も・子育て支援に取り組む企業及び民間団体の好事例の情報

の収集提供等

⑷ 仕事と生活の調和に関する企業における研修及びコンサル

タント・アドバイザーの派遣

⑸ 仕事と生活の調和や子ども・子育て支援策に積極的に取り

組む企業の認証、認定や表彰制度等仕事と生活の調和を実現

している企業の社会的評価の促進

⑹ 融資制度や優遇金利の設定、公共調達における優遇措置

等、仕事と生活の調和の実現に積極的に取り組む企業におけ

る取組の支援

（二）仕事と子育ての両立のための基盤整備

市町村と連携を図りつつ、広域的な観点から認定こども園や

保育所の充実等多様な働き方に対応した子育て支援を展開す

る。

六 その他

１ 子ども・子育て支援事業計画の作成の時期

市町村子ども・子育て支援事業計画については、法の施行の日

までに作成することが必要であるが、教育・保育施設及び地域型

保育事業の認可及び認定並びに特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の確認等の事務が法の施行の日の半年程度前に開始さ

れる予定であることに鑑み、教育・保育及び地域子ども・子育て

支援事業の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育及び地

域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施

時期について、法の施行の日の半年程度前までにおおむねの案を

取りまとめる必要がある。

また、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画についても、

教育・保育施設及び地域型保育事業の認可等の事務が法の施行の

日の半年程度前に開始される予定であることに鑑み、教育・保育

の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確

保の内容及びその実施時期について、法の施行の日の半年程度前

までにおおむねの案を取りまとめる必要がある。

２ 子ども・子育て支援事業計画の期間
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子ども・子育て支援事業計画は、法の施行の日から五年を一期

として作成することとする。

３ 子ども・子育て支援事業計画の達成状況の点検及び評価

市町村及び都道府県は、各年度において、子ども・子育て支援

事業計画に基づく施策の実施状況（教育・保育施設や地域型保育

事業の認可等の状況を含む。）や、これに係る費用の使途実績等

について点検、評価し、この結果を公表するとともに、これに基

づいて対策を実施すること。この場合において、公立の教育・保

育施設に係る施策の実施状況等についても、その対象とする必要

があることに留意が必要である。この際、この一連の過程を開か

れたものとするため、地方版子ども・子育て会議を活用すること

が望まれる。

評価においては、個別事業の進捗状況（アウトプット）に加

え、計画全体の成果（アウトカム）についても点検・評価するこ

とが重要である。子ども・子育て支援の推進においては、利用者

の視点に立った柔軟かつ総合的な取組が必要であり、このような

取組を評価するため、利用者の視点に立った指標を設定し、点検

及び評価を行い、施策の改善につなげていくことが望まれる。

法の施行後、法第十九条第一項の規定による認定を受けた保護

者の認定区分ごとの人数が、二の２の（一）又は四の２の（一）

により定めた当該認定区分に係る量の見込みと大きく乖離してい

る場合には、適切な基盤整備を行うため、計画の見直しが必要と

なる。このため、市町村は、法第十九条第一項の規定による認定

の状況を踏まえ、計画期間の中間年を目安として、必要な場合に

は、市町村子ども・子育て支援事業計画の見直しを行うこと。都

道府県においても、市町村子ども・子育て支援事業計画の見直し

状況等を踏まえ、必要な場合には、都道府県子ども・子育て支援

事業支援計画の見直しを行うこと。なお、この場合において見直

し後の子ども・子育て支援事業計画の期間は、当初の計画期間と

すること。

４ 子ども・子育て支援事業計画の公表

市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成したとき

は、遅滞なく、これを都道府県知事に提出するほか、これを公表

すること。

また都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を

作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出するほ

か、これを公表すること。
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５ 東日本大震災による被害が甚大であった地方公共団体における

子ども・子育て支援事業計画の作成等の取扱いについて

東日本大震災により甚大な被害を受けた市町村であって、将来

の見通しを立てることが極めて困難なものにおいては、市町村子

ども・子育て支援事業計画の作成に当たって、その実情に応じ、

弾力的な取扱いを行っても差し支えないこととする。

第四 児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要と

する児童の福祉増進のための施策との連携に関する事項

市町村は、社会的養護施策等の対象となる要保護児童、障害児等特

別な支援が必要な子ども等を含めた地域の子ども・子育て家庭全体を

対象として、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の基盤整備

を行う。一方で、都道府県は、児童福祉法に基づき児童相談所の設置

及び児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター等の設置

認可を行うとともに、母子及び寡婦福祉法に基づき母子家庭及び寡婦

自立支援計画に基づく施策を行うなど、要保護児童、障害児等特別な

支援が必要な子ども等に係る専門性が高い施策を担う。このため、都

道府県における必要な基盤整備を確保するとともに、市町村が第三の

三の２により市町村子ども・子育て支援事業計画に定めた事項及び都

道府県が第三の四の５により都道府県子ども・子育て支援事業支援計

画に定めた事項を踏まえ、市町村と都道府県が行うこれらの施策の連

携を確保し、支援を必要とする家庭に必要な支援が届くようにする必

要がある。

市町村は、協議会の活用等により、特に養育支援を必要とする家庭

を把握し、関係機関で情報共有、支援内容の協議等を行い、児童福祉

法第二十四条第五項の規定に基づく保育所又は幼保連携型認定こども

園への措置による入所及び・利用等の教育・保育の確実な利用の支

援、養育支援訪問事業等の地域子ども・子育て支援事業等の活用等に

よりこれらの家庭への支援を行うほか、都道府県の専門的な支援を必

要とする場合には、都道府県と連携して対応する。

また、都道府県は、要保護児童等について、市町村による保育の措

置及び地域子ども・子育て支援事業等による必要な支援を確保するほ

か、協議会の活用等により、これらの家庭に関する情報を市町村等の

関係機関と共有し、支援方針を検討し、継続した支援を行う。

また、里親等委託を始めとする社会的養護により養育されている子

どもや、社会的養護による養育から家庭復帰した子どもについても、

市町村等の関係機関と連携し、地域の理解及び協力を得るとともに、

地域の子ども・子育て支援等を活用することにより支援する。

第五 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために
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必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項

国民の希望する結婚、出産及び子育てを可能としつつ、働く意欲を

持つ全ての若者の労働市場参加を実現し、男女が子育ての喜びを実感

しながら仕事を続けられる社会をつくるためには、子ども・子育て支

援施策の充実のみならず「働き方の改革」による仕事と生活の調和の

双方を早期に実現することが必要である。

このため、国は、憲章及び行動指針を踏まえ、企業や労働者、国民

の取組を積極的に支援するとともに、多様な働き方に対応した子ども

・子育て支援のための社会的基盤づくりを積極的に行うため、以下の

施策を推進する。

一 子育て期間中を含めた働き方の見直し

中小企業を含め、全ての企業において、育児休業及び短時間勤務

等の柔軟な働き方に係る制度を利用しやすい環境整備を促進する

等、子育て期間中を含めた男女双方の働き方の見直し

二 父親も子育てができる働き方の実現

父母ともに育児休業を取得する場合に休業期間を延長できる「パ

パ・ママ育休プラス」等を活用した男性の育児休業の取得促進、積

極的に育児を担う男性を応援する「イクメンプロジェクト」等によ

る、職場や社会全体の意識の変革並びに男性の子育てへの関わりの

支援及び促進

三 事業主の取組の社会的評価の推進

仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し及び子ども・子

育て支援に積極的に取り組む企業の表彰制度並びに企業の取組を紹

介するインターネットへの掲載等仕事と生活の調和を実現している

企業の社会的評価の促進

四 国民への周知、理解の促進等

仕事と生活の調和の重要性に関する様々な機会を活用した国民の

理解の促進、仕事と子育てを両立しやすい社会の実現に向けた社会

的気運の醸成、インターネットによる周知・広報、両親学級等を通

じた子育てに関する理解の促進等

第六 その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必

要な事項

一 地方版子ども・子育て会議の設置に関する事項

市町村及び都道府県は、子ども・子育て支援事業計画等への子育

て当事者等の意見の反映を始め、子ども・子育て支援施策を地域の
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子ども及び子育て家庭の実情を踏まえて実施することを担保すると

ともに、子ども・子育て支援事業計画を定期的に点検、評価し、必

要に応じて改善を促すため、地方版子ども・子育て会議を置くこと

に努めること。

なお、地方版子ども・子育て会議の運営については、子どもの保

護者、幼児期の学校教育、保育及び子育て支援の関係者等の参画を

得るなど、会議が、地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏

まえてその事務を処理することができるものとなるよう、留意する

こと。

二 地方版子ども・子育て会議における子ども・子育て支援策の点検

・評価に関する事項

地方版子ども・子育て会議においては、毎年度、子ども・子育て

支援事業計画に基づく施策その他の地域における子ども・子育て支

援施策の実施状況（教育・保育施設や地域型保育事業の認可等の状

況を含む。）や費用の使途実績等について点検、評価し、必要に応

じて改善を促すこと。この場合において、公立の教育・保育施設に

係る施策の実施状況等についても、その対象とする必要があること

に留意が必要である。

市町村及び都道府県は、この結果を公表するとともに、これに基

づいて必要な措置を講じること。
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別表第一 市町村子ども・子育て支援事業計画必須記載事項

事 項 内 容

一 教育・保育提 教育・保育提供区域の設定の趣旨及び内容、各

供区域の設定 教育・保育提供区域の状況等を定めること。

二 各年度におけ 一 各年度における教育・保育の量の見込み

る教育・保育の 別表第二の参酌標準を参考として、各年度

量の見込み並び における市町村全域及び各教育・保育提供区

に実施しようと 域について、認定区分ごと（法第十九条第一

する教育・保育 項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当

の提供体制の確 する子どもにあっては、年齢区分ごと。次

保の内容及びそ 号、次表第二号及び別表第五第二号において

の実施時期 同じ。）の教育・保育の量の見込み（満三歳

未満の子どもについては保育利用率を含む。

）を定め、その算定に当たっての考え方を示

すこと。

二 実施しようとする教育・保育の提供体制の

確保の内容及びその実施時期

認定区分ごと及び特定教育・保育施設（特

定教育・保育施設に該当しない幼稚園を含む

）又は特定地域型保育事業の区分ごとの提供

体制の確保の内容及びその実施時期を定める

こと。

三 各年度におけ 一 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み

る地域子ども・ 別表第三の参酌標準を参考として、各年度

子育て支援事業 における市町村全域及び各教育・保育提供区

の量の見込み並 域について、地域子ども・子育て支援事業の

びに実施しよう 種類ごとの量の見込みを定め、その算定に当

とする地域子ど たっての考え方を示すこと。

も・子育て支援 二 実施しようとする地域子ども・子育て支援

事業の提供体制 事業の提供体制の確保の内容及びその実施時

の確保の内容及 期

びその実施時期 地域子ども・子育て支援事業の種類ごとの

提供体制の確保の内容及びその実施時期を定

めること。

四 子ども・子育 認定こども園の普及に係る基本的考え方等を定

て支援給付に係 めるほか、教育・保育及び地域子ども・子育て

る教育・保育の 支援事業の役割、提供の必要性等に係る基本的

一体的提供及び 考え方及びその推進方策、地域における教育・

当該教育・保育 保育施設及び地域型保育事業を行う者の連携並

の推進に関する びに認定こども園、幼稚園及び保育所と小学校
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体制の確保の内 等との連携の推進方策を定めること。

容
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別表第二 教育・保育の参酌標準

事 項 内 容

一 法第十九条第 満三歳以上の小学校就学前子どもの数から法第

一項第一号に掲 十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子ど

げる小学校就学 もに該当する子どもの数を除いた数を基本とし

前子どもに該当 て、保護者の利用希望等を勘案して、計画期間

する子ども 内における必要利用定員総数を設定すること。

二 法第十九条第 認定区分ごとに、現在の保育の利用状況(認可

一項第二号及び 外保育施設の利用及び幼稚園の預かり保育の定

第三号に掲げる 期的な利用を含む。)を基本として、保護者の

小学校就学前子 利用希望等を勘案して、計画期間内における必

どもに該当する 要利用定員総数を設定すること。

子ども
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別表第三 地域子ども・子育て支援事業の参酌標準

事 項 内 容

一 利用者支援に 利用希望把握調査等により把握した、子ども・

関する事業 子育て支援に係る情報提供、相談支援等の利用

希望に基づき、子ども又は子どもの保護者の身

近な場所で必要な支援を受けられるよう、地域

の実情、関係機関との連携の体制の確保等に配

慮しつつ、計画期間内における適切と考えられ

る目標事業量を設定すること。

二 時間外保育事 利用希望把握調査等により把握した、小学校就

業 学前子どもの保育に係る希望利用時間帯を勘案

して、計画期間内における適切と考えられる目

標事業量を設定すること。

三 放課後児童健 小学校就学前子どもに係る保育との連続性を重

全育成事業 視し、利用希望把握調査等により把握した放課

後児童健全育成事業に係る利用希望を勘案し

て、計画期間内における適切と考えられる目標

事業量を設定すること。

なお、学年が上がるほど利用の減少傾向がある

ことやおおむね十歳前後までに遊びや生活面で

自己管理が可能となる等自立が進むことに留意

すること。

四 子育て短期支 利用希望把握調査等により把握した、保護者の

援事業 疾病や仕事等のやむを得ない理由により家庭に

おいて子どもを養育することが一時的に困難と

なった期間の実績に基づき、子育て援助活動支

援事業等の他の事業による対応の可能性も勘案

しながら、計画期間内における適切と考えられ

る目標事業量を設定すること。

五 乳児家庭全戸 出生数等を勘案して、計画期間内における適切

訪問事業 と考えられる目標事業量を設定すること。

六 養育支援訪問 児童福祉法第六条の三第五項に規定する要支援

事業及び要保護 児童及び特定妊婦並びに同条第八項に規定する

児童対策地域協 要保護児童の数等を勘案して、計画期間内にお

議会その他の者 ける適切と考えられる目標事業量を設定するこ

による要保護児 と。

童等に対する支

援に資する事業

七 地域子育て支 利用希望把握調査等により把握した、地域子育
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援拠点事業 て支援拠点事業の希望利用日数等に基づき、居

宅より容易に移動することが可能な範囲で利用

できるよう配慮しながら、計画期間内における

適切と考えられる目標事業量を設定すること。

八 一時預かり事 利用希望把握調査等により把握した、小学校就

業 学前子どもを一時的に第三者に預けた日数（幼

稚園の預かり保育を利用した日数（幼稚園の預

かり保育を定期的に利用した場合を除く。）を

含む。）の実績に、今後の利用希望を加えたも

のを勘案して、子育て援助活動支援事業等の他

の事業による対応の可能性も勘案しながら、計

画期間内における適切と考えられる目標事業量

を設定すること。

九 病児保育事業 以下のいずれかの方法で設定すること。

一 法第十九条第一項第二号又は第三号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する子ども

の数を病児保育事業の利用可能性がある者

と捉えた上で、利用希望把握調査等により

把握した事業の利用実績及び利用希望を勘

案して、計画期間内における適切と考えら

れる目標事業量を設定すること。

二 利用希望把握調査等により把握した事業

の利用実績及び利用希望を勘案して、市町

村が適切と考える区域ごとに整備されるよ

う、計画期間内における適切と考えられる

目標事業量を設定すること。

十 子育て援助活 利用希望把握調査等により把握した、子どもを

動支援事業 一時的に第三者に預けた日数（幼稚園の預かり

保育を定期的に利用した場合を除く。）の実績

に基づき、一時預かり事業等の他の事業による

対応の可能性も勘案しながら、計画期間内にお

ける適切と考えられる目標事業量を設定するこ

と。

十一 妊婦に対し 母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第

て健康診査を実 十三条第二項の規定による厚生労働大臣が定め

施する事業 る望ましい基準及び各年度の同法第十五条に規

定する妊娠の届出件数を勘案して、計画期間内

における適切と考えられる目標事業量を設定す

ること。
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別表第四 市町村子ども・子育て支援事業計画任意記載事項

事 項 内 容

一 市町村子ども 市町村子ども・子育て支援事業計画に係る法令

・子育て支援事 の根拠、基本理念、目的等を記載すること。

業計画の理念等

二 産後の休業及 育児休業満了時（原則一歳到達時）からの特定

び育児休業後に 教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用

おける特定教育 を希望する保護者が、育児休業満了時から利用

・保育施設等の できるような環境を整えることが重要であるこ

円滑な利用の確 とに留意しつつ、産前・産後休業、育児休業期

保に関する事項 間中の保護者に対する情報提供や相談支援等、

特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の

計画的な整備等、各市町村の実情に応じた施策

を定めること。

三 子どもに関す 児童虐待防止対策の充実、母子家庭及び父子家

る専門的な知識 庭の自立支援の推進、障害児施策の充実等につ

及び技術を要す いて、都道府県が行う施策との連携に関する事

る支援に関する 項及び各市町村の実情に応じた施策を定めるこ

都道府県が行う と。

施策との連携に

関する事項

四 労働者の職業 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直

生活と家庭生活 し及び仕事と子育ての両立のための基盤整備に

との両立が図ら ついて、各市町村の実情に応じた施策を定める

れるようにする こと。

ために必要な雇

用環境の整備に

関する施策との

連携に関する事

項

五 市町村子ども 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成の時

・子育て支援事 期を定めること。

業計画の作成の

時期

六 市町村子ども 市町村子ども・子育て支援事業計画の期間（五

・子育て支援事 年間）を定めること。

業計画の期間

七 市町村子ども 各年度における市町村子ども・子育て支援事業

・子育て支援事 計画の達成状況を点検及び評価する方法等を定

業計画の達成状 めること。
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況の点検及び評

価
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別表第五 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画必須記載事項

事 項 内 容

一 都道府県設定 都道府県設定区域の趣旨及び内容、各都道府県

区域の設定 設定区域の状況等を定めること。

二 各年度におけ 一 各年度における教育・保育の量の見込み

る教育・保育の 別表第六の参酌標準を参考として、各年度

量の見込み並び における都道府県全域及び都道府県設定区域

に実施しようと について、認定区分ごとの教育・保育の量の

する教育・保育 見込みを定め、その算定に当たっての考え方

の提供体制の確 を示すこと。

保の内容及びそ 二 実施しようとする教育・保育の提供体制の

の実施時期 確保の内容及びその実施時期

認定区分ごと及び特定教育・保育施設（特

定教育・保育施設に該当しない幼稚園を含

む。）又は特定地域型保育事業の区分ごとの

提供体制の確保の内容及びその実施時期を定

めること。

三 子ども・子育 都道府県設定区域ごとの認定こども園の目標設

て支援給付に係 置数及び設置時期、幼稚園及び保育所から認定

る教育・保育の こども園への移行に必要な支援その他認定こど

一体的提供及び も園の普及に係る基本的考え方等を定めるほ

当該教育・保育 か、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事

の推進に関する 業の役割、提供の必要性等に係る基本的考え方

体制の確保の内 及びその推進方策、地域における教育・保育施

容に関する事項 設及び地域型保育事業を行う者の連携並びに認

定こども園、幼稚園及び保育所と小学校等との

連携の推進方策を定めること。

四 特定教育・保 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並

育及び特定地域 びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者

型保育を行う者 の確保又は質の向上のために講ずる措置に関す

並びに地域子ど る事項（特定教育・保育及び特定地域型保育を

も・子育て支援 行う者の見込み数を含む。）等を定めること。

事業に従事する

者の確保及び資

質の向上のため

に講ずる措置に

関する事項

五 子どもに関す 児童虐待防止対策の充実、社会的養護体制の充

る専門的な知識 実、母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進並

及び技術を要す びに障害児施策の充実等について、都道府県の
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る支援に関する 実情に応じた施策及びその実施のために必要な

施策の実施に関 市町村との連携に関する事項を定めること。

する事項並びに

その円滑な実施

を図るために必

要な市町村との

連携に関する事

項

別表第六 教育・保育の参酌標準

事 項 内 容

法第十九条第一 市町村子ども・子育て支援事業計画における数

項各号に掲げる小 値を都道府県設定区域ごとに集計したものを基

学校就学前子ども 本として、第三の五の１を踏まえて都道府県設

に係る教育・保育 定区域ごとの広域調整を行ったものを定めるこ

と。

別表第七 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画任意記載事項

事 項 内 容

一 都道府県子ど 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に係

も・子育て支援 る法令の根拠、基本理念、目的及び特色等を記

事業支援計画の 載すること。

基本理念等

二 市町村の区域 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成時及

を超えた広域的 び特定教育・保育施設の利用定員の設定時にお

な見地から行う ける都道府県と市町村の協議及び調整等に係る

調整に関する事 事項を定めること。

項

三 教育・保育情 事業者が提供する教育・保育に係る教育・保育

報の公表に関す 情報の公表に関する実施体制の整備を始めとす

る事項 る教育・保育情報の公表に関する事項を定める

こと。

四 労働者の職業 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直

生活と家庭生活 し及び仕事と子育ての両立のための基盤整備に

との両立が図ら ついて、各都道府県の実情に応じた施策を定め

れるようにする ること。

ために必要な雇

用環境の整備に

関する施策との

連携に関する事
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項

五 都道府県子ど 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作

も・子育て支援 成の時期を定めること。

事業支援計画の

作成の時期

六 都道府県子ど 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の期

も・子育て支援 間（五年間）を定めること。

事業支援計画の

期間

七 都道府県子ど 各年度における都道府県子ども・子育て支援事

も・子育て支援 業支援計画の達成状況を点検及び評価する方法

事業支援計画の 等を定めること。

達成状況の点検

及び評価



 

 

 

 
 

 

 

 

 

調査票のイメージ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
○ 調査対象となる子どもの保護者が記入することを想定 

 

○ 量の見込みの推計上必要な項目を青字で表記 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）施設・事業の名称についてそれぞれの地域で親しまれている名称とするなど、回答者にとっ

て分かりやすい名称に変更することも可能。 

 

 

資料１－２（１）

内閣府 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたがお住まいの市町村では、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）に基

づく新たな子ども・子育て支援の制度（以下「子ども・子育て支援新制度」といいます。）

の下で、教育・保育・子育て支援の充実を図るため、５年間を一期とする子ども・子育て

支援事業計画を作成し、計画的に給付・事業を実施することとされています（平成 27 年度

から実施予定）。 

本調査は、この計画で確保を図るべき教育・保育・子育て支援の「量の見込み」を市町

村が算出するため、住民の皆さんの教育・保育・子育て支援に関する「現在の利用状況」

や「今後の利用希望」を把握するために行うものです。 

 

なお、ここで回答していただいた内容（施設や事業の利用希望等）は、施設や事業の具

体的な利用の可否を確認・決定するものではありません。将来の利用希望を変更していた

だいて構いません。 

 

また、この制度は、以下のような考え方に基づいています。 

 

● 子ども・子育て支援新制度は、急速な少子化の進行、家庭・地域を取り巻く環境の変

化に対応して、子どもや保護者に必要な支援を行い、一人ひとりの子どもが健やかに成

長することができる社会を実現することを目的としています。 

 

● 子どもの成長においては、乳児期におけるしっかりとした愛着形成を基礎とした情緒

の安定や他者への信頼感の醸成、幼児期における他者との関わりや基本的な生きる力の

獲得、学童期における心身の健全な発達を通じて、一人ひとりがかけがえのない個性あ

る存在として認められるとともに、自己肯定感を持って育まれることが重要です。子ど

も・子育て支援新制度は、社会全体の責任として、そのような環境を整備することを目

指しています。 

 

● 子ども・子育て支援は、以上のような考え方をもとに、保護者には子育てについての

第一義的責任があることを前提としつつ、保護者が子育てについての責任を果たすこと

や、子育ての権利を享受することが可能となるような支援を行うものです。 

地域や社会が保護者に寄り添い、子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげることを

通じて、保護者が自己肯定感を持ちながら子どもと向き合える環境を整え、親としての成

長を支援し、子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるような支援を

目指しています。 

回答するに当たってお読みください 
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（用語の定義） 

この調査票における用語の定義は以下のとおり 

 

・幼 稚 園：学校教育法に定める、３～５歳児に対して学校教育を行う施設（学校教育法第22条）

・保 育 所：児童福祉法に定める、保育を必要とする０～５歳児に対して保育を行う施設 

        （児童福祉法第39条） 

・認定こども園：幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設（就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律第２条第６項） 

・子 育 て：教育・保育その他の子どもの健やかな成長のために行われる支援 

・教   育：問１４までにおいては家庭での教育を含めた広い意味、問１５以降においては幼児

期の学校における教育の意味で用いています 
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問１ お住まいの地区として当てはまる答えの番号 1 つに○をつけてください。 

１．○○           ２．○○           ３．○○ 

４．○○           ５．○○           6．○○ 

 

 

 

  
 

問２ 宛名のお子さんの生年月をご記入ください。（□内に数字でご記入ください。数字は一枠に一字。） 

 平成 □□年 □□月生まれ 

 

問３ 宛名のお子さんのきょうだいは何人いらっしゃいますか。宛名のお子さんを含めた人数を□内に数字で

ご記入ください。お２人以上のお子さんがいらっしゃる場合は、末子の方の生年月をご記入ください。 

 きょうだい数 □人    末子の生年月 平成 □□年 □□月生まれ 

 

問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。宛名のお子さんからみた関係でお答えください。当て

はまる番号１つに○をつけてください。 

１．母親           ２．父親           ３．その他（          ） 

 

問５ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。当てはまる番号１つに○を

つけてください。 

１．配偶者がいる            ２．配偶者はいない 

 

問６ 宛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

当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．父母ともに  ２．主に母親   ３．主に父親   ４．主に祖父母  ５．その他（      ）

  

封筒の宛名のお子さんとご家族の状況 

についてうかがいます。 

お住まいの地域についてうかがいます。 
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問７ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）に日常的に関わっている方はどなた（施設）ですか。お子さん

からみた関係で当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．父母ともに  ２．母親   ３．父親   ４．祖父母   ５．幼稚園   ６．保育所   

７．認定こども園   ８．その他（       ） 

 

問８ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）に、もっとも影響すると思われる環境すべてに○をつけてくだ

さい。 

１．家庭   ２．地域   ３．幼稚園   ４．保育所   ５．認定こども園 

６．その他（       ） 

 

問９ 日頃、宛名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。当てはまる番号すべてに○をつけてくだ

さい。 

１．日常的に祖父母等の親族にみてもらえる 

２．緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる 

３．日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる 

４．緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる 

5．いずれもいない 

 

問９-1 問９で「1.」または「2.」に○をつけた方にうかがいます。祖父母等の親族にお子さんをみてもら

っている状況についてお答えください。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．祖父母等の親族の身体的・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 

２．祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である 

３．祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である 

4．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 

５．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 

６．その他（                                       ）

 

問９-2 問９で「3.」または「4.」に○をつけた方にうかがいます。友人・知人にお子さんをみてもらって

いる状況についてお答えください。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．友人・知人の身体的・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 

２．友人・知人の身体的負担が大きく心配である 

３．友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である 

4．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 

５．子どもの教育や発育にとってふさわしい環境であるか、少し不安がある 

６．その他（                                       ）

 

問 10 宛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。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．いる／ある  ⇒ 問 10-1 へ         ２．いない／ない  ⇒ 問 11 へ 

子どもの育ちをめぐる環境についてうかがいます。 

⇒ 問 9-1 へ 

⇒ 問 9-2 へ 

⇒ 問 10 へ 

⇒ 問 10 へ 
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問 10-1 問 10 で「1.いる／ある」に○をつけた方にうかがいます。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。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．祖父母等の親族  ２．友人や知人      

３．近所の人  ４．子育て支援施設（地域子育て支援拠点、 

児童館等）・NPO 

5．保健所・保健センター  ６．保育士 

７．幼稚園教諭  ８．民生委員・児童委員 

９．かかりつけの医師            １０．自治体の子育て関連担当窓口 

１１．その他 【例】ベビーシッター  

 

問 11 子育て（教育を含む）をする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）からどのようなサポートがあれ

ばよいとお考えでしょうか。ご自由にお書きください。 
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問 12 宛名のお子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をうかがいます。 

 

（１）母親 【父子家庭の場合は記入は不要です】 当てはまる番号１つに○をつけてください。  

１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、 

産休・育休・介護休業中ではない 

2．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、 

産休・育休・介護休業中である 

３．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しており、 

産休・育休・介護休業中ではない 

4．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、 

産休・育休・介護休業中である 

5．以前は就労していたが、現在は就労していない 

6．これまで就労したことがない 

 

（１）-1 （１）で「1.～4.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。 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）」をお答えください。就労日数や就労時間が一定でない

場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。産休・育休・介護休業中の方は、休業に入

る前の状況についてお答えください。（□内に数字でご記入ください。数字は一枠に一字。） 

      １週当たり □日      １日当たり □□時間 

 

（１）-2 （１）で「1.～4.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。家を出る時刻と帰宅時刻を

お答えください。時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。産休・

育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。時間は、必ず （例）０８

時～１８時のように、２４時間制でお答えください。（□内に数字でご記入ください。数字は一枠に

一字。） 

      家を出る時刻 □□時      帰宅時刻 □□時 

 

（２）父親 【母子家庭の場合は記入は不要です】 当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、 

育休・介護休業中ではない 

2．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しているが、 

育休・介護休業中である 

３．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労しており、 

育休・介護休業中ではない 

4．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、 

育休・介護休業中である 

5．以前は就労していたが、現在は就労していない 

6．これまで就労したことがない 

 

 

 

宛名のお子さんの保護者の就労状況 
についてうかがいます。 

⇒ （1）-1 へ 

⇒ (2)へ 

⇒ （2）-1 へ 

⇒ 問 14 へ 
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（２）-1 （２）で「1.～4.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。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）」をお答えください。就労日数や就労時間が、一定でな

い場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。育休・介護休業中の方は、休業に入る前

の状況についてお答えください。（□内に数字でご記入ください。数字は一枠に一字。） 

      １週当たり □日      １日当たり □□時間 

 

（２）-2 （２）で「1.～4.」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。家を出る時刻と帰宅時刻を

お答えください。時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。育休・

介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。時間は、必ず （例）０８時～１

８時のように、２４時間制でお答えください（□内に数字でご記入ください。数字は一枠に一字）。 

      家を出る時刻 □□時      帰宅時刻 □□時 

問 13 問 12 の（１）または（２）で「3.4.」（パート・アルバイト等で就労している）に○をつけた方にう

かがいます。該当しない方は、問 14 へお進みください。 

フルタイムへの転換希望はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

（１）母親        

１．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

2．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込みはない

３．パート・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 

４．パート・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 

 

（２）父親        

１．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

2．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）への転換希望はあるが、実現できる見込みはない

３．パート・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 

４．パート・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 

 

問 14 問 12 の（１）または（２）で「5.以前は就労していたが、現在は就労していない」または「6.これま

で就労したことがない」に○をつけた方にうかがいます。該当しない方は、問 15 へお進みください。       

就労したいという希望はありますか。当てはまる番号・記号それぞれ１つに○をつけ、該当する□内には

数字をご記入ください（数字は一枠に一字）。 

（１）母親        

１．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 

２．1 年より先、一番下の子どもが □□歳になったころに就労したい 

３．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

  →希望する就労形態     ア．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労） 

                イ．パートタイム、アルバイト等（「ア」以外） 

                  →１週当たり □日   １日当たり □□時間 

 

（２）父親        

１．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 

２．1 年より先、一番下の子どもが □□歳になったころに就労したい 

３．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

    →希望する就労形態    ア．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労） 

                 イ．パートタイム、アルバイト等（「ア」以外） 

                  →１週当たり □日   １日当たり □□時間 
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※ここでいう「定期的な教育・保育事業」とは、月単位で定期的に利用している事業を指します。具体的には、

幼稚園や保育所など、問 15-1 に示した事業が含まれます。 

問 15 宛名のお子さんは現在、幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育の事業」を利用されていますか。

当てはまる番号１つに○をつけてください。 

 １．利用している  ⇒ 問 15-1 へ       ２．利用していない  ⇒ 問 15-5 へ 

 

問15-1 問 15-1～問 15-4 は、問 15で「1.利用している」に○をつけた方にうかがいます。 

宛名のお子さんは、平日どのような教育・保育の事業を利用していますか。年間を通じて「定期的に」利

用している事業をお答えください。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．幼稚園 

（通常の就園時間の利用） 

 

 

３．認可保育所 

（国が定める最低基準に適合した施設で 

都道府県等の認可を受けたもの） 

 

５．家庭的保育 

（育者の家庭等で子どもを 

保育する事業） 

 

７．自治体の認証・認定保育施設 

（認可保育所ではないが、自治体が認証・ 

認定した施設） 

 

９．居宅訪問型保育 

（ベビーシッターのような保育者が 

子どもの家庭で保育する事業） 

 

１１．その他（     ） 

 

２．幼稚園の預かり保育 

（通常の就園時間を延長して預かる事業 

のうち定期的な利用のみ） 

 

４．認定こども園 

（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設） 

 

 

６．事業所内保育施設 

（企業が主に従業員用に運営する施設） 

 

 

８．その他の認可外の保育施設 

 

 

 

１０．ファミリー・サポート・センター 

（地域住民が子どもを預かる事業） 

 

 

問15-2 平日に定期的に利用している教育・保育の事業について、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週当たり何日、１日当たり何時間（何時から何時まで）かを、□

内に具体的な数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。時間は、必ず （例）０９時～１８時のよう

に２４時間制でご記入ください。 

（１）現在 

  １週当たり □日      １日当たり □□時間 （ □□時～ □□時） 

（２）希望 

  １週当たり □日      １日当たり □□時間 （ □□時～ □□時） 

宛名のお子さんの平日の定期的な教育・保育事業の 
利用状況についてうかがいます。 
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 問 15-3 現在、利用している教育・保育事業の実施場所についてうかがいます。「１.」「２.」のいずれかに○

をつけてください 。 

  1．居住している市区町村内      2．他の市区町村 

 
問 15-4 平日に定期的に教育・保育の事業を利用されている理由についてうかがいます。主な理由として当て

はまる番号すべてに○をつけてください。 

 １．子どもの教育や発達のため 

２．子育て（教育を含む）をしている方が現在就労している 

３．子育て（教育を含む）をしている方が就労予定がある／求職中である 

４．子育て（教育を含む）をしている方が家族・親族などを介護している 

５．子育て（教育を含む）をしている方が病気や障害がある 

６．子育て（教育を含む）をしている方が学生である 

７．その他（                                     ） 

 
問 15-5 問 15 で「２．利用していない」に○をつけた方にうかがいます。利用していない理由は何ですか。

理由としてもっとも当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．（子どもの教育や発達のため、子どもの母親か父親が就労していないなどの理由で）利用する必要

がない 

２．子どもの祖父母や親戚の人がみている 

３．近所の人や父母の友人・知人がみている 

4．利用したいが、保育・教育の事業に空きがない 

5．利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない 

6．使用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない 

7．利用したいが、事業の質や場所など、納得できる事業がない 

8．子どもがまだ小さいため（   歳くらいになったら利用しようと考えている） 

9．その他（                                     ） 
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問 16 すべての方にうかがいます。現在、利用している、利用していないにかかわらず、宛名のお子さんの平日

の教育・保育の事業として、「定期的に」利用したいと考える事業をお答えください。当てはまる番号す

べてに○をつけてください。なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。認可保育

所の場合、世帯収入に応じた利用料が設定されています。（自治体における料金設定を示す） 

１．幼稚園 

（通常の就園時間の利用） 

 

 

３．認可保育所 

（国が定める最低基準に適合した施設で 

都道府県等の認可を受けた定員２０人 

以上のもの） 

 

５．小規模な保育施設 

（国が定める最低基準に適合した施設で 

市町村の認可を受けた定員概ね６～１９ 

人のもの） 

 

７．事業所内保育施設 

（企業が主に従業員用に運営する施設） 

 

 

９．その他の認可外の保育施設 

 

 

 

11．ファミリー・サポート・センター 

（地域住民が子どもを預かる事業） 

 

２．幼稚園の預かり保育 

（通常の就園時間を延長して預かる事業のうち

定期的な利用のみ） 

 

４．認定こども園 

（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設） 

 

 

 

６．家庭的保育 

（保育者の家庭等で５人以下 

の子どもを保育する事業） 

 

 

８．自治体の認証・認定保育施設 

（認可保育所ではないが、自治体が認証・ 

認定した施設） 

 

10．居宅訪問型保育 

（ベビーシッターのような保育者が 

子どもの家庭で保育する事業） 

 

12．その他（             ） 

 

 

 

 問 16-1 教育・保育事業を利用したい場所についてうかがいます。「１.」「２.」のいずれかに○をつけてくだ

さい 。  

  1．居住している市区町村内      2．他の市区町村 
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問 17 宛名のお子さんは、現在、地域子育て支援拠点事業（親子が集まって過ごしたり、相談をしたり、情報提供

を受けたりする場で、「つどいの広場」「子育て支援センター」等と呼ばれています）を利用していますか。

次の中から、利用されているものすべてに○をつけてください。また、おおよその利用回数（頻度）を□内に

数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。 

１．地域子育て支援拠点事業（親子が集まって過ごしたり、相談をする場） 

   １週当たり □回 もしくは １ヶ月当たり □回程度 

２．その他当該自治体で実施している類似の事業（具体名：            ） 

１週当たり □回 もしくは １ヶ月当たり □回程度 

３．利用していない 

 

問18 問 17のような地域子育て支援拠点事業について、今は利用していないが、できれば今後利用したい、ある

いは、利用日数を増やしたいと思いますか。当てはまる番号一つに○をつけて、おおよその利用回数（頻度）

を□内に数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が

発生する場合があります。（自治体における料金設定を示す） 

１．利用していないが、今後利用したい 

   １週当たり □回 もしくは １ヶ月当たり □回程度  

２．すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい  

１週当たり 更に □回 もしくは １ヶ月当たり 更に □回程度  

３．新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない 

 
 

問19 下記の事業で知っているものや、これまでに利用したことがあるもの、今後、利用したいと思うものをお答

えください。①～⑦の事業ごとに、Ａ～Ｃのそれぞれについて、「はい」「いいえ」のいずれかに○をつけて

ください。なお、事業によっては、お住まいの地域で実施されていないものもあります。 

 A B C 

 
知っている 

これまでに利用  

したことがある 今後利用したい 

①母親（父親）学級、両親学級、育児学級 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

②保健センターの情報・相談事業 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

③家庭教育に関する学級・講座 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

④教育相談センター・教育相談室 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑤保育所や幼稚園の園庭等の開放 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑥子育ての総合相談窓口 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑦自治体発行の子育て支援情報誌 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

○○○○○ はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

○○○○○ はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

 

宛名のお子さんの地域の子育て支援事業の利用状況 
についてうかがいます。 
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問20 宛名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、定期的な教育・保育の事業の利用希望はありますか（一

時的な利用は除きます）。希望がある場合は、利用したい時間帯を、(例)０９時～１８時のように２４時間

制でご記入ください（数字は一枠に一字）。なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生しま

す。 

※保育・教育事業とは、幼稚園、保育所、認可外保育施設などの事業を指しますが、親族・知人による預か

りは含みません。 

（１）土曜日 

１．利用する必要はない 

２．ほぼ毎週利用したい       利用したい時間帯 

３．月に１～２回は利用したい       □□時から □□時まで 

 

（２）日曜・祝日 

１．利用する必要はない 

２．ほぼ毎週利用したい       利用したい時間帯 

３．月に１～２回は利用したい       □□時から □□時まで 

 

問20-1 問 20 の（１）もしくは（２）で、「3.月に１～２回は利用したい」に○をつけた方にうかがいます。毎

週ではなく、たまに利用したい理由は何ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．月に数回仕事が入るため        ２．平日に済ませられない用事をまとめて済ませるため

3．親族の介護や手伝いが必要なため     4．息抜きのため 

5．その他（              ）  

 

 

問21 「幼稚園」を利用されている方にうかがいます。宛名のお子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休暇

期間中の教育・保育の事業の利用を希望しますか。希望がある場合は、利用したい時間帯を、 (例)０９時

～１８時のように２４時間制でご記入ください（数字は一枠に一字）。なお、これらの事業の利用には、一

定の利用者負担が発生します。 

１．利用する必要はない 

２．休みの期間中、ほぼ毎日利用したい     利用したい時間帯 

３．休みの期間中、週に数日利用したい      □□時から □□時まで 

 

 

問21-1 問 21 で、「3.週に数日利用したい」に○をつけた方にうかがいます。毎日ではなく、たまに利用したい

理由はなんですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．週に数回仕事が入るため        ２．買い物等の用事をまとめて済ませるため 

3．親等親族の介護や手伝いが必要なため   4．息抜きのため 

5．その他（              ）  

 

 

 

 

宛名のお子さんの土曜・休日や長期休暇中の「定期的」な
教育・保育事業の利用希望についてうかがいます。 
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問22 平日の定期的な教育・保育の事業を利用していると答えた保護者の方（問15で１に○をつけた方）にうか

がいます。利用していらっしゃらない方は、問23にお進みください。 

この１年間に、宛名のお子さんが病気やケガで通常の事業が利用できなかったことはありますか。 

  １．あった      ⇒ 問 22-1 へ       ２．なかった  ⇒ 問 23 へ 

  
 問 22-1 宛名のお子さんが病気やけがで普段利用している教育・保育の事業が利用できなかった場合に、この１

年間に行った対処方法として当てはまる記号すべてに○をつけ、それぞれの日数も□内に数字でご記入く

ださい（半日程度の対応の場合も１日とカウントしてください。数字は一枠に一字。）。 

 １年間の対処方法 日数 

ア. 父親が休んだ □□ 日 

イ. 母親が休んだ □□ 日 

ウ. （同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった □□ 日 

エ. 父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた □□ 日 

オ. 病児・病後児の保育を利用した 

保育 実施 ビ を含む

□□ 日 

カ. ベビーシッターを利用した  □□ 日 

キ. ファミリー・サポート・センターを利用した  □□ 日 

ク. 仕方なく子どもだけで留守番をさせた  □□ 日 

ケ. その他（               ） □□ 日 

                       
 
 ※「キ.ファミリー・サポート・センター」には、「病児・緊急対応強化事業」による利用も含まれます。 

 

問 22-1 で「ア.」「イ.」のいずれかに回答した方にうかがいます。 

問 22-2 その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思われましたか。当てはま

る番号１つに○をつけ、日数についても□内に数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。なお、

病児・病後児のための事業等の利用には、一定の利用料がかかり、利用前にかかりつけ医の受診が必

要となります。 

１．できれば病児・病後児保育施設等を利用したい ⇒ □□日 ⇒ 問 22-3 へ 

２．利用したいとは思わない                 ⇒ 問 22-4 へ  
 

問 22-3 問 22-2 で「1.できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」に○をつけた方にうかがいます。

上記の目的で子どもを預ける場合、下記のいずれの事業形態が望ましいと思われますか。当てはまる

番号すべてに○をつけてください。 

１．他の施設（例：幼稚園・保育所等）に併設した施設で子どもを保育する事業 

2．小児科に併設した施設で子どもを保育する事業 

３．地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業（例：ファミリー・サポート・センター等）

４．その他（                            ） 

 ⇒ 問 23 へ 
 

宛名のお子さんの病気の際の対応についてうかがいます。 
（平日の教育・保育を利用する方のみ） 

⇒ 問 22-5 へ 
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問 22-4 問 22-2 で「利用したいと思わない」に○をつけた方に伺います。そう思われる理由について当

てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．病児・病後児を他人に看てもらうのは不安 ２．地域の事業の質に不安がある 

３．地域の事業の利便性（立地や利用可能時間 ４．利用料がかかる・高い 

日数など）がよくない 

５．利用料がわからない ６．親が仕事を休んで対応する 

７．その他（               ）  

⇒ 問 23 へ     

問 22-1 で「ウ.」から｢ケ.｣のいずれかに回答した方にうかがいます。 

問 22-5 その際、「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」と思われましたか。当てはまる番号１

つに○をつけ、「ウ」から「ケ」の日数のうち仕事を休んで看たかった日数についても数字でご記入

ください（数字は一枠に一字）。 

１．できれば仕事を休んで看たい ⇒ □□ 日  ⇒ 問 23 へ 

２．休んで看ることは非常に難しい         ⇒ 問 22-6 へ   
 

問22-6 問 22-5 で「2．休んで看ることは考えられない」に○をつけた方にうかがいます。そう思われる理由に

ついて当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．子どもの看護を理由に休みがとれない ２．自営業なので休めない 

３．休暇日数が足りないので休めない ４．その他（               ）
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問23 宛名のお子さんについて、日中の定期的な保育や病気のため以外に、私用、親の通院、不定期の就労等の目

的で不定期に利用している事業はありますか。ある場合は、当てはまる番号すべてに○をつけ、１年間の利

用日数（おおよそ）も□内に数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。 

利用している事業・日数（年間） 

1．一時預かり 

   （私用など理由を問わずに保育所などで一時的に子どもを 
    保育する事業） 

□□ 日 

２．幼稚園の預かり保育 

（通常の就園時間を延長預かる事業のうち 

不定期に利用する場合のみ） 

□□ 日 

３．ファミリー・サポート・センター 

   （地域住民が子どもを預かる事業） 

□□ 日 

４．夜間養護等事業：トワイライトステイ 

（児童養護施設等で休日・夜間、子どもを保護する事業） 

□□ 日 

５．ベビーシッター □□ 日 

6．その他（                     ） □□ 日 

7．利用していない  
 

問２３で「7．利用していない」と回答した方にうかがいます。 

問23-1 現在利用していない理由は何ですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．特に利用する必要がない          ２．利用したい事業が地域にない 

 ３．地域の事業の質に不安がある        ４．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 

 ５．利用料がかかる・高い           ６．利用料がわからない 

７．自分が事業の対象者になるのかどうか    ８．事業の利用方法（手続き等）がわからない 

  わからない 

９．その他（               ） 
 

問24 宛名のお子さんについて、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、年間何日くらい事業を利用する必要

があると思いますか。利用希望の有無について当てはまる番号・記号すべてに○をつけ、必要な日数をご記

入ください（利用したい日数の合計と、目的別の内訳の日数を□内に数字でご記入ください。数字は一枠に

一字。）。なお事業の利用にあたっては、一定の利用料がかかります。 

１．利用したい 計 □□ 日 

 
ア. 私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の

習い事等）、リフレッシュ目的 

□□ 日 

 
イ. 冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）

や親の通院 等 

□□ 日 

 
ウ. 不定期の就労 □□ 日 

 
エ. その他（               ） □□ 日 

２．利用する必要はない  ⇒ 問25へ  

宛名のお子さんの不定期の教育・保育事業や宿泊を 

伴う一時預かり等の利用についてうかがいます。 

⇒ 問 24 へ 

問 24-1 へ 



16 

問 24-1 問 24 で「1.利用したい」に○をつけた方にうかがいます。問 24 の目的でお子さんを預ける場合、

下記のいずれの事業形態が望ましいと思われますか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．大規模施設で子どもを保育する事業（例：幼稚園・保育所等） 

２．小規模施設で子どもを保育する事業（例：地域子育て支援拠点等） 

3．地域住民等が子育て家庭等の近くの場所で保育する事業（例：ファミリー・サポート・センター等）

４．その他（                            ） 

 

問25 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、宛名のお子さんを泊りがけで

家族以外にみてもらわなければならないことはありましたか（預け先が見つからなかった場合も含みます）。

あった場合は、この１年間の対処方法として当てはまる番号すべてに○をつけ、それぞれの日数も□内に数

字でご記入ください（数字は一枠に一字）。 

 １年間の対処方法 日数 

１．あった ア. （同居者を含む）親族・知人にみてもらった □□ 泊 

 イ. 
短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した 

（児童養護施設等で一定期間、子どもを保護する事業） 
□□ 泊 

 

ウ. 
イ以外の保育事業（認可外保育施設、ベビーシッター等）

を利用した 
□□ 泊 

 
エ. 仕方なく子どもを同行させた □□ 泊 

 オ. 仕方なく子どもだけで留守番をさせた  □□ 泊 

 カ. その他（               ） □□ 泊 

２．なかった  

                    

問 25 で「1.あった ア.(同居者を含む)親族・知人にみてもらった」と答えた方にうかがいます。 

⇒ア.以外を選択した方は 問 26 へ 

問25-1 その場合の困難度はどの程度でしたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．非常に困難     2．どちらかというと困難     3．特に困難ではない 

 



17 

 
 
 
                               ⇒ ５歳未満の方は、問 30 へ 

 

問26 宛名のお子さんについて、小学校低学年（１～３年生）のうちは、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。当てはまる番号すべてに○をつけ、それぞれ希望する週当た

り日数を数字でご記入ください。また、「放課後児童クラブ」の場合には、利用を希望する時間も□内に数

字でご記入ください。時間は必ず（例）１８時 のように２４時間制でご記入ください（数字は一枠に一字）。 

「放課後児童クラブ」…地域によって学童保育などと呼ばれています。保護者が就労等により昼間家

庭にいない場合などに、指導員の下、子どもの生活の場を提供するものです。

事業の利用にあたっては、一定の利用料がかかります。 

1．自宅 週 □ 日くらい 

２．祖父母宅や友人・知人宅 週 □ 日くらい 

３．習い事 

  （ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 

週 □ 日くらい 

４．児童館 ※１ 週 □ 日くらい 

５．放課後子ども教室 ※２ 週 □ 日くらい 

6．放課後児童クラブ〔学童保育〕 週 □ 日くらい  

→ 下校時から □□時まで 

７．ファミリー・サポート・センター 週 □ 日くらい 

８．その他（公民館、公園など） 週 □ 日くらい 

※１ 児童館で行う放課後児童クラブを利用している場合は「６．」に回答 

※２ 「放課後子ども教室」･･･地域の方々の協力を得て、放課後や週末に小学校や公民館で学習・スポ

ーツ・文化芸術活動などを体験する取組です。保護者の就労の有無に関わらず、すべての小学生が

利用できます。 

 

問27 宛名のお子さんについて、小学校高学年（４～６年生）になったら、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。当てはまる番号すべてに○をつけ、それぞれの週当たり日

数を数字でご記入ください。また、「放課後児童クラブ」の場合には利用を希望する時間も□内に数字でご

記入ください。時間は、必ず（例）１８時 のように２４時間制でご記入ください（数字は一枠に一字）。 

※だいぶ先のことになりますが、現在お持ちのイメージでお答えください。 

1．自宅 週 □ 日くらい 

２．祖父母宅や友人・知人宅 週 □ 日くらい 

３．習い事 

  （ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 

週 □ 日くらい 

４．児童館 ※ 週 □ 日くらい 

５．放課後子ども教室 週 □ 日くらい 

6．放課後児童クラブ〔学童保育〕 週 □ 日くらい  

→ 下校時から □□時まで 

７．ファミリー・サポート・センター 週 □ 日くらい 

８．その他（公民館、公園など） 週 □ 日くらい 

※ 児童館で行う放課後児童クラブの利用を希望する場合は「６．」に回答 

宛名のお子さんが５歳以上である方に、小学校就学後の 
放課後の過ごし方についてうかがいます。 
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問 28 問 26または問 27で「６．放課後児童クラブ（学童保育）」に○をつけた方にうかがいます。宛名のお子さ

んについて、土曜日と日曜日・祝日に、放課後児童クラブの利用希望はありますか。事業の利用には、一定

の利用料がかかります。（１）（２）それぞれについて、当てはまる番号１つに○をつけてください。また

利用したい時間帯を、□内に（例）０９時～１８時 のように２４時間制でご記入ください（数字は一枠に

一字）。 

（１）土曜日 

１．低学年（１～３年生）の間は利用したい       利用したい時間帯 

２．高学年（４～６年生）になっても利用したい      □□時から □□時まで 

3．利用する必要はない 

 

（２）日曜・祝日 

１．低学年（１～３年生）の間は利用したい       利用したい時間帯 

２．高学年（４～６年生）になっても利用したい      □□時から □□時まで 

3．利用する必要はない 

 

問29 宛名のお子さんについて、お子さんの夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課後児童クラブの利

用希望はありますか。事業の利用には、一定の利用料がかかります。当てはまる番号１つに○をつけてくださ

い。また利用したい時間帯を、□内に（例）０９時～１８時 のように２４時間制でご記入ください（数字は

一枠に一字）。 

１．低学年（１～３年生）の間は利用したい       利用したい時間帯 

２．高学年（４～６年生）になっても利用したい      □□時から □□時まで 

3．利用する必要はない 
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問 30 宛名のお子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得しましたか。母親、父親

それぞれについて、当てはまる番号１つに○をつけ、該当する□内に数字をご記入ください（数字は一

枠に一字）。また、取得していない方はその理由をご記入ください。 

母親（いずれかに○） 父親（いずれかに○） 

１．働いていなかった 

２．取得した（取得中である） 

 

３．取得していない  

   ⇒ 

 

 

１．働いていなかった 

２．取得した（取得中である）  

 

３．取得していない 

⇒ 

 

 

１．職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった 

２．仕事が忙しかった 

３．（産休後に）仕事に早く復帰したかった 

４．仕事に戻るのが難しそうだった 

５．昇給・昇格などが遅れそうだった 

６．収入減となり、経済的に苦しくなる 

７．保育所（園）などに預けることができた 

８．配偶者が育児休業制度を利用した 

９．配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、制度を利用する必要がなかった

１０．子育てや家事に専念するため退職した 

１１．職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 

１２．有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった 

１３．育児休業を取得できることを知らなかった 

１４．産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を取得できることを知らず、退職した

１５．その他（                        ） 

 
問30-1 子どもが原則１歳（保育所における保育の実施が行われないなど一定の要件を満たす場合は１歳６月）

になるまで育児休業給付が支給される仕組み、子どもが満３歳になるまでの育児休業等（法定の育児休業及

び企業が法定を上回る期間設けた育児休業に準ずる措置）期間について健康保険及び厚生年金保険の保険料

が免除になる仕組みがありますが、そのことをご存じでしたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた 

２．育児休業給付のみ知っていた 

３．保険料免除のみ知っていた 

４．育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取得していない理由（下から番号を

選んでご記入ください）（いくつでも） 
取得していない理由（下から番号を

選んでご記入ください）（いくつでも） 

すべての方に、育児休業や短時間勤務制度など 
職場の両立支援制度についてうかがいます。 
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問 30 で「2. 取得した（取得中である）」と回答した方にうかがいます。 

⇒ 該当しない方は、問 31 へ 

問30-2 育児休業取得後、職場に復帰しましたか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

（１）母親 

１．育児休業取得後、職場に復帰した  

２．現在も育児休業中である 

３．育児休業中に離職した 

 

（２）父親 

１．育児休業取得後、職場に復帰した  

２．現在も育児休業中である 

３．育児休業中に離職した 

 
 

問 30-2 で「1. 育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した方にうかがいます。 

 問 30-3 育児休業から職場に復帰したのは、年度初めの保育所入所に合わせたタイミングでしたか。あるい

はそれ以外でしたか。どちらか１つに○をつけてください。※年度初めでの認可保育所入所を希望し

て、１月～２月頃復帰して一時的に認可外保育所に入所した場合なども「1.」に当てはまります。ま

た、年度初めでの入所を希望して復帰したが、実際には希望する保育所に入所できなかったという場

合も「1.」を選択してください。 

（１）母親 

1．年度初めの入所に合わせたタイミングだった       ２．それ以外だった 

 

（２）父親 

1．年度初めの入所に合わせたタイミングだった       ２．それ以外だった 

 

問 30-4 育児休業からは、「実際」にお子さんが何歳何ヶ月のときに職場復帰しましたか。また、お勤め先

の育児休業の制度の期間内で、何歳何ヶ月のときまで取りたかったですか。□内に数字でご記入くだ

さい（数字は一枠に一字）。 

（１）母親 

実際の取得期間 □ 歳 □□ヶ月 希望 □ 歳 □□ヶ月 

 

（２）父親 

実際の取得期間 □ 歳 □□ヶ月 希望 □ 歳 □□ヶ月 

 

問30-5 お勤め先に、育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があった場合、「希望」としてはお子さんが

何歳何ヶ月のときまで取りたかったですか。□内で数字でご記入ください（数字は一枠に一字）。 

（１）母親 

□ 歳 □□ヶ月 

 

（２）父親 

□ 歳 □□ヶ月 
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問 30-4 で実際の復帰と希望が異なる方にうかがいます。 

問30-6 希望の時期に職場復帰しなかった理由についてうかがいます。 

（１）「希望」より早く復帰した方   ※当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

 ①母親 

１．希望する保育所に入るため ２．配偶者や家族の希望があったため 

３．経済的な理由で早く復帰する必要があった   ４．人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

５．その他（                                  ） 

 

 ②父親 

１．希望する保育所に入るため ２．配偶者や家族の希望があったため 

３．経済的な理由で早く復帰する必要があった   ４．人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

５．その他（                                  ） 

 

（２）「希望」より遅く復帰した方   ※当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

 ①母親 

１．希望する保育所に入れなかったため    ２．自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため

３．配偶者や家族の希望があったため     ４．職場の受け入れ態勢が整っていなかったため 

５．子どもをみてくれる人がいなかったため 

６．その他（                                  ） 

 

 ②父親 

１．希望する保育所に入れなかったため    ２．自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため

３．配偶者や家族の希望があったため     ４．職場の受け入れ態勢が整っていなかったため 

５．子どもをみてくれる人がいなかったため 

６．その他（                                  ） 

 

 

問 30-2 で「1. 育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した方にうかがいます。 

問 30-7 育児休業からの職場復帰時には、短時間勤務制度を利用しましたか。当てはまる番号 1 つに○をつ

けてください。 

（１）母親 

１．利用する必要がなかった（フルタイムで働きたかった、もともと短時間勤務だった） 

２．利用した 

３．利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）     

 

（２）父親 

１．利用する必要がなかった（フルタイムで働きたかった、もともと短時間勤務だった） 

２．利用した 

３．利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）     

 



22 

問 30-7 で「３.利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」と回答した方にうかがい

ます。 

問 30-8 短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由は何ですか。当てはまる理由をすべて

に○をつけてください。 

 （１）母親 

１．職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった 

２．仕事が忙しかった 

３．短時間勤務にすると給与が減額される 

４．短時間勤務にすると保育所の入所申請の優先順位が下がる 

５．配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した 

６．配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、子どもをみてくれる人がいた 

７．子育てや家事に専念するため退職した 

８．職場に短時間勤務制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 

９．短時間勤務制度を利用できることを知らなかった 

１０．その他（                            ） 

 

 （２）父親 

１．職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった 

２．仕事が忙しかった 

３．短時間勤務にすると給与が減額される 

４．短時間勤務にすると保育所の入所申請の優先順位が下がる 

５．配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した 

６．配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、子どもをみてくれる人がいた 

７．子育てや家事に専念するため退職した 

８．職場に短時間勤務制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 

９．短時間勤務制度を利用できることを知らなかった 

１０．その他（                            ） 

 

問 30-２で「2. 現在も育児休業中である」と回答した方にうかがいます。 

問30-9 宛名のお子さんが1歳になったときに必ず利用できる事業があれば、1歳になるまで育児休業を取得し

ますか。または、預けられる事業があっても1歳になる前に復帰しますか。当てはまる番号１つに○をつ

けてください。 

 （１）母親 

１．１歳になるまで育児休業を取得したい    2．１歳になる前に復帰したい 

 （２）父親 

１．１歳になるまで育児休業を取得したい    2．１歳になる前に復帰したい 
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問31 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当てはまる番号に１つに○をつけて

ください。 

満足度が低い                  満足度が高い 

１     ２     ３     ４     ５ 

 
 

問 32 最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございましたら、ご自由に

ご記入ください。 

  

  

  

  

  

  

 

調査にご協力いただきまして、ありがとうございました。 

切手は貼らずに同封の封筒に入れ、ご投函ください。 
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調査票に関する論点

◆基本条件等

１．根拠（目的）

〈子ども・子育て支援法第 61 条（抄）〉 ※注＝事務局が加筆

１ 市町村は、（国が定める）基本指針に則して、５年を１期とする教育・保育及び
※注

地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく義務の円滑な

実施に関する計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定める

ものとする。

４ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、

子どもの保護者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に

関する意向その他の事業を勘案して作成しなければならない。

５ 市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境

その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育

て支援事業計画を作成するよう努めるものとする。

２．全体スケジュール

○ 2013 年（平成 25 年）9 月：需要調査実施予定

○ 11 月：市町村子ども・子育て支援事業計画の策定に着手

○ 2014 年（平成 26 年） ：夏を目途に市町村子ども・子育て支援事業計画を完成

○ 秋以降：2015 年（平成 27 年）4 月入所の保育所申請受付

○ 2015 年（平成 27 年）4 月：新制度全面施行

３．需要調査スケジュール

案 論点

○調査期間：2013 年 9 月下旬～ 10 月上旬（2 週間）○調査の期間（2 週間）は適当か

○ 11 月下旬＝速報値 1 月中旬＝完成

資料１－２（２）
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４．対象者

案 論点

○就学前児童のいる世帯（抽出時に市内在住） ○出産前の母子手帳取得者に対して

① 2013 年 4 月 1 日時点の 0 歳～ 5 歳児 も、把握すべきか否か

②対象者抽出時点（９月）の 0 歳児（①以外） ○放課後児童クラブの利用希望の

把握について、別途、就学児童を

対象とする調査が必要か

５．調査数

案 論点

○６,０００世帯 ○調査対象世帯数は適当か

※就学前児童がいる世帯数=18,609 世帯 ・回収率 50%で、3,000 サンプル

（全世帯に対する割合 32.24%） ・一般的な調査では、藤沢市の人口

※昨年度アンケート：未就学児童=3,000 世帯 規模の場合、1,000 サンプル以上

（回収率：54.2 ％） が必要

就学児童 =3,000 世帯

（回収率：51.4 ％）

６．抽出条件

案 論点

○市内 13 地区別･年齢別に、人口比率により按分 ○抽出条件は適当か

して抽出 （コンピュータによる無作為抽出）

資料１－２（２）
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資料１－２（２）

◆記載項目（質問項目以外）

７．前文

案 論点

○回答にあたってお読みください ○内容は適当か

→資料 1-2（１）調査票のイメージ １頁参照 ○分かりやすいか

８．イラスト（イメージ）

案 論点

○いただいた回答は地域の子育て支援の充実･･･ ○必要か

→調査票のイメージ ２頁上段参照 ○内容は適当か

９．用語の定義

案 論点

○用語の定義 ○他に説明が必要な用語はないか

→調査票のイメージ２頁下段参照 ○問 15 や問 16 のように選択肢の中

で用語の説明をするのではなく、

説明が必要な用語については別紙

で一覧にしてはどうか。なお、説

明文後に利用料についても具体的

に●円～●円と明記してはどうか

○分かりやすいか
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資料１－２（２）

◆質問項目

１０．質問内容

論点

【共通】

○藤沢市独自の設問が必要か

○設問は分かりやすいか

○誤解を与える設問はないか

○文字の大きさと種類は適当か

【個別】

○問 1 について、地区名を記載した場合、地図又は地区に対する住所の一覧が必要か

○問 1 について、居住している場所の地区名が分からない方もいるため、地区名または

郵便番号のどちらかを記載してもらってはどうか

○問 12 について、時間は分（30 分単位、15 分単位等）まで入れてはどうか

○問 14 について、就労したいという希望のある方が、就労後にどのくらい教育・保育

について利用希望があるのか把握するための選択肢を入れてはどうか

○問 15-1 ～問 15-3 について、質問をまとめてはどうか

また、所在地について、市内・市外の別だけではなく、①自宅の近く、②職場の近く、

③駅の近く、④その他としてはどうか

例 幼稚園（利用状況、希望、所在地）

認可保育所（利用状況、希望、所在地）

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ（利用状況、希望、所在地）等

○問 16 について、問 15 同様に利用時間の希望を入れてはどうか

○問 16-1 について、１．市内（①自宅の近く、②職場の近く、③駅の近く、④その他）、

２．他の市区町村（①職場の近く、②駅の近く、③その他）としてはどうか

○問 19 について、掲載すべき事業を何にするか

（すくのびカード、子育てメール、子育てネットふじさわ等、その他主に資料 1-4 藤

沢市の子ども・子育て支援の現状（検討用基礎資料）に記載の子育て支援事業）

○問 20-1 と問 21-1 の選択肢 4 について、問 24 と同様に「リフレッシュ目的」とし

てはどうか

○問 26 ～問 28 について、5 歳以上に限ることなく、0 歳～ 5 歳まで全ての方にうかが

い、集計時に編集してはどうか

○追加質問として、「宛名のお子さんに限らず、妊娠中あるいは出産後、子育てをして

いて不安になったことはありますか」を設定してはどうか。

また、不安の有無だけでなく、不安になった時期（①妊娠中、②出産後４ヵ月まで、

③１歳～）を選択肢にしてはどうか
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藤沢市 次世代育成支援に関するアンケート調査 

（就学児童用） 
 

【調査ご協力のお願い】 

 

 皆さまには、日頃より市政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、平成１５年７月の「次世代育成支援対策推進法」制定に伴い、全国の各自治体が次世代育成支援のため

の具体的な「行動計画」を策定し、平成１７年度から平成２１年度までを前期計画期間、平成２２年度から平成

２６年度までを後期計画期間として事業実施に取り組んでいます。本市でも、この「行動計画」に基づき子育て

支援のため、小児医療費助成対象年令拡大や子育て支援センターの設置などの施策を実施しておりますが、平成

２４年度に後期計画における中間年の評価を行う予定です。 

 このため、市民の皆さまの子育てに関する生活実態やご要望・ご意見などを把握するべく、「藤沢市次世代育成

支援に関するアンケート調査」を実施することとなりました。 

 この調査は、住民基本台帳の中から小学生のお子さんを無作為に３，０００人抽出し、ご協力をお願いするも

のです。ご回答いただいた調査内容は、市や国・県の次世代育成支援施策の検討にのみ利用させていただくもの

であり、回答者個人が特定されたり、個々の回答内容が他にもれたり他の目的に利用されたりすることは、一切

ございません。 

 つきましては、ご多忙のことと存じますが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますよう、お願い

申し上げます。 

 

 ２０１２年（平成２４年） ９月 

藤沢市 こども青少年部 子育て支援課    

 

【ご記入にあたってのお願い】 
 
１．アンケートには、お子さんの保護者の方が記入してください。 
 （無記名ですので、氏名・住所の記入の必要はありません） 
２．ご回答は、選択肢に ○ をつけてお選びいただく場合と、数字などを記入していただく場

合があります。 
  ＊ ○ をつけていただく場合は、該当する番号や記号に○をつけてください。 
   また、数字などをご記入いただく場合は、記入欄に記入してください。 
３．質問によって、 ○ をつける数を「２つまで」などと指定している場合は、指定の範囲内

で ○ をつけてください。 
  また、「その他」をお選びいただいた場合、その後にある（ ）内には、具体的な内容を

記入してください。 
４．前の設問へのご回答によっては、次の設問に回答していただく必要がなくなる場合があり

ますので、ことわり書きや矢印に従って回答してください。 
  特にことわり書きのない場合は次の設問にお進みください。 
５．※印のついた用語については３ページに用語説明がありますので、そちらを参考に設問 
に回答してください。 

 

ご記入が済みましたら、お手数ですが、同封の返信用封筒に入れて、 
９月２７日（木）までにご投函ください。 

 
 

ご回答いただく上でご不明な点、調査に関するお問い合わせは、下記までお願い致します。 
藤沢市 こども青少年部 子育て支援課  電話：0466-50-3580（直通） 
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お住まいの地域（１３地区）の区分表 

 

１．片瀬地区 
片瀬１～５丁目，片瀬海岸１～３丁目，片瀬山１～５丁目，片瀬目白山， 
江の島１～２丁目 

２．鵠沼地区 
南藤沢，鵠沼東，鵠沼海岸１～７丁目，鵠沼松が岡１～５丁目， 
鵠沼桜が岡１～４丁目，鵠沼藤が谷１～４丁目，本鵠沼１～５丁目， 
鵠沼花沢町，鵠沼橘１～２丁目，鵠沼石上１～３丁目，片瀬，鵠沼の一部 

３．辻堂地区 
辻堂１～６丁目，辻堂元町１～６丁目，辻堂太平台１～２丁目， 
辻堂東海岸１～４丁目，辻堂西海岸１～３丁目 

４．村岡地区 
弥勒寺，弥勒寺１～４丁目，宮前，小塚，高谷，渡内，渡内１～４丁目， 
柄沢，村岡東１～４丁目，川名，川名１～２丁目 

５．藤沢地区 
朝日町，藤沢（南），藤沢１～５丁目，本町１～４丁目，鵠沼の一部， 
鵠沼神明１～５丁目，西富，西富１～２丁目，大鋸，大鋸１～３丁目， 
藤が岡１～３丁目 

６．明治地区 
辻堂神台１～２丁目，辻堂新町１～４丁目，羽鳥１～５丁目， 
城南１～５丁目 

７．善行地区 
藤沢（北），善行１～７丁目，本藤沢１～７丁目，善行団地，立石１～４丁目，

花の木，みその台，善行坂１～２丁目，白旗１～４丁目，大庭の一部，稲荷，

稲荷１丁目，亀井野の一部，西俣野の一部 

８．湘南大庭地区 大庭の一部，石川の一部，遠藤の一部 

９．六会地区 
亀井野の一部，亀井野１～４丁目，今田の一部，円行の一部， 
円行１丁目の一部，石川の一部，石川１～４丁目，西俣野の一部， 
天神町１～３丁目，遠藤の一部 

10．湘南台地区 
今田の一部，円行の一部，円行１丁目の一部，円行２丁目，石川の一部， 
桐原町，湘南台１～７丁目，土棚 

11．遠藤地区 石川５～６丁目，石川の一部，遠藤の一部 

12．長後地区 長後，高倉，下土棚 

13．御所見地区 用田，葛原，菖蒲沢，打戻，獺郷，宮原 
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アンケートにお答えいただくにあたっての主な言葉の説明 

 

名  称 内       容 本市での実施状況 

ファミリー・サポート・ 
センター 

安心して子育てができるよう、子育ての手助けを

してほしい人と、手助けができる人が会員となり、

地域の中で助け合っていく有償ボランティア制度で

す。 

市内、湘南台文化センター内

に事務局を設置しています。

放課後児童クラブ 
（いわゆる学童保育） 

保護者が就労等の理由により不在となる家庭の小

学生（原則１～４年生、ただし、施設の状況によっ

ては５・６年生も可）に、放課後及び土曜日や学校

長期休業日等の遊びや生活の場などを提供する施設

です。 

本市では全部で４５クラブが

あります。 

放課後子ども教室 
放課後の学校施設を活用し、実施小学校区内に居

住する全ての小学生に遊び場や運動の場などを提供

するものです。 

本市では、小糸小学校区、亀

井野小学校区で実施中です。

地域子供の家 

子どもたちが身近な場所で自由にのびのびと遊ぶ

ことができ、心身ともに健やかな成長を目的とした

屋内外に遊具がある藤沢市独自の施設です。（対象

者は、幼児～中学生） 
本市には地域子供の家が１７

館、児童館が５館あります。

児童館 

 児童福祉法に基づき、子どもに健全な遊びを与え、

健康の増進と、情操を豊にすることを目的とする、

地域子供の家のような機能を有する施設で、放課後

児童クラブを併設しています。（対象者は、0 歳児～

18 歳未満の子ども） 

事業所内保育所 
企業の従業員や病院の看護師などの福利厚生のた

め、職場内や職場の近くに設置される保育施設もあ

ります。 

市内には、院内保育所が８か

所、その他事業所の保育施設

が１か所あります。 
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 まず、アンケート調査にお答えいただく前に、封筒のあて名のお子さんとご家族のことについておたずねしま

す。これは回答を統計的に分析するために使用するもので、個人を特定するものではありません。 

 

封筒のあて名のお子さんとご家族についておたずねします。 

 
問１ 封筒のあて名のお子さん（以下は、「あて名のお子さん」と言います）の生年月、きょうだい等について記 

入してください。（きょうだいの数にはあて名のお子さんも含めてください。） 
 

平成  
 

年  月生まれ  人きょうだいの  番目 

 
 
問２ あて名のお子さんと同居されている方、もしくはお近くにお住まいの方（近居：概ね 30 分以内で行き来

できる）の状況で、該当するすべてに○をつけてください。続柄はあて名のお子さんから見た関係です。

   

１． 父母同居 ２． 
父同居 
(ひとり親)

３．
母同居 
(ひとり親) 

４．  祖父同居 ５．祖母同居 

６． 
その他親族 
同居 

７． 祖父近居 ８．  祖母近居 ９．
その他親族 
近居 

10．その他 

 
 
問２－１ 続いて、同居している家族全員（あて名のお子さんを含む）の人数を記入してください。 
 

家族全員で、  人 

 
 
問３ この調査に回答してくださっている方に○をつけて下さい。（○は１つ） 
 

１．父親 ２．母親 ３．きょうだい ４．祖父 ５．祖母 
６．その他 
 （    ）

 
 
問４ あて名のお子さんの身の回りの世話などを主にしている方は、どなたですか。（○は１つ） 
 

１．主に父親 ２．主に母親 ３．主に祖父母 ４．その他（     ） 

 
 
問５ 普段から気軽に、又は必要なときに祖父母等親族、もしくは友人・知人等にお子さんを預かってもら 

うことができますか。あてはまる答えの番号すべてに○をつけてください。 
 

１．普段から気軽に祖父母等親族に預かってもらえる      

２．必要なときだけ祖父母等親族に預かってもらえる      ⇒問６へ 

３．普段から気軽に子どもを預けられる友人・知人がいる  

４．必要なときだけ子どもを預けられる友人・知人がいる     
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５．祖父母等親族、友人・知人には子どもを預かってもらえない  ⇒問５-１へ 

【問５で｢５．祖父母等親族、友人・知人には子どもを預かってもらえない｣と答えた方におたずねします】 

問５－１ 親族、友人・知人にお子さんを預かってもらえない場合、どのような対応をしていますか。 
（あてはまるものすべてに○）※印のついた用語については３ページに説明があります。 

 

１．あて名のお子さんの父が対応している 

２．あて名のお子さんの母が対応している 

３．※ファミリー・サポート・センターを利用している  

４．※放課後児童クラブを利用している 

５．その他（                                 ） 

 
 
【すべての人がお答えください】 

問６ 現在お住まいの地域は、次のうち、どれにあたりますか。（○は１つ） 
 （回答する際には、２ページの「お住まいの地域（１３地区）の区分表」をご参照ください） 
 

１．片瀬地区 ２．鵠沼地区 ３．辻堂地区 ４．村岡地区 ５．藤沢地区 

６．明治地区 ７．善行地区 ８．湘南大庭地区 ９．六会地区 10．湘南台地区 

11．遠藤地区 12．長後地区 13．御所見地区   

 
 
問７ 現在のお住まいは、次のうち、どれにあたりますか。（○は１つ） 
 

１．持家（一戸建） ２．持家（分譲マンションなどの集合住宅） 

３．民間の借家（一戸建） ４．民間の借家（賃貸ﾏﾝｼｮﾝ・ｱﾊﾟｰﾄなどの集合住宅）

５．公団・公社・公営の賃貸住宅・アパート ６．社宅・公務員住宅などの給与住宅 

７．住み込み・寮・寄宿舎など ８．その他 （              ） 

 
 
問８ 世帯の年収は、次のうち、どれにあたりますか。（○は１つ） 
 

１．２００万円未満 ２．２００～３００万円未満 ３．３００～４００万円未満 

４．４００～５００万円未満 ５．５００～７００万円未満 ６．７００～１，０００万円未満

７．１，０００万円以上   
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問９ 父親・母親の就労の状況を、１から６までの中でそれぞれ１つだけ○をつけてください。 
   併せて「５．」又は「６．」と答えた方は、今後の就労予定もお聞かせください。 

 

（１）父親（母子家庭は記載不要） （２）母親（父子家庭は記載不要） 

１．常勤（フルタイム）（産休・育休・介護休業は除く） １．常勤（フルタイム）（産休・育休・介護休業は除く）

２．常勤（フルタイム）だが現在 

育休・介護休業中 

２．常勤（フルタイム）だが現在 

産休・育休・介護休業中 

３．パートタイム、アルバイト等 ３．パートタイム、アルバイト等 

４．自営業・家業従事・自由業・内職・在宅就労 ４．自営業・家業従事・自由業・内職・在宅就労 

５．以前は就労していたが、現在は就労していない 

 [今後の就労予定（どららか１つに○）] 

  １．今後就労する予定がある 

  ２．今後も就労しない 

５．以前は就労していたが、現在は就労していない 

 [今後の就労予定（どららか１つに○）] 

  １．今後就労する予定がある 

  ２．今後も就労しない 

６．これまでに就労したことがない 

 [今後の就労予定（どららか１つに○）] 

  １．今後就労する予定がある 

  ２．今後も就労しない 

６．これまでに就労したことがない 

 [今後の就労予定（どららか１つに○）] 

  １．今後就労する予定がある 

  ２．今後も就労しない 

 

 次に、妊娠・出産・育児についておたずねします。 

 
問１０ あなたは、子どもを育てている現在の生活に、満足していますか。（○は１つ） 
 

１．満足している ２．どちらかといえば満足している 

３．どちらともいえない ４．どちらかといえば満足していない 

５．満足してない  

 
問１１ 「子どもを産み育てること」については、社会的な理解や支援が得られていると思いますか。 

（○は１つ） 
 

１．そう思う ２．どちらかといえばそう思う 

３．どちらともいえない ４．どちらかといえばそう思わない 

５．そう思わない  

 
問１２ あて名のお子さんは、毎日朝食を食べていますか。（○は１つ） 

また、「３．食べる日は週３日以下」を選ばれた方は、その理由を記入してください。 
 

１．毎日食べている   

２．週４～６日は食べている   

３．食べる日は週３日以下 → その理由 

４．離乳前   
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問１３ あて名のお子さんのかかりつけの医師・歯科医師がいますか。（○はそれぞれ１つ） 
 

医師 １．いる ２．いない 

歯科医師 １．いる ２．いない 

 
 
 

 次に、子育て支援サービスの利用状況についておたずねします。 

 
問１４ 下記の（１）～（５）までの子育て支援サービスについてお聞きします。各サービスごとに、「Ａ 知っ

ている」「Ｂ これまで利用したことがある」「Ｃ 今後利用したい」について、「１．はい」「２．いいえ」

のどちらかに○をつけてください。※印のついた用語については３ページに説明があります。 
 
[Ａ 周知度とＢ 利用経験について] 

 
Ａ 

知っている 
 

Ｂ（Ａで「１.はい」と答えた方のみ） 

これまで利用したことがある 

（１）※ファミリー・サポー

ト・センター 

１．はい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はい  ⇒ 月(   )回程度 

２．いいえ  
 ⇒Ｂ－１へ 

Ｂ－１ 利用しなかった理由は。

（あてはまるものすべてに○） 
 １．今のところ必要ないため 
 ２．場所が遠いため 
 ３．時間が合わないため 
 ４．サービスに不安があるため

 ５．その他 
  （           ）

２．いいえ 

（２）※放課後児童クラブ 

１．はい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はい  ⇒ 月(   )回程度 

２．いいえ  
 ⇒Ｂ－１へ 

Ｂ－１ 利用しなかった理由は。

（あてはまるものすべてに○） 
 １．今のところ必要ないため 
 ２．場所が遠いため 
 ３．時間が合わないため 
 ４．サービスに不安があるため

 ５．その他 
  （           ）

２．いいえ 

（３）※放課後子ども教室 

１．はい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はい  ⇒ 月(   )回程度 

２．いいえ  
 ⇒Ｂ－１へ 

Ｂ－１ 利用しなかった理由は。

（あてはまるものすべてに○） 
 １．今のところ必要ないため 
 ２．場所が遠いため 
 ３．時間が合わないため 
 ４．他に居場所があるため 
 ５．その他 
  （           ）

２．いいえ 
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[Ａ 周知度とＢ 利用経験について] 

 
Ａ 

知っている 
 

Ｂ 

これまで利用したことがある 

（Ａで「１．はい」と答えた方のみ） 

（４）※児童館 

１．はい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はい  ⇒ 月(   )回程度 

２．いいえ  
 ⇒Ｂ－１へ 

Ｂ－１ 利用しなかった理由は。

（あてはまるものすべてに○） 
 １．今のところ必要ないため 
 ２．場所が遠いため 
 ３．時間が合わないため 
 ４．他に居場所があるため 
 ５．その他 
  （           ）

２．いいえ 

（５）※地域子供の家 

１．はい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はい  ⇒ 月(   )回程度 

２．いいえ  
 ⇒Ｂ－１へ 

Ｂ－１ 利用しなかった理由は。

（あてはまるものすべてに○） 
 １．今のところ必要ないため 
 ２．場所が遠いため 
 ３．時間が合わないため 
 ４．他に居場所があるため 
 ５．その他 
  （           ）

２．いいえ 

 
[Ｃ 今後の利用意向について]（すべての方がお答えください） 

 
Ｃ 

今後利用したい（続けたい） 

（１）※ファミリー・サポート・センター 
１．はい 
２．いいえ 

（２）※放課後児童クラブ 
１．はい 
２．いいえ 

（３）※放課後子ども教室 
１．はい 
２．いいえ 

（４）※児童館 
１．はい 
２．いいえ 

（５）※地域子供の家 
１．はい 
２．いいえ 

 
 

問１４－１ （１）から（５）のサービスについてご意見がありましたらご自由に記入してください。 
 

 ご  意  見 

（１）※ファミリー・サポート・センター  

（２）※放課後児童クラブ  

（３）※放課後子ども教室  

（４）※児童館  

（５）※地域子供の家  
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 次に、父親の育児とのかかわりについておたずねします。 

 
【問１５は、父親のいるご家庭のみお答えください】 

問１５ 父親が育児にかかわることが求められていますが、あなたの家庭ではどのような状況ですか。 
（○は１つ） 

 

１．父親は積極的に育児にかかわっている ⇒問１６へ 

２．父親はどちらかと言えば育児にかかわることが多い ⇒問１６へ 

３．父親はどちらかと言えば育児にかかわらないことが多い ⇒問１５－１へ 

４．父親が育児にかかわることはない ⇒問１５－１へ 

 
【問１５－１は、問１５で「３．」又は「４．」と答えた方におたずねします】 

問１５－１ あなたの家庭で父親が育児にあまりかかわっていないのはどのような理由ですか。 
（○は３つまで） 

 

１．残業などが多く、仕事を優先せざるをえないから 

２．通勤時間が長いから 

３．子どもや家庭のことで休みをとることに職場の理解を得にくいから 

４．父親として具体的に何をすべきかよくわかっていないから 

５．父親が育児にかかわることを恥ずかしいと思う意識があるから 

６．父親が育児にかかわることを特別視する風潮が世間にあるから 

７．子育ては母親が中心となって行うものと思っているから 

８．その他（                                    ） 

 
【すべての人がお答えください】 

問１６ 仕事と家庭の両立のために、企業等に対してどのような取り組みを求めますか。（○は３つまで） 
※印のついた用語については３ページに説明があります。 

 

１．残業時間を減らす配慮をしてくれること 

２．育児短時間勤務など勤務時間の短縮を行ってくれること 

３．育児休業の取得がしやすいこと 

４．子どもの看護休暇等育児に関わる休暇が取得しやすいこと  

５．※事業所内保育所を設けること 
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６．その他（                                    ） 

 次に、子育てしやすいまちづくりについておたずねします。 

 
問１７ 安心して子育てができる環境が整備されていると思いますか。それぞれの項目に「１．はい」 

「２．いいえ」または「３．どちらともいえない」でお答えください。（それぞれ○は１つ） 
 

（１）歩行者、自転車やベビーカーのための道路環境整備（バリアフリー化

等）がされている 

１．はい 
２．いいえ 
３．どちらともいえない 

（２）通学路や子どもの遊び場（公園等）の安全対策がされている 
  （防犯灯や防犯カメラの整備による暗がりや死角の解消等） 

１．はい 
２．いいえ 
３．どちらともいえない 

（３）公園遊具の安全性の確保がされている 
１．はい 
２．いいえ 
３．どちらともいえない 

（４）地震や自然災害に伴う避難方法や避難施設の確保がされている 
１．はい 
２．いいえ 
３．どちらともいえない 

 
 
問１８ 子育てに支援に関する国・県・市町村の取り組みや、社会全体の制度等について、ご意見が 

ありましたら、ご自由に記入してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。 
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藤沢市 次世代育成支援に関するアンケート調査 

（就学前児童用） 
 

【調査ご協力のお願い】 

 

 皆さまには、日頃より市政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、平成１５年７月の「次世代育成支援対策推進法」制定に伴い、全国の各自治体が次世代育成支援のため

の具体的な「行動計画」を策定し、平成１７年度から平成２１年度までを前期計画期間、平成２２年度から平成

２６年度までを後期計画期間として事業実施に取り組んでいます。本市でも、この「行動計画」に基づき子育て

支援のため、小児医療費助成対象年令拡大や子育て支援センターの設置などの施策を実施しておりますが、平成

２４年度に後期計画における中間年の評価を行う予定です。 

 このため、市民の皆さまの子育てに関する生活実態やご要望・ご意見などを把握するべく、「藤沢市次世代育成

支援に関するアンケート調査」を実施することとなりました。 

 この調査は、住民基本台帳の中から就学前のお子さんを無作為に３，０００人抽出し、ご協力をお願いするも

のです。ご回答いただいた調査内容は、市や国・県の次世代育成支援施策の検討にのみ利用させていただくもの

であり、回答者個人が特定されたり、個々の回答内容が他にもれたり他の目的に利用されたりすることは、一切

ございません。 

 つきましては、ご多忙のことと存じますが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますよう、お願い

申し上げます。 

 

 ２０１２年（平成２４年） ９月 

藤沢市 こども青少年部 子育て支援課    

 

【ご記入にあたってのお願い】 
 
１．アンケートには、お子さんの保護者の方が記入してください。 
 （無記名ですので、氏名・住所の記入の必要はありません） 
２．ご回答は、選択肢に ○ をつけてお選びいただく場合と、数字などを記入していただく場

合があります。 
  ＊ ○ をつけていただく場合は、該当する番号や記号に○をつけてください。 
   また、数字などをご記入いただく場合は、記入欄に記入してください。 
３．質問によって、 ○ をつける数を「２つまで」などと指定している場合は、指定の範囲内

で ○ をつけてください。 
  また、「その他」をお選びいただいた場合、その後にある（ ）内には、具体的な内容を

記入してください。 
４．前の設問へのご回答によっては、次の設問に回答していただく必要がなくなる場合があり

ますので、ことわり書きや矢印に従って回答してください。 
  特にことわり書きのない場合は次の設問にお進みください。 
５．※印のついた用語については３ページに用語説明がありますので、そちらを 
参考に設問に回答してください。 

 

ご記入が済みましたら、お手数ですが、同封の返信用封筒に入れて、 
９月２７日（木）までにご投函ください。 

 
 

ご回答いただく上でご不明な点、調査に関するお問い合わせは、下記までお願い致します。 
藤沢市 こども青少年部 子育て支援課  電話：0466-50-3580（直通） 
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お住まいの地域（１３地区）の区分表 

 

１．片瀬地区 
片瀬１～５丁目，片瀬海岸１～３丁目，片瀬山１～５丁目，片瀬目白山， 
江の島１～２丁目 

２．鵠沼地区 
南藤沢，鵠沼東，鵠沼海岸１～７丁目，鵠沼松が岡１～５丁目， 
鵠沼桜が岡１～４丁目，鵠沼藤が谷１～４丁目，本鵠沼１～５丁目， 
鵠沼花沢町，鵠沼橘１～２丁目，鵠沼石上１～３丁目，片瀬，鵠沼の一部 

３．辻堂地区 
辻堂１～６丁目，辻堂元町１～６丁目，辻堂太平台１～２丁目， 
辻堂東海岸１～４丁目，辻堂西海岸１～３丁目 

４．村岡地区 
弥勒寺，弥勒寺１～４丁目，宮前，小塚，高谷，渡内，渡内１～４丁目， 
柄沢，村岡東１～４丁目，川名，川名１～２丁目 

５．藤沢地区 
朝日町，藤沢（南），藤沢１～５丁目，本町１～４丁目，鵠沼の一部， 
鵠沼神明１～５丁目，西富，西富１～２丁目，大鋸，大鋸１～３丁目， 
藤が岡１～３丁目 

６．明治地区 
辻堂神台１～２丁目，辻堂新町１～４丁目，羽鳥１～５丁目， 
城南１～５丁目 

７．善行地区 
藤沢（北），善行１～７丁目，本藤沢１～７丁目，善行団地，立石１～４丁目，

花の木，みその台，善行坂１～２丁目，白旗１～４丁目，大庭の一部，稲荷，

稲荷１丁目，亀井野の一部，西俣野の一部 

８．湘南大庭地区 大庭の一部，石川の一部，遠藤の一部 

９．六会地区 
亀井野の一部，亀井野１～４丁目，今田の一部，円行の一部， 
円行１丁目の一部，石川の一部，石川１～４丁目，西俣野の一部， 
天神町１～３丁目，遠藤の一部 

10．湘南台地区 
今田の一部，円行の一部，円行１丁目の一部，円行２丁目，石川の一部， 
桐原町，湘南台１～７丁目，土棚 

11．遠藤地区 石川５～６丁目，石川の一部，遠藤の一部 

12．長後地区 長後，高倉，下土棚 

13．御所見地区 用田，葛原，菖蒲沢，打戻，獺郷，宮原 
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アンケートにお答えいただくにあたっての主な言葉の説明 

 

名  称 内       容 本市での実施状況 

ファミリー・サポート・ 
センター 

安心して子育てができるよう、子育ての手助け

をしてほしい人と、手助けができる人が会員とな

り、地域の中で助け合っていく有償ボランティア

制度です。 

市内、湘南台文化センター内

に事務局を設置しています。

認可保育所の 
一時預かりサービス 

○認可保育所 
 児童福祉法に基づく児童福祉法に定める設備や

運営等についての基準を満たし、知事等の認可を

受けた保育施設です。 
 
○一時預かりサービス 
 保護者が就労、就学等している場合や、家族の

病気・入院、育児疲れの解消等の理由により、一

時的に家庭でお子さんの面倒をみられない場合

に、保育するサービスです。 

本市では認可保育所は公立１

６園、私立２３園あり、うち

公立６園及び私立７園の保育

所で実施しています。 

認可外保育所の 
一時預かりサービス 

○認可外保育所 
 認可保育所としての認可を受けていない私設保

育施設です。一定基準を満たし、市が認定をする

認定保育施設も含まれます。 
 
○一時預かりサービス 
 お子さんを一時的に保育するサービスです。 

認可外保育施設は市内に３０

か所ありますが、実施状況は

施設により異なります。 

子育て支援センター 

子育てアドバイザーによる、子育ての不安や悩

みについての個別相談のほか、子育てに役立つ情

報の提供、仲間づくりのための子育て広場等を実

施する子育て支援のための拠点施設です。 

市内、藤沢保育園・湘南台文

化センターと湘南Ｃ－Ｘ内の

３か所に設置しています。 
 

つどいの広場 
子育てアドバイザーによる、子育ての不安や悩

みについての相談を行うほか、親子が気軽につど

い、交流ができる子育て支援の拠点です。 

市内、鵠沼・善行・藤が岡及

び中里の４か所で実施してい

ます。 

子育てふれあいコーナー 
あいあい 

地域子供の家や児童館において、親同士の交流

の場の提供や保育士や子育てボランティアによる

子育てに関する相談を実施するものです。 

市内、地域子供の家１７か所

及び児童館４か所で実施して

います。 

家庭的保育 
市町村の認定を受けた保育者が、３歳未満の子

どもを保育者の自宅で預かります。 
本市では２か所あります。 

事業所内保育所 
企業の従業員や病院の看護師などの福利厚生の

ため、職場内や職場の近くに設置される保育施設

もあります。 

市内には、院内保育所が８か

所、その他事業所の保育施設

が１か所あります。 
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 まず、アンケート調査にお答えいただく前に、封筒のあて名のお子さんとご家族のことについておたずねしま

す。これは回答を統計的に分析するために使用するもので、個人を特定するものではありません。 

 

封筒のあて名のお子さんとご家族についておたずねします。 

 
問１ 封筒のあて名のお子さん（以下は、「あて名のお子さん」と言います）の生年月、きょうだい等について記 

入してください。（きょうだいの数にはあて名のお子さんも含めてください。） 
 

平成  
 

年  月生まれ  人きょうだいの  番目 

 
 
問２ あて名のお子さんと同居されている方、もしくはお近くにお住まいの方（近居：概ね 30 分以内で行き来

できる）の状況で、該当するすべてに○をつけてください。続柄はあて名のお子さんから見た関係です。

   

１． 父母同居 ２． 
父同居 
(ひとり親)

３．
母同居 
(ひとり親) 

４．  祖父同居 ５．祖母同居 

６． 
その他親族 
同居 

７． 祖父近居 ８．  祖母近居 ９．
その他親族 
近居 

10．その他 

 
 
問２－１ 続いて、同居している家族全員（あて名のお子さんを含む）の人数を記入してください。 
 

家族全員で、  人 

 
 
問３ この調査に回答してくださっている方に○をつけて下さい。（○は１つ） 
 

１．父親 ２．母親 ３．きょうだい ４．祖父 ５．祖母 
６．その他 
  （     ）

 
 
問４ あて名のお子さんの身の回りの世話などを主にしている方は、どなたですか。（○は１つ） 
 

１．主に父親 ２．主に母親 ３．主に祖父母 ４．その他（     ） 

 
 
問５ 普段から気軽に、又は必要なときに祖父母等親族、もしくは友人・知人にお子さんを預かってもらうこと

ができますか。あてはまる答えの番号すべてに○をつけてください。 
 

１．普段から気軽に祖父母等親族に預かってもらえる      

２．必要なときだけ祖父母等親族に預かってもらえる      ⇒問６へ 

３．普段から気軽に子どもを預けられる友人・知人がいる  

４．必要なときだけ子どもを預けられる友人・知人がいる     
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５．祖父母等親族、友人・知人には子どもを預かってもらえない  ⇒問５-１へ 

 
【問５で｢５．祖父母等親族、友人・知人には子どもを預かってもらえない｣と答えた方におたずねします】 

問５－１ 親族、友人・知人にお子さんを預かってもらえない場合、どのような対応をしていますか。 
（あてはまるものすべてに○）※印のついた用語については３ページに説明があります。 
 

１．あて名のお子さんの父が対応している 

２．あて名のお子さんの母が対応している 

３．※認可保育所に通わせている 

４．※認可外保育所に通わせている 

５．幼稚園・幼児教育施設に通わせている 

６．※ファミリー・サポート・センターを利用している  

７．※認可保育所の一時預かりサービスを利用している  

８．※認可外保育所の一時預かりサービスを利用している 

９．その他（                                 ） 

 
 
【すべての人がお答えください】 

問６ 現在お住まいの地域は、次のうち、どれにあたりますか。（○は１つ） 
   （回答する際には、２ページの「お住まいの地域（１３地区）の区分表」をご参照ください） 
 

１．片瀬地区 ２．鵠沼地区 ３．辻堂地区 ４．村岡地区 ５．藤沢地区 

６．明治地区 ７．善行地区 ８．湘南大庭地区 ９．六会地区 10．湘南台地区 

11．遠藤地区 12．長後地区 13．御所見地区   

 
 
問７ 現在のお住まいは、次のうち、どれにあたりますか。（○は１つ） 
     

１．持家（一戸建） ２．持家（分譲マンションなどの集合住宅） 

３．民間の借家（一戸建） ４．民間の借家（賃貸ﾏﾝｼｮﾝ・ｱﾊﾟｰﾄなどの集合住宅）

５．公団・公社・公営の賃貸住宅・アパート ６．社宅・公務員住宅などの給与住宅 

７．住み込み・寮・寄宿舎など ８．その他 （              ） 
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問８ 世帯の年収は、次のうち、どれにあたりますか。（○は１つ） 
 

１．２００万円未満 ２．２００～３００万円未満 ３．３００～４００万円未満 

４．４００～５００万円未満 ５．５００～７００万円未満 ６．
７００～１，０００万円

未満 

７．１，０００万円以上 

 
 
問９ 父親・母親の就労の状況について、１から６までの中からそれぞれ１つだけ○をつけてください。 
   併せて「５．」又は「６．」と答えた方は、今後の就労予定もお聞かせください。 

 

（１）父親（母子家庭は記載不要） （２）母親（父子家庭は記載不要） 

１．常勤（フルタイム）（産休・育休・介護休業中は除く） １．常勤（フルタイム）（産休・育休・介護休業中は除く）

２．常勤（フルタイム）だが現在 

産休・育休・介護休業中 

２．常勤（フルタイム）だが現在 

産休・育休・介護休業中 

３．パートタイム、アルバイト等 ３．パートタイム、アルバイト等 

４．自営業・家業従事・自由業・内職・在宅就労 ４．自営業・家業従事・自由業・内職・在宅就労 

５．以前は就労していたが、現在は就労していない 

 [今後の就労予定（どららか１つに○）] 

  １．今後就労する予定がある 

  ２．今後も就労しない 

５．以前は就労していたが、現在は就労していない 

 [今後の就労予定（どららか１つに○）] 

  １．今後就労する予定がある 

  ２．今後も就労しない 

６．これまでに就労したことがない 

 [今後の就労予定（どららか１つに○）] 

  １．今後就労する予定がある 

  ２．今後も就労しない 

６．これまでに就労したことがない 

 [今後の就労予定（どららか１つに○）] 

  １．今後就労する予定がある 

  ２．今後も就労しない 

 
 

 父親・母親の育児休業制度の利用状況についておたずねします。 

 
問１０ あて名のお子さんについて、育児休業制度を利用しましたか。（○は１つ） 

  制度を利用された方は、枠内に復帰したときのお子さんの月齢を数字で記入してください。 

 

１．母親が利用した 
 復帰したときのお子さんの月齢

は、何ヶ月でしたか。 

 両方が利用した場合は、遅くとっ

た方が復帰した月齢を記入 

 

  （    ）ヶ月 
 

 ＊例えば１歳半は１８ヶ月とし

てください 

 

２．父親が利用した ⇒問１１へ 

３．両方が利用した 

 

４．利用しなかった ⇒問１０－１へ 
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【問１０で｢４．利用しなかった｣と答えた方におたずねします】 

問１０－１ 利用しなかった理由を、それぞれあてはまる答えの番号すべてに○をつけてください。 
 

１．仕事の都合上休める状況でなかった 

２．最初から取得するつもりはなかった 

３．給料が減るなど経済的に厳しくなるため 

４．職場の同僚等が育児休業を取得していないなど、職場の雰囲気が取得できる環境ではないため 

５. 祖父母等による育児支援が可能であったため 

６．その他（               ） 

 
 

 次に、妊娠・出産・育児についておたずねします。 

 
【すべての人がお答えください】 

問１１ あなたは、子どもを育てている現在の生活に、満足していますか。（○は１つ） 
 

１．満足している ２．どちらかといえば満足している 

３．どちらともいえない ４．どちらかといえば満足していない 

５．満足してない  

 
 
問１２ 「子どもを産み育てること」については、社会的な理解や支援が得られていると思いますか。 

（○は１つ） 
 

１．そう思う ２．どちらかといえばそう思う 

３．どちらともいえない ４．どちらかといえばそう思わない 

５．そう思わない  

 
 
問１３ あて名のお子さんに限らず、妊娠中、母親が不安な気持ちになったことはありますか。（○は１つ）  

 

１．よくあった ２．時々あった 

３．ほとんどなかった ４．なかった 
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問１４ あて名のお子さんに限らず、出産後 1ヶ月ぐらいの間、母親が不安な気持ちになったことがありますか。 
（○は１つ） 
 

１．よくあった ２．時々あった 

３．ほとんどなかった ４．なかった 

 
 
問１５ 妊娠中や出産後のサポートとして、どのようなサービスが必要だと思いますか。（○は２つまで） 
 

１． 母親の健康面の相談 ２．赤ちゃんの育児相談や各種子育てに関する教室

３． 助産師・保健師等の家庭訪問による指導 ４．赤ちゃんの沐浴などのヘルパー 

５． 
子育て経験者から気軽に話を聞ける場や機会

の提供 
６．子育て中の人との交流 

７． その他（                         ） 

   
  
問１６ あて名のお子さんは、毎日朝食を食べていますか。（○は１つ） 

また、「３．食べる日は週３日以下」を選ばれた方は、その理由を記入してください。 
 

１．毎日食べている   

２．週４～６日は食べている   

３．食べる日は週３日以下 → その理由 

４．離乳前   

 
 
問１７ あて名のお子さんのかかりつけの医師・歯科医師がいますか。（○はそれぞれ１つ） 
 

医師 １．いる ２．いない 

歯科医師 １．いる ２．いない 
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問１８ 乳幼児健診を受けられましたか。次の（１）と（２）について、それぞれお答えください。 

 

  （１）乳児健診（生後４ヶ月、９～１０ヶ月に市内医療機関等で実施している個別健診です。） 

１．受けた ２．受けていない 

 

 

（１）－１ 受けた感想をお聞かせください。 

（あてはまるものすべてに○） 

（１）－２ 受けなかった理由をお聞かせくださ

い。（あてはまるものすべてに○） 

１．子どもの健康状態がわかってよかった １．忙しくて行けなかった 

２．育児に関する専門の相談ができてよかった ２．行くのを忘れていた 

３．育児の不安が解消された ３．子どもが病気で行けなかった 

４．もっとゆっくりとした時間がほしかった ４．乳児健診を受けるのを知らなかった 

５．その他（              ） ５．その他（               ） 

 

 

 （２）幼児健診（1歳半、3歳半に市内保健センター等で実施している集団健診です。） 

１．受けた ２．受けていない 

 

 

（２）－１ 受けた感想をお聞かせください。 

（あてはまるものすべてに○） 

（２）－２ 受けなかった理由をお聞かせくださ

い。（あてはまるものすべてに○） 

１．子どもの健康状態がわかってよかった １．忙しくて行けなかった 

２．育児に関する専門の相談ができてよかった ２．行くのを忘れていた 

３．育児の不安が解消された ３．子どもが病気で行けなかった 

４．もっとゆっくりとした時間がほしかった ４．幼児健診を受けるのを知らなかった 

５．その他（              ） ５．その他（               ） 

 

 
問１９ 子育てに不安等を感じたことがありますか。（○は１つ）  

  

１．よくある ２．時々ある  

３．ほとんどない ４．ない 

 
 
問２０ 自分は、子どもを虐待していると思うことがありますか。（○は１つ） 

 

１．よくある   ⇒問２０－１へ ２．時々ある ⇒問２０－１へ 

３．ほとんどない ⇒問２１へ ４．ない   ⇒問２１へ 
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【問２０で「１．よくある」、「２．時々ある」と答えた方におたずねします】 
問２０－１ 子どもに対して、どのような行動をとることがありますか。（○は２つまで） 

 

１．子どもを殴ったり、けったり、傷つけたりする
２．食事を与えない、お風呂に入れないなど日常的

な世話をしない 

３．言葉による脅しや子どもからの働きかけの無視 ４．その他（                ）

 
 
【すべての人がお答えください】 

問２１ 子育てで困った時には、どこ（どなた）に相談しますか。（あてはまるものすべてに〇） 
 

１．市の相談窓口（電話相談含む） ２．児童相談所 

３．保育園・幼稚園 ４．学校 

５．親・きょうだい・親戚 ６．友人 

７．地域（近所）の人 ８．民生委員 

９．相談していない 10．携帯電話等、インターネットによる相談 

11．その他（                                     ） 

 
 
問２２ 日常の子育てを楽しく、安心して行うために必要なサービスはどのようなものだと思いますか。 

（○は３つまで） 

１．親の不安や悩みの相談 ２．子育てに関する総合的な情報提供 

３．子育て中の親同士の仲間作り ４．子育てについての講座 

５．子どもの発達や幼児教育のプログラムの提供 ６．子どもを遊ばせる場や機会の提供 

７．親のリフレッシュの場や機会の提供 ８．父親の育児参加に関する意識啓発 

９．子どもの病気や障がいについての相談 10．特にない 

11．その他（                                  ） 
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 次に、子育て支援サービスの利用状況についておたずねします。 

 
問２３ 下記の（１）から（８）までの子育て支援サービスについてお聞きします。各サービスごとに、「Ａ 知

っている」「Ｂ これまで利用したことがある」「Ｃ 今後利用したい」について、「１．はい」「２．いい

え」のどちらかに○をつけてください。※印のついた用語については３ページに説明があります。 
 
[Ａ 周知度とＢ 利用経験について] 

 
Ａ 

知っている 
 

Ｂ 

これまで利用したことがある 

（Ａで「１．はい」と答えた方のみ） 

（１）※子育て支援センター 

１．はい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はい  ⇒ 月(   )回程度 

２．いいえ  
 ⇒Ｂ－１へ 

Ｂ－１ 利用しなかった理由は。

（あてはまるものすべてに○） 
 １．今のところ必要ないため 
 ２．場所が遠いため 
 ３．時間が合わないため 
 ４．サービスに不安があるため

 ５．その他 
  （           ）

２．いいえ 

（２）※つどいの広場 

１．はい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はい  ⇒ 月(   )回程度 

２．いいえ  
 ⇒Ｂ－１へ 

Ｂ－１ 利用しなかった理由は。

（あてはまるものすべてに○） 
 １．今のところ必要ないため 
 ２．場所が遠いため 
 ３．時間が合わないため 
 ４．サービスに不安があるため

 ５．その他 
  （           ）

２．いいえ 

（３）※子育てふれあいコーナ

ーあいあい 

１．はい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はい  ⇒ 月(   )回程度 

２．いいえ  
 ⇒Ｂ－１へ 

Ｂ－１ 利用しなかった理由は。

（あてはまるものすべてに○） 
 １．今のところ必要ないため 
 ２．場所が遠いため 
 ３．時間が合わないため 
 ４．サービスに不安があるため

 ５．その他 
  （           ）

２．いいえ 

（４）地域の団体や公民館で実

施している子育て支援事

業 

１．はい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はい  ⇒ 月(   )回程度 

２．いいえ  
 ⇒Ｂ－１へ 

Ｂ－１ 利用しなかった理由は。

（あてはまるものすべてに○） 
 １．今のところ必要ないため 
 ２．場所が遠いため 
 ３．時間が合わないため 
 ４．サービスに不安があるため

 ５．その他 
  （           ）

２．いいえ 
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Ａ 

知っている 
 

Ｂ 

これまで利用したことがある 

（Ａで「１．はい」と答えた方のみ） 

（５）※ファミリー・ 
サポート・センター 

１．はい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はい  ⇒ 月(   )回程度 

２．いいえ  
 ⇒Ｂ－１へ 

Ｂ－１ 利用しなかった理由は。

（あてはまるものすべてに○） 
 １．今のところ必要ないため 
 ２．場所が遠いため 
 ３．時間が合わないため 
 ４．サービスに不安があるため

 ５．その他 
  （           ）

２．いいえ 

（６）※認可保育所の 
一時預かり 

１．はい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はい  ⇒ 月(   )回程度 

２．いいえ  
 ⇒Ｂ－１へ 

Ｂ－１ 利用しなかった理由は。

（あてはまるものすべてに○） 
 １．今のところ必要ないため 
 ２．場所が遠いため 
 ３．時間が合わないため 
 ４．サービスに不安があるため

 ５．その他 
  （           ）

２．いいえ 

（７）※認可外保育所の 
一時預かり 

１．はい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はい  ⇒ 月(   )回程度 

２．いいえ  
 ⇒Ｂ－１へ 

Ｂ－１ 利用しなかった理由は。

（あてはまるものすべてに○） 
 １．今のところ必要ないため 
 ２．場所が遠いため 
 ３．時間が合わないため 
 ４．サービスに不安があるため

 ５．その他 
  （           ）

２．いいえ 

（８）※家庭的保育 

１．はい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はい  ⇒ 月(   )回程度 

２．いいえ  
 ⇒Ｂ－１へ 

Ｂ－１ 利用しなかった理由は。

（あてはまるものすべてに○） 
 １．今のところ必要ないため 
 ２．場所が遠いため 
 ３．時間が合わないため 
 ４．サービスに不安があるため

 ５．その他 
  （           ）

２．いいえ 
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[Ｃ 今後の利用意向について]（すべての方がお答えください） 

 
Ｃ 

今後利用したい（続けたい） 

（１）※子育て支援センター 
１．はい 
２．いいえ 

（２）※つどいの広場 
１．はい 
２．いいえ 

（３）※子育てふれあいコーナーあいあい 
１．はい 
２．いいえ 

（４）地域の団体や公民館で実施している子育て支援事業 
１．はい 
２．いいえ 

（５）※ファミリー・サポート・センター 
１．はい 
２．いいえ 

（６）※認可保育所の一時預かり 
１．はい 
２．いいえ 

（７）※認可外保育所の一時預かり 
１．はい 
２．いいえ 

（８）※家庭的保育 
１．はい 
２．いいえ 

 
 

問２３－１ （１）から（８）のサービスについてご意見がありましたらご自由に記入してください。 
 

 ご  意  見 

（１）※子育て支援センター  

（２）※つどいの広場  

（３）※子育てふれあいコーナーあいあい  

（４）地域の団体や公民館で実施している

子育て支援事業 
 

（５）※ファミリー・サポート・センター  

（６）※認可保育所の一時預かり  

（７）※認可外保育所の一時預かり  

（８）※家庭的保育  
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 次に、父親の育児とのかかわりについておたずねします。 

 

【父親のいるご家庭のみお答えください】 

問２４ 父親が育児にかかわることが求められていますが、あなたの家庭ではどのような状況ですか。 
（○は１つ） 

 

１．父親は積極的に育児にかかわっている         ⇒問２５へ 

２．父親はどちらかと言えば育児にかかわることが多い   ⇒問２５へ 

３．父親はどちらかと言えば育児にかかわらないことが多い ⇒問２４－１へ 

４．父親が育児にかかわることはない           ⇒問２４－１へ 

 
【問２４で「３．」又は「４．」と答えた方におたずねします】 

問２４－１ あなたの家庭で父親が育児にかかわっていないのはどのような理由ですか。（○は３つまで） 
 

１．残業などが多く、仕事を優先せざるをえないから 

２．通勤時間が長いから 

３．子どもや家庭のことで休みをとることに職場の理解を得にくいから 

４．父親として具体的に何をすべきかよくわかっていないから 

５．父親が育児にかかわることを恥ずかしいと思う意識があるから 

６．父親が育児にかかわることを特別視する風潮が世間にあるから 

７．子育ては母親が中心となって行うものと思っているから 

８．その他（                                    ） 

 
 
【すべての人がお答えください】 

問２５ 仕事と家庭の両立のために、企業等に対してどのような取り組みを求めますか。（○は３つまで） 
※印のついた用語については３ページに説明があります。 

 

１．残業時間を減らす配慮をしてくれること 

２．育児短時間勤務など勤務時間の短縮を行ってくれること 

３．育児休業の取得がしやすいこと 

４．子どもの看護休暇等育児に関わる休暇が取得しやすいこと  
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５．※事業所内保育所を設けること 

６．その他（                                    ） 

 次に、子育てがしやすいまちづくりについておたずねします。 

 
問２６ 安心して子育てができる環境が整備されていると思いますか。それぞれの項目に「１．はい」 

「２．いいえ」または「３．どちらともいえない」でお答えください。（それぞれ○は１つ） 
 

（１）歩行者、自転車やベビーカーのための道路環境整備（バリアフリ

ー化等）がされている 

１．はい 
２．いいえ 
３．どちらともいえない 

（２）通学路や子どもの遊び場（公園等）の安全対策がされている 
  （防犯灯や防犯カメラの整備による暗がりや死角の解消等） 

１．はい 
２．いいえ 
３．どちらともいえない 

（３）公園遊具の安全性の確保がされている 
１．はい 
２．いいえ 
３．どちらともいえない 

（４）地震や自然災害に伴う避難方法や避難施設の確保がされている 
１．はい 
２．いいえ 
３．どちらともいえない 

 
 
問２７ 子育てに支援に関する国・県・市町村の取り組みや、社会全体の制度等について、ご意見が 

ありましたらご自由に記入してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。 
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