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第1章 計画の概要 

1 計画策定の趣旨 

 市では、北本市の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

るため、平成 2 7 年 3 月に「北本市子ども・子育て支援事業計画」（以下「第一期計画」

という。）を策定しました。この計画は、①子ども・子育て支援法に基づき「教育・保育

に係る量の見込みと提供体制」を定めるとともに、②次世代育成支援推進法に基づき「子

ども・子育て支援に係る総合的な施策の展開」を示しました。 

 その後、令和 2 年 3 月には、教育・保育ニーズの増加に対応するため、第一期計画の

教育・保育に係る量の見込みと提供体制の見直しを行い、「第二期 北本市子ども・子

育て支援事業計画」（以下「第二期計画」という。）を策定しました。 

 なお、第二期計画では、第一期計画が示した「子ども・子育て支援に係る総合的な施

策の展開」は継承しました。 

 こうした中、令和 5 年 4 月に「こども基本法」が施行及びこども家庭庁が発足され、

同年 12 月には「こどもまんなか社会」を基本理念とする「こども大綱」が閣議決定され

ました。 

 上記の動きを踏まえ、①第一期計画に示した「子ども・子育て支援に係る総合的な施

策の展開」及び②第二期計画に定めた「教育・保育に係る量の見込みと提供体制」の見

直しを行うとともに、③こども基本法に基づく「市町村こども計画」を包含した、「（仮

称）きたもと こどもいきいき未来プラン（第三期北本市子ども・子育て支援事業計画、

北本市こども計画）」として策定するものです。 

 

〔参考〕こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」（「こども大綱」抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会～ 

 「こどもまんなか社会」とは、全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及び

こどもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人

としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわ

らず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せ

な状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる社会である。 
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2  計画の法的位置づけ 

 この計画は、子ども・子育て支援法第 6 1 条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業

計画」及びこども基本法第 10 条に基づく「市町村こども計画」として策定します。 

 また、次世代育成支援対策推進法第８条に基づく「次世代育成支援行動計画」、母子

保健法第 9 条に基づく「母子保健計画」、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関

する法律第 10 条に基づく「こどもの貧困対策に関する計画」及び母子及び父子並びに寡

婦福祉法第 12 条に基づく「ひとり親家庭自立促進計画」を包含します。 

 

図 （仮称）きたもと こどもいきいき未来プランが包含する計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔参考〕本計画における「こども」と「子ども」の使い分け 

 本計画では、「こども」、「子ども」及び「若者」を次のように使い分けます。 

表記 根 拠 定 義 

こども こども基本法 心身の発達の過程にある者 

子ども 
北本市子どもの権利に関
する条例 

18 歳未満の者又はこれと等しく権利を認めること
が適当である者 

若者 法令により異なる 高校生及び青年期（18 歳～4 0 歳未満） 

 

 

乳幼児期 学童期 思春期 青年期 

0～就学前 小学生 中学生 高校生 概ね 18 歳～40 歳未満 

こども（年齢による定義は行わない） 

子ども（概ね 18 歳未満）  

 若者（高校生以上） 

  

（仮称）きたもと こどもいきいき未来プラン 

（第三期北本市子ども・子育て支援事業計画、北本市こども計画） 

 

 

母子保健計画 

次世代育成支援行動計画 

子ども・子育て

支援事業計画 

ひとり親家庭自立
促進計画 

こどもの貧困対策に関する計画 

こども・若者計画 

こども計画 

子どもの権利に関する行動計画 
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3  本市における位置づけ 

 本計画は、市の最上位計画である「第五次北本市総合振興計画」及び福祉における上

位計画である「第三次北本市地域福祉計画」の分野別計画として、福祉の各計画や「北

本市子どもの権利に関する行動計画」、「第六次北本市男女行動計画」など関連する計

画と整合性を図りながら策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1「第二期北本市 みんな いきいき! 健康なまちづくりプラン」は、健康増進計画・食育推進計

画・歯科口腔保健推進計画として策定しました。 

 

  

 

第五次北本市総合振興計画 

第三次北本市地域福祉計画 

（仮称）きたもと こどもいきいき未来プラン 
（第三期北本市子ども・子育て支援事業計画、北本市こども計画） 

北本市高齢者福祉計画 2024・第 9 期介護保険事業計画 

北本市第七期障害福祉計画及び北本市第三期障害児福祉計画 

第二期北本市 みんな いきいき! 健康なまちづくりプラン※1
 

北本市子どもの権利に関する行動計画 

第二期北本市自殺対策推進計画 

その他関連計画 

第六次北本市男女行動計画 

第 3 期北本市教育振興基本計画 
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4  計画の期間 

 本計画は、令和 7 年度から令和 11 年度までの 5 年間を計画期間とします。  

 ただし、子ども・子育て家庭を取り巻く社会状況の変化等により、必要に応じて、計

画期間中に見直しを行う場合があります。 

 

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

               

北本市 

子ども・子育て支援事業計画 
          

     
第二期 北本市 

子ども・子育て支援事業計画 
     

 

 

 

         

（仮称）きたもと  

こどもいきいき未来プラン 
（第三期北本市子ども・子育て支援 

事業計画、北本市こども計画） 

 

 

5  策定体制 

（1）子ども・子育て会議 

 地域の関係団体・機関や市民の代表等により構成される「北本市子ども・子育て会議」

において、委員の皆様から本計画に係るご意見・ご審議をいただきながら、検討・策定

を進めました。 

 

（2 ）アンケート調査の実施 

 保育・教育サービスにかかるニーズや子育てに関する保護者等の意識を把握するため、

1）就学前児童保護者調査及び 2）小学生保護者調査を実施しました。 

 また、子どもの貧困をめぐる状況や子ども・若者自身の生活状況、意識、要望等を把

握するため、3）子どもの意識と生活に関する調査（保護者調査）、4）子どもの意識と

生活に関する調査（児童・生徒調査）及び 5）若者の意識と生活に関する調査を実施しま

した。 

■調査名及び対象者 

調査名 対象者 調査方法 

1）就学前児童保護者調査 市内在住の就学前児童の保護者 

郵送配布・郵

送回収による

紙面調査 

2）小学生保護者調査 市内在住の小学生（1～6 年生）の保護者 

3）子どもの意識と生活に関する調

査（保護者調査） 

市内在住の小学 5 年生、6 年生及び中学 1

年生～3 年生の児童・生徒のいる保護者 

4）子どもの意識と生活に関する調

査（児童・生徒調査） 

市内在住の小学 5 年生、6 年生及び中学 1

年生～3 年生の児童・生徒 

5）若者の意識と生活に関する 

調査 

北本高校、騎西特別支援学校北本分校の 2

年生の生徒全員 

学校を通じた

Web 調査 
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■実施時期、対象者数及び回収率等 

調査名 実施時期 対象者数 回収数 回収率 

1）就学前児童保護者調査 
令和 6 年 

3 月～4 月 
1,0 0 0 人 4 4 6 人 4 4 .6％ 

2）小学生保護者調査 
令和 6 年 

3 月～4 月 
1,0 0 0 人 3 6 9 人 3 6 .9％ 

3）子どもの意識と生活に関する調

査（保護者調査）※1 

令和 6 年 

6 月～7 月 
1,2 5 0 人 3 6 2 人 3 0 .0％ 

4）子どもの意識と生活に関する調

査（児童・生徒調査）※1 

令和 6 年 

6 月～7 月 
1,2 5 0 人 3 5 6 人 2 8 .5％ 

5）若者の意識と生活に関する調査 
令和 6 年 

6 月 
14 5 人 13 7 人 9 4 .5％ 

※1 こどもの生活に関する調査は、保護者調査及び児童・生徒調査において同一世帯に同一の回

答者番号を付与することにより、両調査結果の紐付けを行った。 

 

（3 ）きたもと子ども会議の開催 

 子どもの意見を求めるため、北本市子どもの権利に関する条例に基づくきたもと子ど

も会議を設置しました。 

 

対象区分 実施年月 募集の方法 参加者数 

高校生 
令和 6 年 

7 月 19 日 
県立北本高校在校生に対し学校を通じて募集 9 人 

 

（4 ）パブリック・コメントの実施 

 計画に対するご意見等をいただき、それを反映した計画とするためのパブリック・コ

メントを実施しました。 

〔実施時期〕令和 6 年 12 月下旬～令和 7 年 1 月頃 
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第2 章 北本市の子ども・子育てをとりまく現状 

第 1 節 北本市の子ども・子育てをとりまく現状 

(各種統計データから)  

 

1 人口及び世帯数 

（1）人口及び児童数 

 令和 6 年 4 月 1 日現在の総人口は 6 5 ,4 0 8 人で、児童数は 7 ,8 10 人となっています。

これを過去からの推移でみると、人口、児童数ともに減少傾向にありますが、児童数の方が

減少のスピードが速く、総人口に占める児童数の割合も低くなる傾向にあります。 

 

■総人口及び児童数の推移（各年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（外国人を含む） 

■総人口及び児童数 単位：人 

区分 
平成 
31 年 

令和 
2 年 

令和 
3 年 

令和 
4 年 

令和 
5 年 

令和 
6 年 

総人口 6 6 ,4 6 8  6 6 ,2 3 0  6 5 ,9 2 0  6 5 ,7 9 8  6 5 ,6 13  6 5 ,4 0 8  
 児童数 8 ,8 3 8  8 ,5 8 0  8 ,3 2 1 8 ,16 2  8 ,0 6 0  7 ,8 10  
 対人口比 13 .3 %  13 .0 %  12 .6 %  12 .4 ％ 12 .3 %  11.9 %  
  就学前（0～5 歳） 2 ,4 2 3  2 ,4 14  2 ,3 10  2 ,3 5 9  2 ,3 15  2 ,2 4 2  
  小学生（6～11 歳） 2 ,8 9 5  2 ,7 6 6  2 ,7 0 8  2 ,6 2 6  2 ,6 3 8  2 ,5 9 0  
   低学年（6～8 歳） 1,3 5 1 1,3 0 0  1,3 2 9  1,2 7 4  1,3 2 1 1,2 6 0  
   高学年（9～11 歳） 1,5 4 4  1,4 6 6  1,3 7 9  1,3 5 2  1,3 17  1,3 3 0  
  中学生（12～14 歳） 1,6 3 7  1,6 2 2  1,5 8 5  1,5 4 4  1,4 7 5  1,3 8 7  
  高校生（15～17 歳） 1,8 8 3  1,7 7 8  1,7 18  1,6 3 3  1,6 3 2  1,5 9 1 

資料：住民基本台帳（外国人を含む） 
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（2 ）子どものいる世帯の状況 

 令和 2 年 10 月 1 日現在の 18 歳未満児童のいる世帯数は 5 ,0 5 2 世帯で、減少傾向に

あります。また、18 歳未満児童のいる世帯のうち核家族世帯の状況をみると、核家族（両

親)は減少傾向にあるのに対し、核家族（ひとり親）は横ばいで推移しています。 

 

■子どものいる世帯数の推移（各年 10 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

■核家族世帯の状況（各年 10 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

■子どものいる世帯数の推移（各年 10 月 1 日現在） 単位：世帯 

区 分 
平成 
12 年 

平成 
17 年 

平成 
22 年 

平成 
27 年 

令和 
2 年 

一般世帯数 2 3 ,4 5 4  2 4 ,8 19  2 5 ,8 4 7  2 6 ,8 2 2  2 7 ,3 7 8  
 うち 18 歳未満親族のいる世帯 7 ,7 9 6  7 ,2 2 4  6 ,4 4 4  5 ,7 8 5  5 ,0 5 2  

 一般世帯数に占める割合 3 3 .2 ％ 2 9 .1％ 2 4 .9 ％ 2 1.6 ％ 18 .5 ％ 
  うち核家族（両親） 6 ,0 0 2  5 ,4 6 6  4 ,8 4 5  4 ,4 0 0  4 ,0 2 3  
  うち核家族（ひとり親） 4 7 9  5 9 7  6 4 0  5 8 5  5 0 1 
  その他 1,3 15  1,16 1 9 5 9  8 0 0  5 2 8  

資料：国勢調査 
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（3 ）出生の状況  

 令和 5 年の本市の合計特殊出生率※は 1.0 2 人で、令和 2 年以降、減少傾向にありま

す。これは埼玉県、全国よりも低い水準で推移しています。 

■合計特殊出生率の推移（各年 10 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「埼玉県の合計特殊出生率」 

 

 

2  女性の就業状況 

 女性の年齢別就業率の推移をみると、2 5 歳から 5 4 歳までは平成 2 2 年から平成 2 7

年にかけて高まっているものの、平成 2 7 年から令和 2 年にかけては横ばいで推移して

います。 

■女性の年齢別就業率の推移（各年 10 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 
※ 「合計特殊出生率」とは、「15 歳から 4 9 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、1 人の女性が

その年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当します。 
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3  保育・認定こども園・幼稚園等の利用状況の推移 

 令和 6 年 4 月 1 日現在、保育所は 6 0 4 人、幼稚園は 4 7 6 人、地域型保育は 5 1 人、

幼稚園は 3 9 3 人となっています。令和２年度以降の５年間の推移をみると、認定こども

園は増加傾向、幼稚園は減少傾向で推移しました。また、平成 6 年 4 月 1 日現在の待機

児童数は 3 2 人となっています。令和 2 年度以降、3 0 人前後で推移しています。 

 

■保育・認定こども園・幼稚園等の利用状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：保育課 

■待機児童数の推移（各年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢別保育所利用者数の推移（各年 4 月 1 日現在） 単位：人 

区 分 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 

保育所 6 0 0  6 2 7  6 2 0  6 10  6 0 4  

認定こども園 4 15  4 0 5  4 6 0  4 6 0  4 7 6  

地域型保育 2 7  2 7  3 0  4 7  5 1 

幼稚園 5 0 1 4 5 6  4 2 7  4 0 0  3 9 3  

待機児童数 2 9  5  2 3  3 3  3 2  

資料：保育課 

  



 

 10  

4  小学校の学級数及び学校別児童数の推移 

令和６年４月１日現在、市内には 7 か所の小学校があり、約 2 ,5 5 0 人の児童が在籍し

ています。令和３年度に栄小学校が閉校しました。令和２年度以降の５年間の推移をみ

ると、減少傾向で推移しました。 

 

■小学校の学級数及び学校別児童数の推移（各年 5 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：学校基本調査 

■小学校の学級数及び学校別児童数の推移（各年 5 月 1 日現在） 単位：人 

区 分 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 

学校数（校） 8  7  7  7  7  

学級数（学級） 10 9  10 5  10 3  10 7  10 5  

児童数 2 ,7 2 6  2 ,6 6 2  2 ,5 8 8  2 ,6 0 1 2 ,5 6 0  

 中丸小学校 4 4 1 4 4 0  4 19  4 2 4  4 0 5  

 石戸小学校 2 7 2  2 8 7  2 7 3  2 5 4  2 2 1 

 南小学校 3 8 6  4 0 0  4 0 1 4 2 7  4 7 0  

 栄小学校 5 1 - - - - 

 北小学校 4 10  3 9 0  3 9 8  3 8 0  3 7 0  

 西小学校 5 3 9  5 4 9  5 13  5 4 3  5 3 9  

 東小学校 4 2 0  3 9 9  3 9 6  3 9 3  3 8 0  

 中丸東小学校 2 0 7  19 7  18 8  18 0  17 5  

資料：学校基本調査 
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第 2 節 子ども・子育てに関する実態と意向 

(アンケート調査結果から） 

 

1 就学前児童保護者調査 

（1）子どもの育ちをめぐる環境について 

①子育てに関して悩んでいること 

 子育てに関して悩んでいることについては、「子育てにかかる経済的負担が大きいこ

と」が 3 6 .5％で最も多くなっています。これを時系列でみると、前回調査から今回調査

にかけて「子育てにかかる経済的負担が大きいこと」の割合が高くなっています。 

 

図 子育てに関して悩んでいること（複数回答） （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②子育てに関する相談相手 

 子育てに関する相談相手については、「家族、祖父母等の親族」が 9 3 .3％で最も多く、

「友人や知人」が 6 8 .7％で続いています。これを時系列でみると、前回調査から今回調

査にかけて「家族、祖父母等の親族」の割合が高くなっています。 

 

図 子育てに関する相談相手（複数回答） （単位：％） 

 

 

 

 

 

  

アンケート調査結果のグラフの構成比は、四捨

五入の端数処理の関係から 10 0％を上下する

ことがあります。また、複数回答の設問では構

成比の和が 10 0％を超えることがあります。 
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（2 ）保護者の就労状況について 

①母親の就労状況 

 母親の就労状況については、「フルタイムで就労している」が 4 2 .6％、「パート・ア

ルバイト等で就労」が 2 7 .0％、「現在は就労していない」が 2 8 .2％となっています。

これを時系列でみると、前回調査から今回調査にかけて「フルタイムで就労している」

の割合が高くなっています。 

 

図 母親の就労状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②働いていない母親の就労希望 

 母親が“就労していない”と回答した人に対し、就労希望の有無について聞いたとこ

ろ、「１年より先、子どもが一定の年齢になったころに就労したい」が 4 1.8％、「事情

が許せばすぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 2 8 .4％であり、これらを合わ

せると 7 0 .2％が“就労したい”と回答しています。これを時系列でみると、前回調査から

今回調査にかけて「子育てや家事などに専念したい」及び「事情が許せばすぐにでも就

労したい」の割合が高くなっています。 

 

図 働いていない母親の就労希望 
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（3 ）定期的な教育・保育や子育て支援サービスの利用状況について 

①定期的な教育・保育や子育て支援サービスの利用の有無 

 定期的な教育・保育や子育て支援サービスの利用状況については、「利用している」

が 6 7 .9％、「利用していない」が 3 1.8％となっています。これを時系列でみると、前

回調査から今回調査にかけて特に顕著な違いはみられません。 

 

図 定期的な教育・保育や子育て支援サービスの利用の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②利用している教育・保育や子育て支援サービスの種類 

 教育・保育や子育て支援サービスの定期的な利用状況において「利用している」と回

答した人に対し、利用しているサービスの種類について聞いたところ、「認可保育所」

が 3 5 .3％で最も多くなっています。これを時系列でみると、前回調査から今回調査にか

けて「認可保育所」及び「幼稚園」の割合が低く、「認定こども園」の割合が高くなって

います。 

 

図 利用している教育・保育や子育て支援サービスの種類（複数回答） （単位：％） 
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③定期的に利用したい教育・保育や子育て支援サービス 

 定期的に利用したい教育・保育や子育て支援サービスについては、「認可保育所」が

4 4 .2％で最も多く、次に「幼稚園」が 4 3 .5％、「認定こども園」が 4 0 .1％となってい

ます。これを時系列でみると、前回調査から今回調査にかけて「幼稚園」の割合が低く、

「認定こども園」の割合が高くなっています。 

 

図 定期的に利用したい教育・保育や子育て支援サービス（複数回答） （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4 ）地域の子育て支援事業の利用状況について 

①地域の子育て支援事業の利用状況 

 地域の子育て支援事業の利用状況については、「地域子育て支援拠点事業」が 4 4 .2％、

「その他当該自治体で実施している類似の事業」が 2 .5％、「利用していない」が 5 1.1％

となっています。これを時系列でみると、前回調査から今回調査にかけて「地域子育て

支援事業」の利用の割合が高くなっています。 

 

図 地域の子育て支援事業の利用状況（複数回答） （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 15  

（5 ）子どもが病気の際の対応や不定期のサービス利用について 

①病児・病後児保育の利用希望 

 事業を利用できなかった際の対応において「母親が休んだ」または「父親が休んだ」

と回答した人に対し、病児・病後児保育の利用希望について聞いたところ、「できれば

利用したい」が 3 3 .5％、「利用したいとは思わない」が 6 6 .8％となっています。これ

を時系列でみると、前回調査から今回調査にかけて特に顕著な違いはみられません。 

 

図 病児・病後児保育の利用希望 
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（6 ）職場の両立支援制度について 

①育児休業の取得状況 

1）母親の取得状況 

 母親の育児休業の取得状況については、「働いていなかった」が 3 5 .2％、「取得した」

が 5 3 .1％、「取得しなかった」が 9 .2％となっています。これを時系列でみると、前回

調査から今回調査にかけて「取得した」の割合が高くなっています。 

 

図 母親の育児休業の取得状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）父親の取得状況 

 父親の育児休業の取得状況については、「働いていなかった」が 0 .2％、「取得した」

が 16 .6％、「取得しなかった」が 7 3 .8％となっています。これを時系列でみると、前

回調査から今回調査にかけて「取得した」の割合が高くなっています。 

 

図 父親の育児休業の取得状況 
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②復帰時の子どもの年齢の実際と希望 

1）母親の状況 

【母親の職場復帰は希望どおりであったか】 

 母親の育児休業取得後の職場復帰

は希望どおりであったかについて

は、「希望どおり復帰した」が

5 3 .6％、「希望より早く復帰した」

が 2 8 .6％、「希望より遅く復帰した」

が 12 .1％となっています。 

【実際の復帰時の子どもの年齢と希

望する復帰時の年齢の比較】 

 復帰時の子どもの年齢についてみ

ると、実際の復帰時は 0 歳～2 歳ま

でが合わせて 7 5 .7 ％（ 0 .7 ％＋

2 2 .1％＋5 2 .9％）、3 歳以降が合わ

せて 8 .6％（7 .9 % + 0 .7 % ）となって

います。 

 これを希望と比べると、実際の復

帰時の年齢は希望に比べて 0 歳～2 歳までの割合が高く、3 歳以降の割合が低くなって

います。 

 また、勤め先の育児休業期間は 3 歳以降までが 4 3 .6％（2 5 .0 % + 18 .6 % ）であり、

実際の復帰時の年齢は勤め先の育児休業期間に比べて 0 歳～2 歳の割合が高く、3 歳以

降の割合が低くなっています。 

 

図 復帰時の子どもの年齢 （回答者数：人、単位：％） 

 

 

 

  

図 母親の職場復帰は希望どおりであったか 

 
（回答者数：14 0 人、単位：％） 
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2）父親の状況 

【父親の職場復帰は希望どおりであったか】 

 父親の育児休業取得後の職場復帰

の状況において「職場に復帰した」と

回答した 6 6 人に対し、父親の職場復

帰は希望どおりであったかについて

聞いたところ、「希望どおり復帰し

た」が 5 6 .1％、「希望より早く復帰

した」が 3 1.8％、「希望より遅く復

帰した」が 1.5％となっています。 

 

【実際の復帰時の子どもの年齢と希

望する復帰時の年齢の比較】 

 復帰時の子どもの年齢についてみ

ると、実際の復帰時の年齢は 0 歳が

6 3 .6％、1 歳以降が合わせて 10 .6％

（6 .1% + 4 .5 % ）となっています。 

 これを希望と比べると、実際の復帰時の年齢は希望に比べて 0 歳の割合が高く、1 歳

以降の割合が低くなっています。 

 また、勤め先の育児休業期間は 2 歳以降が 5 0 .0％（2 4 .2 % + 9 .1% + 16 .7 % ）であり、

実際の復帰時の年齢は勤め先の育児休業期間に比べて 2 歳以降の割合が低くなっていま

す。 

 

図 復帰時の子どもの年齢 （回答者数：66 人、単位：％） 

 

 

 

 

 

 

  

図 父親の職場復帰は希望どおりであったか 

 
（回答者数：6 6 人、単位：％） 
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（7 ）子育てに関する孤立感をめぐる状況について 

①子育てに関する孤立感の有無 

 子育てに関する孤立感の有無につ

いては、「ある」が 11.0％、「ときど

きある」が 3 8 .1％であり、これらを

合わせると 4 9 .1％が“ある・ときど

きある”と回答しています。 

 一方、「あまりない」が 3 3 .6％、

「ない」が 16 .6％であり、これらを

合わせると 5 0 .2％が“ない・あまり

ない”と回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

②孤立感の有無別にみた子育てに関して悩んでいることの数 

 孤立感の有無別に子育てに関して悩んでいることの数についてみたところ、「孤立感

がある」と回答した人は、他の回答者に比べて「3～4 つ」及び「5 つ以上」の割合が高

くなっています。 

 

図 孤立感の有無別にみた悩んでいることの個数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 子育てに関する孤立感の有無 

 
（回答者数：4 4 6 人、単位：％） 
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（8 ）子育てしやすいまちづくりについて 

①子育て環境の満足度 

 子育て環境の満足度については、「とても満足している」が 7 .4％、「どちらかと言え

ば満足している」が 4 5 .5％であり、これらを合わせると 5 2 .9％が“満足している”と

回答しています。これを時系列でみると、前回調査から今回調査にかけて“満足してい

る”の割合が高くなっています。 

 

図 子育て環境の満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②今後の重点施策 

 今後の重点施策については、「保育所や認定こども園、幼稚園等の費用や教育費の負

担軽減」が 6 5 .5％で最も多く、次いで「道路や公園など子どもが安心して暮らせる環境

の整備」が 5 4 .9％、「小児救急医療体制の充実」が 5 4 .5％で続いています。これを時

系列でみると、前回調査から今回調査にかけて「保育所や認定こども園、幼稚園等の費

用や教育費の負担軽減」を初めとして多くの項目で割合が高くなっています。 

 

図 今後の重点施策（複数回答） （単位：％） 
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2  小学生保護者調査 

（1）子どもの育ちをめぐる環境について 

①子育てに関する相談相手 

 子育てに関する相談相手が「いる／ある」と回答した人に対し、それは誰かについて

聞いたところ、「家族、祖父母等の親族」が 9 2 .1％で最も多く、次いで「友人や知人」

が 7 2 .8％で続いています。これを時系列でみると、前回調査から今回調査にかけて「家

族、祖父母等の親族」の割合が高く、「友人や知人」及び「小学校」の割合が低くなって

います。 

 

図 子育てに関する相談相手（複数回答） （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2 ）保護者の就労状況について 

①母親の就労状況 

 母親の就労状況については、「フルタイムで就労している」が 3 5 .2％、「パート・ア

ルバイト等で就労」が 3 7 .9％、「現在は就労していない」が 2 2 .0％となっています。

これを時系列でみると、前回調査から今回調査にかけて「フルタイムで就労」の割合が

高くなっています。 

 

図 母親の就労状況 
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②就労していない人の就労希望 

 母親の就労状況において「現在働いていない」と回答した人に対し、今後の就労希望

の有無について聞いたところ、「１年より先、子どもが一定の年齢になったころに就労

したい」が 2 9 .7％、「事情が許せばすぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が

3 7 .4％であり、これらを合わせると 6 7 .1％が“就労したい”と回答しています。これを

時系列でみると、前回調査から今回調査にかけて“就労したい”の割合が高くなっていま

す。 

 

図 母親の就労希望の有無 
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（3 ）放課後の過ごし方について 

①現在の放課後の過ごし方 

 現在の放課後の過ごし方については、「自宅」が 7 2 .4％で最も多く、次いで「習い事」

が 6 4 .0％、「学童保育室または放課後児童クラブ」が 2 7 .4％で続いています。これを

時系列でみると、前回調査から今回調査にかけて「習い事」の割合が高く、「祖父母宅や

友人・知人宅」の割合が低くなっています。 

 

図 現在の放課後の過ごし方（複数回答） （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②希望する放課後の過ごし方 

 希望する放課後の過ごし方については、「自宅」が 6 0 .2％で最も多く、次いで「習い

事」が 5 9 .9％、「学童保育室または放課後児童クラブ」が 2 4 .9％で続いています。こ

れを時系列でみると、前回調査から今回調査にかけて「自宅」、「習い事」及び「学童保

育室または放課後児童クラブ」の割合が高くなっています。 

 

図 希望する放課後の過ごし方（複数回答） （単位：％） 
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③長期休業期間中の学童保育室の利用希望 

 長期休業期間中の学童保育室の利用希望については、「低学年の間だけ利用したい」

が 2 4 .1％、「高学年になっても利用したい」が 7 3 .3 ％であり、これらを合わせると

9 7 .4％が“利用したい”と回答しています。これを時系列でみると、前回調査から今回

調査にかけて「低学年の間だけ利用したい」と回答しています。 

 

図 長期休業期間中の学童保育室の利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4 ）子育てしやすいまちづくりについて 

①子育て環境の満足度 

 子育て環境の満足度については、「とても満足している」が 9 .5％、「どちらかと言え

ば満足している」が 4 6 .1％であり、これらを合わせると 5 5 .6％が“満足している”と

回答しています。これを時系列でみると、前回調査から今回調査にかけて“満足してい

る”の割合が高くなっています。 

 

図 子育て環境の満足度 

 

 

 

 

 

  



 

 2 5

②今後の重点施策 

 今後の重点施策については、「道路や公園など子どもが安心して暮らせる環境の整備」

が 5 9 .1％で最も多く、次いで「小児救急医療体制の充実」が 5 4 .2％、「保育所や幼稚

園の費用や教育費の負担軽減」が 4 2 .8％で続いています。これを時系列でみると、前回

調査から今回調査にかけて「保育所や幼稚園の費用や教育費の負担軽減」及び「保育所・

学童保育室などの整備」の割合が高くなっています。 

 

 

図 今後の重点施策（複数回答） （単位：％） 
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3  子どもの意識と生活に関する調査（保護者調査） 

（1）子育て・教育に関することについて 

①学習支援の場の利用意向 

 学習支援の場の利用意向について

は、「利用したい」が 4 0 .1％、「ど

ちらかというと利用したい」が 3 7 .8

であり、これらを合わせると 7 7 .9％

が“利用したい・どちらかというと利

用したい”と回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②将来の進学への意向 

 将来の進学への意向については、

回答者総数から「まだわからない」

（18 .5％、6 7 人）及び無回答（2 .2％、

8 人）を除く 7 9 .3％（2 8 7 人）がい

ずれかの進学先を回答しています。

その内訳は、「大学またはそれ以上」

が 5 4 .1％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 学習支援の場の利用意向 

（回答者数：3 6 2 人、単位：％） 

図 将来の進学への意向 

（回答者数：3 6 2 人、単位：％） 
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③高校進学に当たって不安なこと 

 高校進学に当たって不安なことに

ついては、「学力」が 5 3 .3％で最も

多く、次いで「受験や高校生活にかか

る費用」が 4 4 .5％、「学習塾・進学

塾の費用」が 3 2 .0 ％で続いていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2 ）現在の暮らしについて 

①悩みや不安に感じていること 

 悩みや不安に感じていることについては、「こどもの教育（進学）やしつけのこと」が

5 2 .2％で最も多く、次いで「経済的なこと」が 4 5 .0％、「老後の生活設計」が 4 4 .2％

で続いています。 

 

図 悩みや不安に感じていること（複数回答） 

（回答者数：3 6 2 人、単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 高校進学に当たって不安なこと（複数回答） 

（回答者数：3 6 2 人、単位：％） 
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②子育て環境への満足度 

 子育て環境への満足度について

は、「とても満足している」が 4 .1％、

「どちらかというと満足している」

が 3 0 .1％であり、これらを合わせる

と 3 4 .2％が“満足している”と回答

しています。 

 一方、「どちらかというと不満があ

る」が 18 .5％、「とても不満がある」

が 4 .7％であり、これらを合わせると

2 3 .2％が“不満がある”と回答して

います。 

 

  

図 子育て環境への満足度 

（回答者数：3 6 2 人、単位：％） 
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4  子どもの意識と生活に関する調査（児童・生徒調査） 

（1）子ども自身の状況について 

①自己肯定感の状況 

 自己肯定感の状況について、「あてはまる」の割合に着目すると、「自分の親から愛さ

れていると思う」が 7 0 .8％で最も多く、次いで「うまくいくかわからないことにもがん

ばって取り組んでいると思う」が 4 4 .4％、「いまの自分が好きだと思う」が 3 8 .8％で

続いています。 

 

図 自己肯定感の状況 

（回答者数：3 5 6 人、単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2 ）ふだんの生活について 

①生活の満足度 

 生活の満足度については、「満足」

が 6 1.2％、「どちらかといえば満足」

が 18 .0％であり、これらを合わせる

と 7 9 .2％が“満足・どちらかといえ

ば満足”と回答しています。 

 

 

 

 

  

図 生活の満足度 

（回答者数：3 5 6 人、単位：％） 
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②孤独感の有無 

 孤独感の有無については、「まった

くない」が 3 9 .3％、「ほとんどない」

が 2 8 .4％であり、これらを合わせる

と 6 7 .7％が“ない”と回答していま

す。 

 一方、「たまにある」が 2 7 .8％、

「いつもある」が 2 .8％であり、これ

らを合わせると 3 0 .6％が“ある”と

回答しています。 

 

 

 

 

 

 

③安心できる居場所 

 安心できる居場所については、「自分の部屋」が 6 5 .2％で最も多く、次いで「自分の

部屋以外の部屋」が 6 0 .4％、「学校」が 4 3 .5％で続いています。 

 

図 安心できる居場所（複数回答） 

（回答者数：3 5 6 人、単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 孤独感の有無 

（回答者数：3 5 6 人、単位：％） 
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（3 ）ヤングケアラーをめぐる状況について 

①世話をしている家族の有無 

 世話をしている家族の有無につい

ては、「いる」が 13 .5％（4 8 人）、

「いない」が 7 4 .4 ％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②世話をしていることによる影響 

 世話をしている家族の有無について「いる」と回答した 4 8 人に対し、世話をしてい

ることによる影響について聞いたところ、回答者総数から「特に影響はない」（6 4 .6％）

及び無回答（2 .1％）を除く 3 3 .3％（16 人）が“何らかの影響がある”と回答していま

す。その内訳は、「ストレスを感じている」が 18 .8％で最も多く、次いで「宿題をする

時間がない」及び「睡眠不足」がともに 6 .3％で続いています。 

 また、本調査の回答者総数である 3 5 6 人に対し、“何らかの影響がある”と回答した

割合は 4 .5％となっています。 

 

図 世話をしていることによる影響（複数回答） 

（回答者数：4 8 人、単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 世話をしている家族の有無 

（回答者数：3 5 6 人、単位：％） 
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5  若者の意識と生活に関する調査 

（1）居場所について 

①安心できる居場所 

 安心できる居場所については、「自分の部屋」が 8 1.8％で最も多く、次いで「自分の

部屋以外の部屋」が 4 3 .8％、「インターネット空間」が 2 6 .3％で続いています。 

 

図 安心できる居場所（複数回答） 

（回答者数：13 7 人、単位：％） 
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②孤独感をめぐる状況 

 孤独感をめぐる状況について、「ときどきある」と「常にある」を合わせた“ある”の

割合をみると、「自分は取り残されていると感じることがある」が 3 4 .3％（2 9 .9％＋

4 .4％）で最も多く、次いで「自分には人とのつきあいがないと感じることがある」が

3 2 .9％（2 8 .5％＋4 .4％）、「自分は他の人たちから孤立していると感じることがある」

が 2 8 .4％（2 5 .5％＋2 .9％）で続いています。 

 

図 孤独感をめぐる状況 

（回答者数：13 7 人、単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③孤独感の有無 

 孤独感の有無については、「全くな

い」が 2 4 .1％、「ほとんどない」が

2 6 .3％であり、これらを合わせると

5 0 .4％が“ない”と回答しています。 

 一方、「時々ある」が 3 8 .7％、「常

にある」が 2 .2％であり、これらを合

わせると 4 0 .9％が“ある”と回答し

ています。 

 

 

 

 

  

図 孤独感の有無 

（回答者数：13 7 人、単位：％） 
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（2 ）悩んでいることや心配なことについて 

①悩んでいることや心配なこと 

 悩んでいることや心配なことの有

無（問 15）において「ある」と回答

した 6 8 人に対してその内容につい

て聞いたところ、「進学、就職のこと」

が 7 3 .5％で最も多く、次いで「勉強

のこと」が 7 2 .1％、「友だちや仲間

のこと」が 4 1.2％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②悩みごとを相談できる相手 

 悩みごとを相談できる相手の有無（問 16）において「いる」と回答した 115 人に対し、

それは誰かについて聞いたところ、「友だち」が 8 4 .3％で最も多く、次いで「親」が

7 7 .4％、「学校の先生」が 4 0 .0％で続いています。 

 

図 悩みごとを相談できる相手（複数回答） 

（回答者数：115 人、単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 悩んでいることや心配なこと（複数回答） 

（回答者数：6 8 人、単位：％） 
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（3 ）北本市に求めることや期待することについて 

①北本市のこども政策に自分の考えを伝えたいか 

 北本市のこども政策に自分の考え

を伝えたいかについては、「そう思

う」が 8 .0％、「どちらかといえばそ

う思う」が 3 0 .7％であり、これらを

合わせると 3 8 .7％が“そう思う・ど

ちらかといえばそう思う”と回答し

ています 

 一方、「どちらかといえばそう思わ

ない」が 2 7 .0％、「そう思わない」

が 2 5 .5％であり、これらを合わせる

と 5 2 .5％（7 2 人）が“どちらかと

いえばそう思わない・そう思わない”

と回答しています。 

 

 

 

 

②北本市に意見を伝えやすくなるための方法 

 北本市に意見を伝えやすくなるための方法については、「LIN E や S N S などのオンラ

インで伝える」が 3 8 .7％で最も多く、次いで「意見を伝えるときに信頼できる人がそば

にいる」が 3 2 .1％、「アンケートに答える」が 2 9 .9％で続いています。 

 

図 北本市に意見を伝えやすくなるための方法（複数回答） 

（回答者数：13 7 人、単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 北本市のこども政策に自分の考えを伝えたいか 

（回答者数：13 7 人、単位：％） 
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第3 章 評価と課題 

1 児童数の推移における計画値と実績値の比較 

①就学前児童（0～5 歳） 

 計画値は児童数が年々減少するものとして見込みましたが、実績値は令和 4 年度から

令和 5 年度にかけて増加したため、令和 5 年度以降は計画値と実績値の乖離が大きくな

りました。 

 各年 4 月 1 日現在、単位：人 

区 分 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

①計画値 2 ,3 8 4  2 ,2 7 6  2 ,2 18  2 ,112  2 ,0 3 9  

②実績値 2 ,4 14  2 ,3 10  2 ,3 5 9  2 ,3 15  2 ,2 4 2  

①ｰ② ▲ 3 0  ▲ 3 4  ▲ 14 1 ▲ 2 0 3  ▲ 2 0 3  

 

②小学生（6～11 歳） 

 計画値も実績値もともに減少していますが、実績値は計画値よりも減少幅が小さく、

令和 4 年度以降、計画値と実績値の乖離が大きくなっています。 

 各年 4 月 1 日現在、単位：人 

区 分 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

①計画値 2 ,7 6 3  2 ,6 8 8  2 ,5 8 4  2 ,5 6 1 2 ,5 11 

②実績値 2 ,7 6 6  2 ,7 0 8  2 ,6 2 6  2 ,6 3 8  2 ,5 9 0  

①ｰ② ▲ 3  ▲ 2 0  ▲ 4 2  ▲ 7 7  ▲ 7 9  
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2  教育・保育の量の見込みにおける計画値と実績値の比較 

 

■認定区分の定義 

認定区分 対象者 利用できる施設 

1 号認定 
満 3 歳以上で教育認定のみ（保育の

必要性なし）の就学前子ども 

幼稚園 

認定こども園（幼稚園機能） 

2 号認定（教育） 

満 3 歳以上で教育認定を受け、 

保育認定により預かり保育を利用す

る就学前子ども 

幼稚園 

認定こども園（幼稚園機能） 

2 号認定（保育） 
満 3 歳以上で保育の必要性の認定を

受けた就学前子ども 

保育所（園） 

認定こども園（保育所機能） 

3 号認定 
満 3 歳未満で保育の必要性の認定を

受けた就学前子ども 

保育所（園） 

認定こども園（保育所機能） 

小規模保育等 

 

■計画値及び実績値 各年 4 月 1 日現在、単位：人 

教育・保育 
提供区域 
市全域 

令和 2 年度 令和 5 年度 

1 号認定 2 号認定 3 号認定 1 号認定 2 号認定 3 号認定 

3 ｰ 5 歳 3 ｰ 5 歳 0 歳 1 ｰ 2 歳 3 ｰ 5 歳 3 ｰ 5 歳 0 歳 1 ｰ 2 歳 

教育 教育 保育 保育 教育 教育 保育 保育 

①計画値 
（量の見込み） 

6 5 5  13 4  5 12  5 1 3 4 3  5 7 9  118  4 5 2  4 9  3 2 2  

②実績値 5 9 5  14 5  5 14  3 8  3 0 6  4 4 8  16 7  5 7 4  4 7  3 3 8  

①ー② 6 0  ▲11 ▲2  13  3 7  13 1 ▲4 9  ▲12 2  2  ▲16  

 

■進捗状況 

区 分 進捗状況 

1 号認定 
計画値は年々減少するものとして見込んだところ、実績値は減少傾向

で、計画値を下回って推移しました。 

２号認定（教育） 
計画値は年々減少するものとして見込んだところ、実績値は増加傾向

で、計画値を上回って推移しました。 

２号認定（保育） 
計画値は年々減少するものとして見込んだところ、実績値は増加傾向

で、計画値を上回って推移しました。 

３号認定（０歳） 

計画値はほぼ横ばいで見込んだところ、令和４年度までは増加傾向で

推移し、令和５年度から横ばいで推移した結果、計画値とほぼ同じ水

準となっています。 

３号認定（1-２歳） 

計画値は需要の増加を踏まえ、児童数の減少スピードよりも緩やかに

減少していくものと見込んだところ、増加傾向で推移し、令和 5 年度

以降は実績値が計画値を上回って推移しました。 
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3  地域子ども・子育て支援事業における量の見込みに対する

実績値 

 地域子ども・子育て支援事業については、量の見込みに対して概ね確保方策できてい

る状況です。量の見込みと実勢が乖離している事業等の見受けられるため、第 3 期計画

にあっては、地域の実情に合った見込みを立てる必要があります。 

 

（1）計画値及び実績値の比較 

 

■計画値及び実績値 

事業名 単位 区分 
令和 2 年度 令和 5 年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 

(1) 利用者支援事業 か所  1 1 2  2  

(2) 延長保育事業 
人 

（実人数） 
 3 4 2  3 4 7  3 0 3  3 7 7  

(3) 実費徴収に係る補足 
給付を行う事業 

人 
（年間を通じ
た実人数） 

 9 5  10 5  8 4  9 6  

(4) 多様な主体が新制度に
参入することを促進す
るための事業 

（取組の有無）  実施 実施 - 実施 

(５) 放課後児童健全育成 
事業 
（放課後児童クラブ） 

人 
（実人数） 

低学年 4 12  4 0 3  4 5 8  5 0 4  

高学年 2 3 4  2 5 0  3 0 2  2 9 5  

(6) 子育て短期支援事業 
人日 

（年間利用日数） 
 - 0  2  0  

(7) 乳児家庭全戸訪問事業 
人 

（年間延べ人数） 
 3 3 8  2 6 7  3 0 6  2 8 6  

(8) 養育支援訪問事業その
他要保護児童に対する
支援に資する事業 

人 
（実人数） 

 - 8 1 - 7 3  

(9) 地域子育て支援拠点 
事業 

人 
（月当たり 

延べ利用者数） 

 2 ,0 5 0  6 4 1 1,6 6 2  1,9 4 3  

(10) 一時預かり事業 
人 

（年間延べ 
利用者数） 

幼稚園在園児 4 ,9 7 2  10 ,0 18  4 ,9 7 2  8 ,6 2 4  

幼稚園以外 1,0 6 9  4 2 3  1,0 2 9  1,2 8 7  

(11) 病児・病後児保育事業 
人 

（年間延べ 
利用者数） 

 2 5 3  2 0 2  2 3 2  5 6 4  

(12) 子育て援助活動支援
事業（ファミリー・
サポート・センター
／就学児童） 

人 
（年間延べ 
利用者数） 

 1,15 2  3 12  1,0 4 4  2 6 0  

(13) 妊婦健康診査事業 
人 

（年間延べ人数） 
 4 ,0 9 2  4 ,0 5 2  3 ,6 9 6  3 ,3 8 6  

 

 

 



 

 3 9

４ 第 2 期計画の評価 

 第 2 期計画の令和 5 年度末の進捗状況は次のとおりです。 

単位：人 

事業名 
令和２年度 

実績 
令和５年度 

実績Ⓐ 
令和６年度 
計画値Ⓑ 

備 考 

教育・保育 

1 号認定 5 9 5  4 4 8  5 5 7  
実績値は減少傾向で、計画値を
下回って推移 

2 号認定・教育 14 5  16 7  113  
実績値は増加傾向で、計画値を
上回って推移 

2 号認定・保育 5 14  5 7 4  4 3 5  
実績値は増加傾向で、計画値を
上回って推移 

3 号認定 
0 歳児 

3 8  4 7  4 8  

令和４年度までは増加傾向で推
移し、令和５年度から横ばいで
推移した結果、計画値とほぼ同
じ水準となった 

3 号認定 
１・２歳 

3 0 6  3 3 8  3 15  
増加傾向で推移し、令和 5 年度
以降は実績値が計画値を上回
って推移 

利用者支援事業（か所） 1 2  2   

延長保育事業 3 4 7  3 7 7  2 9 3  
令和４ 年度から 増加傾向に転
じ、計画値を上回って推移 

実費徴収に係る補足給付を行う事業 10 5  9 6  8 1 計画値を上回って推移 

多様な主体が新制度に参入す
ることを促進するための事業 

〇 〇 ― 

保育需要の増加に対応する た
め、幼稚園の認定こども 園への
移行（１園）や小規模保育事業（１
か所）の開設支援を行う と と も
に、市単独事業と して、個別支
援が必要な子ども を受け入れる
ために必要な職員の加配に対す
る補助事業を実施 

放課後児童健全育
成事業（放課後児
童クラブ） 

低学年 4 0 3  5 0 4  4 5 7  低学年については計画値を上
回って推移したが、高学年は計
画値を下回って推移 高学年 2 5 0  2 9 5  3 3 8  

子育て短期支援事業 0  0  2  利用者はいなかった 

乳児家庭全戸訪問事業 2 6 7  2 8 6  2 9 6   

養育支援訪問事業 8 1 7 3  ―  

地域子育て支援拠点事業 6 4 1 1,9 4 3  1,5 8 0  
計画値を上回って推移したが、
市内５か所で実施し、すべて受
け入れた 

一時預かり
事業 

幼稚園在園時 10 ,0 18  8 ,6 2 4  4 ,9 7 2  
計画値は、２か所での実施で見
込んだところ、7 か所での実施と
なり、計画値を上回って推移 

幼稚園以外 4 2 3  1,2 8 7  1,0 17  
実績値は増加傾向で推移し、令
和４年度から計画値を上回って
推移 

病児・病後児保育事業 2 0 2  5 6 4  2 2 3  
増加傾向で推移し、令和３年度
から計画値を上回って推移 

子育て援助活動支援事業 
（ファミリー・サポート・セ
ンター／就学児童） 

3 12  2 6 0  1,0 3 2  計画値を下回って推移 

妊婦健康診査事業 4 ,0 5 2  3 ,3 8 6  3 ,5 8 8   
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５ 施策の評価及び課題 

施策目標１ 子どもの権利を守り、子どもが健やかに育つまち 

【評価と課題】 

埼玉県中央児童相談所に連絡のあった児童虐待通告対応件数は、北本市管内で年間

15 0 件程度で推移しています。児童相談と母子保健の更なる連携のために「こども家庭

センター」を設置するなど虐待防止対策を図ってきましたが、これまで以上に防止対策

や関係機関等の連携を図っていくことが求められています。 

障がいのある子どもや医療的ケアが必要な子どもなどが、それぞれの特性や発達に応

じて、就学前教育・保育を受けられる体制を整えるとともに、福祉サービスの提供等を

通じて、障がい児とその保護者等に対する支援を推進する必要があります。←確認 

 ヤングケアラーに関するアンケート結果においては、家族の世話をしていることへの

負担感として精神面を挙げている子どもが一定数いますので、今後、子どもの周囲にい

る大人が早期に発見し、関係機関が連携して支援する必要があります。 

本市では、「北本市子どもの権利に関する条例」を施行し、子どもの権利の内容を明ら

かにするとともに、子どもの権利を守るための仕組みを定めることで、子どもの権利を

保障し、すべての子どもが幸せに送ることができる社会を実現するための取組を行って

いますが、更に子どもの権利に関する普及啓発を行うとともに、子どもを虐待や犯罪か

ら守り、社会変化に伴う多様な困難を抱える子どもを支援していく必要があります。 

 

 

施策目標２ 子どもがたくましく心豊かに育つまち 

【評価と課題】 

 学校教育の充実、家庭教育の充実など、子どもの健全育成に向けた取組を推進し、子

どもの意識と生活に関するアンケート結果において、子どもが安心できる居場所として

「学校」、「自宅など」が多くを占めましたが、一方で、子どもたちが安心できる居場所

の数が少ない状況となっています。 

引き続き、教育環境を充実させるとともに、すべての子どもが年齢を問わず、相互に

人格と個性を尊重しながら、安全に安心して過ごせる居場所を持つことができるよう、

社会全体で支えていくことが必要です。 

 

 

施策目標３ 子どもと子育て家庭が安心・安全に暮らせるまち 

【評価と課題】 

妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない支援を充実させる必要があります。

また、ニーズに応じた子育て支援に関する情報発信や相談体制を整備する必要がありま

す。 

ニーズ調査において、子どもに関して食事や栄養に関する悩みが多く、意見が挙がり

ました。家庭で健全な食生活が営めるよう支援します。 
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 ニーズ調査及び子どもの意識と生活に関するアンケートでは、犯罪、交通安全など、

安全に暮らせる環境の整備に関する意見がありましたので、今後も更に、子どもや親が

安心して生活ができるよう、安心・安全な暮らしができるまちづくりを進める必要があ

ります。 

 

施策目標４ 子育てと仕事を両立できるまち 

【評価と課題】 

 就学前児童は減少傾向にある中、共働き世帯及び母親のフルタイム就労の割合の増加

に伴い、保育所等利用申請者が増加し、利用児童数も増加傾向で推移しました。 

 増加する保育ニーズに対応するため、既存資源の活用や保育施設等の整備等を進めて

きましたが、保育施設等の待機児童数は、令和６年４月現在で、3 2 人でした。 

 今後も少子化傾向が継続していく中で、保育ニーズの高まりは継続していくものと考

えられます。この両方を勘案し、就学前教育・保育のニーズの見極めにより、量の見込

みや確保の方策を検討し、必要な施設等を利用できるよう計画を立案して、待機児童を

解消する必要があります。 

 また、安心して子どもを預けられる保育施設となるよう、多様なニーズに対応した保

育の体制を整えるため、保育人材の確保に取り組む必要があります。 

 

施策目標５ 地域で支え合い子どもと子育て家庭をみんなで応援するまち 

【評価と課題】 

 地域子育て支援拠点における子育て支援をはじめ、様々な子育て支援施策を行ってき

ましたが、ニーズ調査において、子育てに関する孤立感が「ある」または「ときどきあ

る」と感じる保護者が約半数いますので、育児の孤立を解消するため、親子が気軽に集

まり、交流・相談できる場を確保する必要があります。 

 また、子育て支援に関して、子育てに係る経済的負担が大きいことがわかりますので、

様々な支援制度などを活用して、子育てや教育への経済的支援を推進し、これまで以上

に、子育て支援の情報提供や、必要に応じ相談・助言等、そして、関係機関との連絡調整

等を行うことが求められます。 

 子どもの意識と生活に関するアンケートの中で、悩みや不安に感じていることとして、

仕事と子育ての両立が困難と考えている人がいますので、相談支援事業等の充実を図る

必要があります。 
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第４章 計画の基本的な考え方 

1 子ども・子育てビジョン（基本理念） 

 子ども・子育て支援法では、“子どもの最善の利益”が実現される社会をめざすこと

を基本とし、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

切な子ども•子育て支援を実施することとしています。 

 また、こども基本法第１条では、「次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる

人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心

身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたっ

て幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し（中略）」とうたわれています。 

 

 一人ひとりの子どもが健やかに育つには、子どもが 1 日の大半を過ごす就学前教育・

保育の場は、子どもの成長に重要な役割を果たす場であり、適切な環境整備が求められ

ています。 

 また、核家族化や地域における人間関係の希薄化などにより、孤立化しがちな子育て

家庭を支援し、子育て環境を整えることが求められています。 

 

 こうしたことから、本計画の基本理念を「すべてのこどもが健やかに育ち輝くまち き

たもと」と掲げ、一人ひとりのこども・若者が年齢や育ちに応じた多様な遊びや体験の

機会を通じて、自らを大切にし他者を思いやる心など互いを認め合う豊かな人間性を育

み、次代を担う自立した大人に育っていくことを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

すべてのこどもが健やかに育ち輝くまち きたもと 
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2  基本目標 

（１）子どもを権利の主体として尊重し、尊厳を守るまち 

すべての子どもが権利の主体として尊重され、人としての尊厳が守られることを社会

全体で共有し、子ども・若者が意見を表明しやすい環境整備と意識の醸成を図ります。 

障がいのある子どもや医療的ケアが必要な子どもなど、個別に支援が必要な子どもの

特性や成長に合わせた支援を実施していくため、就学前教育・保育を受けられる体制整

備の構築や充実を図ります。 

また、障がいなど様々な配慮を必要とする子どもや家庭に対し、きめ細かなサービス

を推進するとともに、虐待や体罰等を防止し、ヤングケアラーの支援に向けた関係機関

の連携を図ります。 

市民の自殺者数が増加傾向にあり、危機的な状況です。誰も自殺に追い込まれること

のないよう、生きることの包括的な支援をします。←調整 

 

（２）子どもが自分らしく心豊かに育つまち 

次代の担い手である子どもが、活気にあふれた集団生活を送り、社会性を身につけ、

「生きる力」を育むことができるように、子ども一人ひとりの成長に合わせた教育環境

の整備と、幼稚園・保育所・小学校・中学校間でのつながりのある教育のしくみづくり

を進めます。 

教育は、子どもの生活全体の中で進めていくことが大切であることから、学校教育や

家庭、地域が子どもを健全に育てる力の向上を促進します。 

また、子どもの様々な体験・交流を促進し、豊かな感受性を育むとともに、多様な子ど

もの居場所づくりを推進します。 

 

（３）子どもと子育て当事者が安心・安全に暮らせるまち 

子どもが地域の中で健やかに育っていくためには、子どもや親が安心して活動できる

ような、生活環境が必要です。 

そのため、子育ち･子育てに配慮した良好な住環境の確保に努めるとともに、子どもが

安全に過ごせる都市環境づくりを推進するとともに、子どもが交通事故や犯罪などに巻

き込まれないための地域の安全・防犯体制づくりや、安全・防犯などに有効な情報の速

やかな発信に取り組みます。 

また、子どもが健やかに生まれ、成長していくためには、子どもの健康のみならず、そ

の母親が健康であることが何よりも必要です。 

これまでの母子保健対策の成果を維持するとともに、これまで推進してきた母子保健

施策を維持、継承しながら、市民や関係機関が一体となって、安心して子どもを生み、

ゆとりを持って健やかに育てるための家庭や地城の環境づくりを推進します。 
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（４）子育てと仕事を両立できるまち 

共働き世帯の増加や働き方の多様化により、低年齢のうちから保育施設利用のニーズ

が高まっている状況から、通常保育では対応できない多様なニーズに対応する保育サー

ビスの充実を図るとともに、待機児童の解消を図るため、特に０歳から２歳の低年齢児

の保育を行う施設の整備を促進し、受入れ体制の確保に努めます。 

女性、男性の性別を問わず、すべての人が仕事時間と生活時間のバランスがとれる多

様な働き方を選択できるようにするとともに、男女がともに子育てと仕事が両立できる

よう、ワーク・ライフ・バランス意識の啓発に努めます。 

また、職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識等を変え、働きやすい環境づくり

を国、県、関係団体等と連携を図りながら、積極的に進めていきます。 

 

（５）地域で支え合い、子どもと子育て当事者をみんなで応援するまち 

子育てを行っているすべての家庭に対し、質の高い子育て支援サービスを提供し、子

育てを社会全体で支えていくためには、まず、自分たちの地域において子育てを支援し

ていくための仕組みづくりが必要です。 

そのため、地域子育て支援センターなどを中心として地域における子育て支援のネッ

トワークづくりやサービスの充実に努めます。 

また、貧困及び貧困の連鎖によってこどもの将来が閉ざされることがないよう、教育

支援、経済的支援、相談支援の充実、居場所づくりを推進します。 

ひとり親家庭や、養育力の向上を必要とする家庭など、支援を必要とする家庭への支

援を充実に努めます。 
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3  施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標 1 

子どもを権利の主体と

して尊重し、尊厳を守

るまち 

基本目標４ 

子育てと仕事を両立で

きるまち 

基本目標５ 

地域で支え合い、子ど

もと子育て当事者をみ

んなで応援するまち 

１-1 子どもの権利を尊重する取組 

1-2 子どもの意見表明及び社会参加の促進 

基本目標 2 

子どもが自分らしく 

心豊かに育つまち 

2-1 生きる力の育成に向けた教育環境等の整備 

2-2 多様な遊びや体験、活躍できる地域づくり 

基本目標３ 

子どもと子育て当事者

が安心・安全に暮らせ

るまち 

3-1 母子の健康と医療の確保 

3-2 養育に関する支援 

3-3 子育てしやすい生活環境の整備 

4-1 保育サービスの充実 

4-2 職業生活と家庭生活との両立の推進 

5-1 地域における子育て支援サービスの充実 

5-2 子育てにかかる経済的支援とひとり親家庭

等への支援の推進 

5-3 地域における子育て支援のネットワークづくり 

〔基本目標〕 〔基本施策〕 

1-3 虐待・体罰・暴言等の不適切な指導の禁止、

いじめの防止への取組 

1-４ 特別な配慮を必要とする子ども・若者への支援 

3-4 子どもに安心・安全なまちづくり 



 

 4 6

第５章 総合的な施策の展開 

基本目標 1   

子どもを権利の主体として尊重し、尊厳を守るまち 

 

1-1 子どもの権利を尊重する取組 

（1）市民に対する周知啓発 

市民が、子どもの権利について内容を正しく理解し、子どもがその権利を適切に行使

できるよう、条例等について、広く周知啓発を行います。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
子どもの権利に関
する普及啓発事業 

子どもの権利に関するパンフレットの作
成や市ホームページの作成などを行い、子
どもの権利に関する普及啓発に向けた取組
を推進します。 

― 子育て支援課 

② 
「きたもと子ども
の権利の日」に伴
う事業の実施 

「きたもと子どもの権利の日」に合わせ
て、条例の目的にふさわしい事業を実施し
ます。 

年１回実施 子育て支援課 

③ 

きたもと子育て応
援ガイドブック作
成事業（子どもの
権利の周知） 

「きたもと子育て応援ガイドブック」に
おいて、子どもの権利に関する事項を掲載
し、条例の普及啓発に努めます。 

配布部数 
7 ,0 0 0 部 

子育て支援課 

④ 
子どもの権利に関
する学習会の支援 

「市役所出前講座」に子どもの権利に関
することをテーマにした講座を設け、要請
に基づき市職員等を講師として派遣し、条
例の普及啓発に努めます。 

― 子育て支援課 

 

（2 ）子ども・若者に対する周知啓発 

 こども基本法や子どもの権利に関する条例についての啓発に取り組むことにより、こ

ども・若者が権利の主体であることを広く周知します。また、子ども自身が、子どもの

権利の内容について正しく理解し、その権利が侵害された場合等には、速やかに相談す

ることができるよう、条例や相談窓口について、広く周知啓発を行います。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 

子どもに対する
「子どもの権利に
関する条例」の普
及啓発 

子どもの権利に関する条例の子ども向け
のパンフレットなどを作成・配布し、条例
の周知を図ります。 

― 子育て支援課 

② 
子どもの権利相談
に関する普及啓発
事業 

子どもの権利に関するリーフレットの作
成や市ホームページの作成、子ども向け携
帯カード、子どもの権利相談通信などを作
成、配布し、子どもの権利相談に関する普
及啓発に向けた取組を推進します。 

― 人権推進課 
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№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

③ 
人権教育授業の充
実 

人権教育の中で子どもの権利を意識した
指導計画を立て、計画的に児童・生徒の人
権感覚の育成に努めます。 

発達段階に応じ
た計画的な指導
の実施 

学校教育課 

 

（3 ）支援者等に対する周知啓発 

 市役所職員や学校の教職員に対して、条例の内容を正しく理解してもらうため、子ど

もの権利に関するテーマを加えた研修を実施します。 

 また、市内の様々な子育て関連機関・団体が集まる会議等の中で、子どもの権利に関

するテーマの研修を行い、子育て関連機関の職員等に対して条例の周知啓発に努めます。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 職員研修の充実 
市職員研修の内容に子どもの権利に関す

るテーマを加え、計画的に研修を実施しま
す。 

年２回実施 
総務課 
子育て支援課 

② 教職員研修の充実 
子どもの権利を意識した教職員研修を計

画的に実施します。 

学校人権教育推
進委員会 
を年２回実施 

学校教育課 

③ 
こども応援ネット
ワーク会議への参
加 

社会福祉協議会が開催する子ども食堂、
学習支援などを行う民間団体などが参加す
るこども応援ネットワーク会議に参加し、
条例等について周知等を行います。 

年１回周知 
人権推進課 
子育て支援課 

④ 
民生委員・児童委
員活動の充実 

北本市民生委員・児童委員協議会の会
議・研修会等において、子どもの権利に関
するテーマを加えて実施します。 

年１回周知 
共生福祉課 
子育て支援課 

⑤ 
（再掲）子どもの
権利に関する学習
会の支援 

「市役所出前講座」に子どもの権利に関
することをテーマにした講座を設け、要請
に基づき市職員等を講師として派遣し、条
例の普及啓発に努めます。 

― 子育て支援課 

⑥ 
子ども家庭総合支
援会議 

子育て関連施設が集まる会議において、
子どもの権利に関する条例の周知啓発を行
います。 

年１回周知 子育て支援課 

 

（4 ）子どもの権利の侵害の防止と擁護・救済に向けた取組 

 子どもの権利と相談窓口について周知啓発を行い、子どもの権利の侵害の防止と擁護・

救済に向けた取組を行います。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
子どもの権利擁護
委員の設置 

子どもの権利擁護委員を設置し、子ども
の権利に関する相談を受け付けます。ま
た、子どもの権利が侵害された場合の救済
申立てを受け付け、必要な調査、関係機関
等との調整などを行い、子どもの権利の擁
護・救済を行います。 
 子どもの権利擁護相談に関する普及啓発
を行います。 

― 人権推進課 
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№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

② 
子どもの権利に関
する相談の充実 

子どもの権利相談員を配置し、子どもの
権利に関する相談を受け付け、子どもに寄
り添った対応をします。 

― 人権推進課 

③ 
（再掲）子どもの
権利相談に関する
普及啓発事業 

子どもの権利に関するリーフレットの作
成や市ホームページの作成、子ども向け携
帯カード、子どもの権利相談通信などを作
成、配布し、子どもの権利相談に関する普
及啓発に向けた取組を推進します。 

― 人権推進課 

④ 
子どもの権利の相
談・救済に関する
学習会の支援 

「市役所出前講座」に子どもの権利の相
談・救済に関することをテーマにした講座
を設け、要請に基づき市職員等を講師とし
て派遣し、権利相談に関する普及啓発に努
めます。 

― 人権推進課 

⑤ 
こども応援ネット
ワーク会議との連
携 

社会福祉協議会が開催する子ども食堂、
学習支援など経済的に困窮する子どもに対
する支援を行う民間団体などが参加するこ
ども応援ネットワーク会議において、団体
間の連携、情報共有などを行います。 

― 
人権推進課 
共生福祉課 
子育て支援課 

⑥ 
（再掲）民生委
員・児童委員活動
の充実 

北本市民生委員・児童委員協議会の会
議・研修会等において、子どもの権利に関
するテーマを加えて実施します。 

年１回周知 
共生福祉課 
子育て支援課 

⑦ 
重層的支援体制整
備事業 

子育て世帯を含め複数の分野にまたがる
課題を抱えている世帯に対し、支援機関等
と連携し、課題の解きほぐしや、必要なサ
ービスにつながるよう支援します。 

重層的支援会議
開催回数 
年６回 

共生福祉課 
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1-2  子どもの意見表明及び社会参加の促進 

（1）子どもの意見表明の機会の確保 

 子どもに必要な情報を事前に提供し、意見表明しやすくなるよう配慮し、子どもが意

見表明する機会の確保及び環境整備、子どもの意見の反映に努めます。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
「子どもの権利委
員会」への参加 

子どもの権利委員会に子どもや若者に参
加してもらうことで、子どもや若者の意見
表明の場を確保し、政策への反映に努めま
す。 

子ども・若者 
１名以上参加 

子育て支援課 

② 
「きたもと子ども
会議」の設置 

子どもが主体となる「きたもと子ども会
議」を設置し、市の施策について子どもに
意見を求めることで、子どもの意見表明の
場の確保に努めます。 

年１回以上実施 子育て支援課 

③ 
庁内推進体制の充
実 

子どもの意見表明の機会の確保を全庁的
に進めるため、市が子どもに関係する施策
等を策定する際は、子どもの意見表明の機
会を確保し、施策等への反映に努めるよう
職員に周知します。 

年１回周知 子育て支援課 

④ 
生徒会活動・児童
会活動の充実 

よりよい学級・学校生活をつくるため
に、児童生徒の思いや願いを反映できる場
の確保に努めます。 

小学校:代表委員
会を学期１回実
施 
中学校:生徒総会
を年１回実施 

学校教育課 

 

 

（2 ）子どもの社会参加の機会の確保 

 ボランティア活動や国際交流活動など、子どもたちが社会参加する機会の確保に努め

ます。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
ボランティアセン
ター事業 

社会福祉協議会が実施するボランティア
相談や、ボランティアしたい人とボランテ
ィアしてもらいたい人を結ぶマッチングな
どを通じて、ボランティア活動を推進しま
す。 

ボランティア相
談の実施 
ボランティアセ
ンターだよりの
発行 
年２回発行 

共生福祉課 

② 
（再掲）「子ども
の権利委員会」へ
の参加 

子どもの権利委員会に子どもや若者に参
加してもらうことで、子どもや若者の意見
表明の場を確保し、政策への反映に努めま
す。 

子ども・若者 
１名以上参加 

子育て支援課 

③ 
国際交流活動の推
進 

国際交流ラウンジ委員会において、外国
人に日本語を教え、外国人は自分の国を紹
介し、国際理解、国際交流を深めます。ま
た、外国語の学習会を開催し、外国語の普
及に努めます。 

学習会 
年４回開催 

生涯学習課 
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1-3  虐待・体罰・暴言等の不適切な指導の禁止、いじめの防

止への取組 

（1）児童虐待防止に向けた取組 

 児童相談所等の関係機関と連携し、児童虐待の防止と早期発見・対応に向けた取組を

推進します。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
児童虐待に対する
適切な対応 

児童虐待に関する通告（その疑いがあっ
た場合の情報提供を含む）があった場合に
は、児童相談所等の関係機関と連携し、速
やかに児童の安全確認と早期対応を図りま
す。また、要保護児童対策地域協議会を適
切に運営し、関係機関と連携して児童の適
切な支援に努めます。 

要保護児童対策地
域協議会実務者会
議開催回数 
年４回 

子育て支援課 

② 
児童虐待防止に向
けた啓発活動 

きたもと子育て応援ガイドブック等にお
いて児童虐待防止に関する内容を掲載する
とともに、市民や子ども、子ども関係施設
に児童虐待防止に関する啓発グッズ等を配
布して、事業の周知と相談・連絡先に関す
る周知を図ります。 

周知機関数 
年 13 0 機関 

子育て支援課 

③ 
児童虐待対応職員
の資質向上 

児童虐待に関する各種研修に参加し、職
員の資質向上に努めるとともに、必要な職
員を配置して組織的な対応に努めます。 

児童虐待対応等職
員の配置 
年２名 

子育て支援課 

④ 
親子関係形成支援
事業 
（Ｐ.96 参照） 

要支援児童、要保護児童及びその保護
者、特定妊婦などを対象に、親子間の適切
な関係性の構築を目的として、子どもの発
達の状況等に応じた支援を行います。 

講座開催回数 
年２回 

子育て支援課 

⑤ 
子育て短期支援
事業 
（Ｐ.92 参照） 

保護者の入院や育児疲れ、出張などの
様々な理由により、一時的に家庭で子ど
もの養育が困難になったときに、児童養
護施設等で宿泊型の一時預かりを行いま
す。 

延べ利用日数 
年７日 

子育て支援課 

⑥ 保育所長会議 
月１回保育所長会を実施して、育児情

報の共有を図り、共通認識をもち、日々
の保育の中で虐待を発見していきます。 

保育所における
虐待発生件数 
0 件 

保育課 
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（2 ）いじめや体罰等の防止に向けた取組 

 学校等の関係機関と連携し、いじめや体罰等の防止と早期発見・対応に向けた取組を

推進します。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 生徒指導対応業務 

「北本市いじめ防止対策推進条例」及び
「北本市いじめ防止基本方針」に基づき、
学校が主体となって取り組み、場合によっ
て警察や児童相談所等の関係機関と連携
し、いじめの防止・早期発見、いじめ発生
時の適切な初期対応を図るとともに、いじ
め重大事態が発生した際には、北本市いじ
め問題調査委員会を設置し、いじめ重大事
態に係る事実関係について調査審議しま
す。 

― 学校教育課 

② 
（再掲）人権教育
授業の充実 

人権教育の中で子どもの権利を意識した
指導計画を立て、計画的に児童・生徒の人
権感覚の育成に努めます。 

発達段階に応じ
た計画的な指導
の実施 

学校教育課 

③ 
青少年指導委員巡
回指導・連絡調整
会議運営事業 

青少年指導委員が市内８地域の巡回指導
を行います。また、連絡調整会議を行い、
巡回指導の際に聞き取った内容や防犯上留
意すべき場所、各コミュニティの状況、中
学生の生徒指導上の課題などの情報交換及
び情報共有を行います。 

― 生涯学習課 

④ 
自殺防止対策の推
進 

精神保健に関する市民向け講座や精神科
医によるこころの相談、保健師による随時
相談、自殺予防街頭キャンペーン・ホーム
ページで行えるメンタルヘルスチェック、
暮らしとこころの総合相談会、関係者向け
自殺予防対応研修を行います。 

ゲートキーパー
養成研修を年２
回以上開催 

健康づくり課 

⑤ 
学校管理事務研修
の実施 

学校管理に関する研修において、教職員
の不祥事や不適切な指導の防止に向けた研
修を行います。 

年１回実施 学校教育課 
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1-4  特別な配慮を必要とする子ども・若者への支援 

（1）障がい児福祉施策の推進 

 障がい児等への福祉サービスの提供等を通じて、障がい児とその保護者等に対する支

援を推進します。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
重度障がい者に対
する手当、助成 

重度心身障害者医療費、在宅重度心身障
害者手当及び障害児福祉手当の支給事業、
特別児童扶養手当の受付業務を行います。 

― 障がい福祉課 

② 
障がい者等の日常
生活の支援 

日常生活用具給付、移動支援、福祉タク
シー等補助、日中一時支援、生活サポート
及び小児慢性特定疾病児童日常生活用具給
付を行います。 

― 障がい福祉課 

③ 相談支援事業 

障がいがある子どもやその保護者、介護
者などからの相談に応じ、電話、訪問等に
より、必要な情報の提供等の支援を行うと
ともに、権利擁護のために必要な援助を行
います。 

― 障がい福祉課 

④ 
難聴児補聴器購入
助成事業 

両耳の聴力レベルが 2 5 デシベル以上
で、身体障害者手帳の交付の対象とならな
い難聴児等に対し、補聴器の購入等に要す
る額に３分の２を乗じて得た額（限度額基
準価格に 10 0 分の 10 6 を乗じて得た額に
３分の２を乗じて得た額）を助成します。 

― 障がい福祉課 

⑤ 
障害児学童保育室
指定管理事業 

障害児学童保育室の運営を指定管理者に
委託し、放課後及び長期休業中の障がいが
ある子どもの生活能力の向上及び社会との
交流の促進を図るため、放課後等デイサー
ビス事業と障害児相談支援事業を実施しま
す。 

障害児学童保育室
の待機児童数 
0 人 

障がい福祉課 

⑥ 
自立支援給付サー
ビス等事業 

申請により本人等の状況を調査の上、支
給決定を行い、負担上限月額で障害福祉サ
ービスを提供します。 

― 障がい福祉課 

⑦ 
発達障がい者等に
対する支援 

保護者等が子どもの発達障がいの特性を
理解し、必要な知識や方法を身につけ、適
切な対応ができるよう、ペアレントプログ
ラムやペアレントトレーニング等の発達障
がい者等及びその家族等に対する支援体制
を構築します。 

― 
障がい福祉課 
子育て支援課 
保育課 

⑧ 
障害者差別解消法
に関する周知啓発 

障がいのある子どもへの合理的配慮につ
いて、市ホームページ等で周知啓発を行い
ます。 

― 障がい福祉課 

⑨ 障がい児保育 
発達に心配のある子どもや障がいのある

子どもが地域で健やかに育つよう、教育・
保育施設での受入促進を図ります。 

障がい児保育の待
機児童数 
0 人 

保育課 

⑩ 
保育所における医
療的ケア児への対
応 

人員体制など医療的ケア児の受入れに必
要となる体制を整備します。 

実施個所 
１か所 

保育課 

⑪ 
児童発達支援セン
ター管理運営事業 

日常生活における基本的動作の指導、独
立自活に必要な知識技能の付与または集団
生活への適応のための訓練を行います。 

― 保育課 
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（2 ）ヤングケアラーへの支援 

 子どもがヤングケアラーについての知識を持ち、自ら相談できる環境を整備するとと

もに、学校、福祉事業者など子どもの周囲にいる大人が早期に発見し、関係機関が連携

して支援できるよう、体制を整備します。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
ヤングケアラーに
関する啓発 

ヤングケアラーの状態になっている子ど
もが自らの状態に気づき、大人はヤングケ
アラーの状態になっている子どもを早期に
発見できるよう、広報紙やホームページに
掲載し、ヤングケアラーに関する啓発を行
います。 

強化月間時にパネ
ル展を開催 

共生福祉課 
子育て支援課 
学校教育課 

② 
ヤングケアラーを
早期把握できる環
境の整備 

子どもの周囲に日常的にいる大人の気づ
きの感度を上げ、ヤングケアラーを早期に
発見し必要な支援につなげられるよう、相
談支援スキルの向上を図ります。 

研修参加回数 
年１回 

共生福祉課 
子育て支援課 
学校教育課 

③ 
関係機関の連携に
よるヤングケアラ
ー支援の推進 

ヤングケアラーの状態にある子どもを、
各関係機関が連携して支援に取り組みま
す。 

事例勉強会 
年 1 回 

共生福祉課 
子育て支援課 
学校教育課 

④ 
（再掲）重層的支
援体制整備事業 

子育て世帯を含め複数の分野にまたがる
課題を抱えている世帯に対し、支援機関等
と連携し、課題の解きほぐしや、必要なサ
ービスにつながるよう支援します。 

重層的支援会議開
催回数 
６回 

共生福祉課 

 

（3 ）様々な環境にある子どもたちや家庭への支援 

 子どもの置かれた環境等によって子どもが不利益を受けることがないよう、支援しま

す。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
LGBTQ(性的マ
イノリティ)への
支援 

LGBTQ への理解促進のため、ホームペ
ージ及び男女共同参画コーナーにおいて多
様な性のあり方について情報を提供しま
す。 

― 人権推進課 

② 
（再掲）重層的支
援体制整備事業 

子育て世帯を含め複数の分野にまたがる
課題を抱えている世帯に対し、支援機関等
と連携し、課題の解きほぐしや、必要なサ
ービスにつながるよう支援します。 

重層的支援会議開
催回数 
年６回 

共生福祉課 

③ 

医療的ケア児に対
する関連分野の支
援を調整するコー
ディネーターの配
置 

医療的ケア児に対する関連分野の支援を
調整するコーディネーターとして養成され
た相談支援専門員等を配置し、医療的ケア
児に対する支援を行います。 

相談支援専門員等
の配置を促進 

障がい福祉課 

④ 
こども家庭センタ
ー業務 

妊娠届提出時から産後の育児支援、児童
相談など、切れ目なく妊産婦への支援、子
育て支援、子どもへの支援を行います。 

合同ケース会議の
開催回数 
年 12 回 

子育て支援課 
健康づくり課 
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№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

⑤ 就学支援 

北本市就学支援委員会の組織運営を通し
て、本人または保護者の希望と本人の実態
に合った就学先の決定を行うとともに、関
係各課と連携しながら、未就学児の保護者
に対して、就学情報の提供や早期からの就
学相談を実施し、安心して就学を迎えられ
るよう支援します。 

年４回実施 学校教育課 

⑥ 
特別支援教育の充
実 

障がいのある児童・生徒に対する適切な
教育が行われるように、市内各小・中学校
に「特別支援学級」を設置するとともに、
各校に特別支援教育支援員を配置し、児
童・生徒への支援の充実を図ります。 

特別支援教育支援
員を各教室１人以
上配置 

学校教育課 

⑦ 教育相談 

学校生活や友達関係（不登校、いじめ、
情緒不安定、非行問題など）等、子どもの
成長に関わる様々な悩み、迷い、不安等の
教育相談を行います。 

― 学校教育課 

⑧ ほっとルーム 
中学校にほっとルーム（学習支援室）を

設置し、不登校や集団での学習が苦手な子
どもへの学習を保障します。 

各中学校に設置 学校教育課 

⑨ 奨学金給付事業 

意欲と能力があるこどもたちが、経済的
理由により進学を断念することなく大学等
での修学の機会を得られるよう、返済不要
の奨学金を支給します。 

― 学校教育課 
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基本目標 2   

子どもが自分らしく心豊かに育つまち 

 

2 -1 生きる力の育成に向けた教育環境等の整備 

（1）地域に開かれた特色ある学校づくり 

 家庭や地域とともに児童生徒を育てていくという視点に立って、学校の教育活動につ

いて家庭や地域社会に情報提供を行い、保護者や地域の人々との意思疎通を十分に図り、

学校への理解を促進します。 

 そのため、保護者や地域の人々の支援を積極的に受け入れるとともに、児童生徒を含

めた地域住民が遊びやその他のスポーツ・文化活動等を行う場として活用できるよう、

校庭、体育館、図書館、コンピューター教室等の学校施設を積極的に開放します。 

 また、きめ細やかな指導や、学習指導方法の改善、学校施設・設備の整備などにより、

学力の向上とともに、心も体も健やかに育つ環境を整えていきます。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
学習指導方法改善
の研究委嘱事業 

各教科等の指導方法の改善のための実践
的教育研究を委嘱します。 

市内全校に研究を
委嘱 

学校教育課 

② 
先進的教育の研究
奨励 

教員の資質・指導力の向上を目指した個
人研究を奨励します。 

研修会を年３回以
上実施（学びジョ
ン等の実施） 

学校教育課 

③ 
学校図書館指導員
配置 

市内全小中学校へ学校図書館指導員を配
置し、あたたかみのある図書館の創造及び
学校図書館を活用した授業やその他の教育
活動を教職員と共に進めます。 

各校に１名配置 学校教育課 

④ 
教育センター運営
事業 

不登校児童生徒・言語治療を要する子・
保護者への教育相談や、心理カウンセラー
によるカウンセリングを行います。 

― 学校教育課 

⑤ 
教育振興備品の整
備・充実 

図書及び教科等の備品の購入により、小
中学校における学校図書館蔵書、各教科等
教育振興備品の整備・充実を図ります。 

― 教育総務課 

⑥ 
学校教育活動全体
を通した読書指導
の推進 

公立の図書館と連携するなど学校図書館
資料の整理と充実を図ります。また、読み
聞かせやブックトークを実施し、読書活動
の充実を図ります。 

多様な読書活動の
推進とその成果を
報告する場の設定
（計画的な報告会
の実施） 

学校教育課 

⑦ 
中学校における
「学校選択制」の
実施 

中学校入学時に学区以外の中学校進学を
希望する児童に対し、要件を満たす場合に
学校選択が可能になるよう学校選択制を実
施します。 

学校選択制を適切
に実施 

学校教育課 

⑧ 
地域との連携、中
学校への外部指導
者派遣事業の推進 

地域の人材の専門性を活用し、生徒の多
様なニーズに対応した部活動の充実や保健
体育科における武道の授業において、経験
豊かな外部の専門的指導者を活用し基礎基
本の定着と安全管理の徹底を図ります。 

市内中学校４校へ
の外部指導者（剣
道）等の活用 

学校教育課 

⑨ 環境教育の充実 
環境教育副読本等を活用した環境教育を

推進する。また、学校における牛乳パック
の回収等、循環型環境教育を推進します。 

市内全校で教科横
断的な環境教育を
年１回以上実施 

学校教育課 

⑩ 学習指導方法改善 
児童生徒の実態に応じたきめ細やかな学

習指導法を授業訪問により支援します。 
市教委による訪問
年１回実施 

学校教育課 
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№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

⑪ 
小学校での体験農
業における勤労体
験活動 

全小学校において、地域と連携した勤労
体験学習の推進を図ります。 

各校の実態に合わ
せて実施 

学校教育課 

⑫ 体力向上推進事業 
体力向上推進委員会及び研究発表会等を

通して、体力向上活動の充実を図ります。 
授業研究会を年２
回実施 

学校教育課 

⑬ 
国際理解教育の推
進 

英語教育の充実、小学校での外国語・外
国語活動の推進などを通し、国際社会の一
員として行動できる児童生徒を育成しま
す。 

イングリッシュ・
サマー・プログラ
ム 
年１回実施 

学校教育課 

⑭ 情報教育の推進 

コンピューター活用能力の向上を図り、
情報を主体的に選択するなど情報通信技術
(ＩＣＴ)の進展に対応できる能力と態度を
育成します。 

授業内での ICT
端末の活用、情報
モラル教育の計画
的な実施 

学校教育課 

⑮ 福祉教育の推進 

福祉社会の実現を目指し、ともに豊かに
生きていこうとする力や、社会福祉に関す
る問題を理解し、解決する力を身につけま
す。 

小・中学校におけ
る社会福祉に係る
体験的活動の実施 

学校教育課 

⑯ 
キャリア教育•進
路指導の充実 

自らの生き方を考え、将来に対する目的
意識を持って、自分の意思と責任で主体的
に進路を選択することができるように、指
導を充実します。 

職場体験を全中学
校で実施、職員の
研修を年１回実施 

学校教育課 

⑰ 
学校体育施設開放
事業 

各小中学校の屋内運動場（体育館等）や
校庭（グラウンド等）を利用する団体で構
成された運営委員会やその集合体である学
校開放連絡協議会を通じて、学校体育施設
の適正利用を促し、市民がスポーツ・レク
リエーションに親しむ機会を作ります。 

全小中学校で実施 生涯学習課 

 

 

（2 ）心や命の大切さを学ぶための環境づくり 

 次代の親となる社会性や豊かな人間性を育むために、保育所での中学生等と保育児童

とのふれあい体験などを通じて、家庭の大切さや子どもを生み育てることの意義を理解

し、将来の子育てにつながる取り組みを推進します。 

 また、道徳教育や福祉ボランティア活動により、他の人を思いやることのできる優し

い心の育成を図ります。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
公立保育所での
地域交流の実施 

市内の各中学校との交流事業や園庭開
放事業の実施により、中学生や地域の方
を保育所に受け入れ、一緒に遊んだり、
時間を一緒に過ごす中でのふれあいを推
進します。 

全園で実施 保育課 

② 
中学校での福祉
施設訪問による
福祉体験の推進 

特別活動や総合的な学習の時間の職場
体験・福祉体験として実施します。 

職場体験を全中
学校で実施 

学校教育課 

③ 
福祉・交流教育
の推進 

地域や施設において、高齢者や障がい
がある子どもとの交流を図ります。 

小・中学校にお
ける高齢者福祉
係る体験的活動
や支援籍学習の
実施 

学校教育課 
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№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

④ 
（再掲）自殺防
止対策の推進 

精神保健に関する市民向け講座や精神
科医によるこころの相談、保健師による
随時相談、自殺予防街頭キャンペーン・
ホームページで行えるメンタルヘルスチ
ェック、暮らしとこころの総合相談会、
関係者向け自殺予防対応研修を行いま
す。 

ゲートキーパー
養成研修を年２
回以上開催 

健康づくり課 

 

 

（3 ）就学前教育の充実 

 保護者の多様なニーズに対応した、私立幼稚園の預かり保育や各種事業の充実を図る

とともに、豊かな情操・想像力・社会性が身に付く幼児教育の充実に努めます。 

 そのため、保育所・幼稚園及び小学校が連携し、相互交流を促進することにより、一

貫した教育体制を充実させるとともに、保育所や幼稚園の情報を積極的に提供します。 

 また、個性や発達段階に応じた的確な指導が行われるように、各種研修の実施により、

指導者の資質の向上を図ります。 

  

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
幼稚園・保育所
等及び小学校と
の交流促進 

幼稚園・保育所等及び小学校児童の行事
等における相互交流を促進します。ま
た、子育ての目安「３つのめばえ」や
「接続期プログラム」を活用し、教職員
や保育士の合同研修会を開催するなど、
指導者等の交流を促進します。 

合同研修会等を
年１回以上開催 

保育課 
学校教育課 

② 
保育士等の資質
向上 

県や関係機関等の主催する各種研修会
等へ保育士を派遣するとともに、内部で
研修会などを開催し、資質の向上を図り
ます。 

― 保育課 

③ 読書活動 

北本子どもの本を楽しむ会・北本市子
ども文庫連絡会の協力を得て、子どもに
とって良い本やお話を多くの親子に読み
伝えます。 

― 
生涯学習課 
（こども図書館） 
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2 -2  多様な遊びや体験、活躍できる地域づくり 

（１）地域スポーツ活動の支援 

 子どもの体力が低下傾向にある中、恵まれた自然の中で子どもがスポーツに親しむこ

とのできる主体性を育み、心身の健康の保持増進を図るため、地域でのスポーツ少年団

活動やスポーツ教室を中心とした取り組みに対して、支援を行います。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
北本市スポーツ
少年団補助事業 

スポーツ少年団に対し補助金を交付
し、スポーツ少年団の活動を促進しま
す。 

― 生涯学習課 

② 
（再掲）学校体
育施設開放事業 

各小中学校の屋内運動場（体育館等）
や校庭（グラウンド等）を利用する団体
で構成された運営委員会やその集合体で
ある学校開放連絡協議会を通じて、学校
体育施設の適正利用を促し、市民がスポ
ーツ・レクリエーションに親しむ機会を
作ります。 

全小中学校で実
施 

生涯学習課 

 

（２）自然とふれあい環境を大切にする心の育成 

 本市の公園や緑地、樹林地、農地、生産緑地などの豊かな緑を守るため、身近な自然

の観察会や学校でのビオトープづくりを通して、自然環境を大切にする意識の向上を図

り、身近に自然と楽しめる環境づくりに取り組みます。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
自然や環境の保
全を図る学習機
会の充実 

環境保全に対する認識と理解を深める
ための学習機会と情報提供の充実を図り
ます。 

― 
都市計画課 
学校教育課 

② 
高尾宮岡ふるさ
とのトラスト基
金 

貴重な谷津の自然を守るため北本市高
尾宮岡ふるさとのみどりのトラスト基金
に継続して積立を行います。 

― 環境課 

③ 
森林セラピー事
業 

セラピーツアーを通し、森林の持つ癒
しの効果を体験することで、森林への関
心と自然環境を大切にする意識の向上を
図ります。 

18 歳未満の森
林セラピーツア
ー参加人数年間 
10 人 

産業観光課 

④ 
放課後子ども教
室推進事業 

地域住民や教員 OB が事業スタッフと
なり、市内の各小学校に通学する子ども
を対象に、放課後の時間を活用して、地
域活動室等において学習や体験、ふれあ
い活動等を実施します。 

全小学校で実施 生涯学習課 
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（３）芸術や文化とふれあい豊かな感受性の育成 

 市内には、国指定の文化財である「石戸蒲ザクラ」や「デーノタメ遺跡」をはじめ、多

くの歴史的資産が残されています。豊かな人間性を育み、個性豊かな人間性を育んでい

くため、先人たちが築きあげてきた文化と歴史を学習する機会を提供します。 

 また、自主的な芸術・文化活動や交流の機会を設け、新たな文化の創造と発信を目指

して、文化・芸術活動を推進します。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
こども図書館運
営管理事業 

こども図書館の運営を指定管理者に委
託し、ボランティア団体と協力しなが
ら、読み聞かせやおはなし会などを実施
します。 

年４回実施 生涯学習課 

② 
きたもとピアノ
フェスティバル
実施事業 

市内在住等の人を募集対象とし、年齢
を問わず、コンサートグランドピアノで
の演奏を通じて、音楽を楽しみ、より好
きになってもらえるような演奏会を開催
します。 

年１回開催 生涯学習課 

③ 
市民文化祭芸術
展事業 

北本市市民文化祭芸術展実行委員会を
組織・委託し、市内に在住、在勤もしく
は在学する者または市内で活動するサー
クルの会員の作品（絵画、書、工芸、写
真、文芸、生け花）を展示します。 

年１回開催 生涯学習課 

④ 
市民文化祭舞台
発表文化のつど
い開催事業 

北本市市民文化祭の舞台発表として、
市民団体が文化センターホールにおい
て、音楽・演劇・演芸・ダンス・バレエ
等の発表を行います。 

年１回開催 生涯学習課 

⑤ 
青少年ふるさと
学習事業 

「郷土きたもと」をテーマにした活動
を通して、青少年の健全育成及び青少年
のふるさと意識の高揚を図ります。 

年１回実施 生涯学習課 

⑥ 
小学校への出前
授業事業 

学校との連携による学習について、小
学校の授業において、歴史散策による現
地解説や総合の授業での講座などの学習
支援を行うことを通じ、児童生徒に郷土
の歴史や文化財にふれる機会を提供しま
す。 

全小学校で実施 文化財保護課 

 

 

（４）体験・交流活動の促進 

 子どもが、様々な体験や交流を通して、自主性や社会性を身につけるとともに、伸び

伸びと育つよう、各種体験や交流の機会の提供を行います。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
ブックスタート
事業 

乳児健診の際、赤ちゃんの成長に大切
な親子のふれあいやコミュニケーション
について、メッセージを伝えながら絵本
を配布することにより、子育て支援、生
涯学習の推進を図ります。 

配布率 10 0％ 子育て支援課 

② 
自然体験イベン
ト開催事業 

野外活動センター等市内の施設を活用
して、子どもたちに対して自然体験やワ
ークショップなどを行うイベントを開催
します。 

全 3 0 回実施 生涯学習課 



 

 6 0

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

③ 
子ども大学講座
開催事業 

大学の教員、事業者等による専門性の
高い講義や体験活動を通じて、児童が楽
しく学べる機会を提供します。 

年 1 回以上開催 生涯学習課 

④ 
ナイトスクール
事業 

学校以外で学習する機会を希望する中
学生に対して地域と学校の連携・協働に
よる学習支援を行うことで、子どもたち
が安心して学習できる環境を整備すると
ともに、地域全体で子どもたちを育む体
制づくりを推進します。 

１教室で年 15
回程度実施 

学校教育課 

⑤ 
（再掲）小学校
への出前授業事
業 

学校との連携による学習について、小
学校の授業において、歴史散策による現
地解説や総合の授業での講座などの学習
支援を行うことを通じ、児童生徒に郷土
の歴史や文化財にふれる機会を提供しま
す。 

全小学校で実施 文化財保護課 

 

 

（５）多様な居場所づくり 

 小学校・中学校、公民館、文化センター、児童館、公園等の各種の公共施設を活用し、

子どもの居場所づくりや体験・交流拠点として整備を図ります。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 

（再掲）こども
応援ネットワー
クしょうに会議
との連携 

社会福祉協議会が開催する子ども食
堂、学習支援など経済的に困窮する子ど
もに対する支援を行う民間団体などが参
加するこども応援ネットワーク会議にお
いて、団体間の連携、情報共有などを行
います。 

― 
人権推進課 
共生福祉課 
子育て支援課 

② 学習支援事業 

生活困窮世帯等の子どもに対して、学
習教室への参加や家庭訪問を通して、学
力の向上、中退の防止、就職に向けた支
援等を行います。 

学習支援参加者
数 3 5 人 

共生福祉課 

③ 
児童館管理運営
事業 

児童館の運営を指定管理者に委託し、
子どもたちの健康を増進し、情操を豊か
にするとともに、子どもたちに健全な遊
び場を与え、制作などの様々な体験がで
きるイベントを実施します。 

入館人数１日平
均 2 5 0 人 

子育て支援課 

④ 

放課後児童健全
育成事業（学童
保育室運営事
業） 

保護者が労働などで昼間家庭にいない
小学児童に、授業の終了後に児童厚生施
設等の施設を利用して適切な遊びや生活
の場を与え、健全な育成を図るととも
に、子どもの居場所を確保します。 

提供体制 8 5 0
人 

子育て支援課 

⑤ 
（再掲）放課後
子ども教室推進
事業 

地域住民や教員 OB が事業スタッフと
なり、市内の各小学校に通学する子ども
を対象に、放課後の時間を活用して、地
域活動室等において学習や体験、ふれあ
い活動等を実施します。 

― 生涯学習課 

⑥ 
都市公園の遊
具・点検事業 

指定管理者及び専門家による都市公園
の遊具点検を実施します。 

指定管理者月１
回 
専門家年 1 回 

都市計画課 
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基本目標３  

子どもと子育て当事者が安心・安全に暮らせるまち 

 

3 -1 母子の健康と医療の確保 

（1）妊娠前からの切れ目のない支援 

 核家族化や地域のつながりの希薄化などにより、悩みや不安を抱えるこどもや保護者

が増加している状況にあり、妊娠・出産・子育ての包括的な支援が求められています。 

このような現状を踏まえ、安心して妊婦、出産・子育てができ、すべてのこどもが健や

かに育つことができるよう、こどもと子育て世帯の一人ひとりの状況に応じた切れ目な

い支援を行います。 

 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
（再掲）こども
家庭センター業
務 

妊娠届提出時から産後の育児支援、児
童相談など、切れ目なく妊産婦への支
援、子育て支援、子どもへの支援を行い
ます。 

合同ケース会議
の開催回数 
年 12 回 

子育て支援課 
健康づくり課 

② 
母子健康手帳交
付 

妊娠中を健康に過ごし、安全な出産が
できるよう、母子健康手帳の交付を行
い、母子の健康管理に役立てる。また、
外国人に対しては外国語母子健康子手帳
を交付します。 

交付率 10 0％ 健康づくり課 

③ 
母性健康管理指
導事項連絡カー
ドの配布 

就労妊婦に対して、母子健康手帳の交
付時に母性健康管理指導事項連絡カード
を配布し、健康の増進を図ります。 

交付率 10 0％ 健康づくり課 

④ 
プレママプレパ
パセミナー 

子育てに関する知識や技術を学ぶた
め、プレママプレパパセミナーや沐浴実
習を継続的に開催し、育児に関する様々
な学習機会の充実を図ります。 

初妊婦の参加率
2 0％ 

健康づくり課 

⑤ 妊婦健康診査 
妊娠中の母子の健康状態を確認し、妊

娠が順調かどうかを把握します。 
― 健康づくり課 

⑥ 

低所得世帯の妊
婦に対する初回
産科受診料助成
金交付事業 

非課税世帯や生活保護世帯の妊婦に対
して、初回産科受診費用の一部助成を行
います。 

― 健康づくり課 

⑦ 妊産婦訪問 
妊婦を対象に、保健師や助産師が家庭

に訪問し、妊娠中から産後の不安や悩み
の相談支援を行います。 

延べ訪問率
10％ 

健康づくり課 

⑧ 
乳児家庭全戸訪
問事業 

新生児、乳児がいる家庭や里帰り出産
で希望のあった人を保健師、助産師が訪
問し、育児不安や負担感を軽減できるよ
う支援します。 

訪問率 9 6％ 健康づくり課 

⑨ 乳幼児健康診査 

乳児(４か月児)、１歳６か月児及び３
歳児健診を実施し、乳幼児の健康状態と
発育発達を定期的に把握し、乳幼児の健
康増進を図ります。 

・乳児健診の受
診率 9 8 .0％、1
歳 6 か月児健診
の受診率
9 7 .0％、3 歳児
健診の受診率
9 5 .0％ 
・３歳児健診で
「虫歯が無い子
どもの割合を
9 0％以上の維持 

健康づくり課 
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№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

⑩ 

育児相談（９か
月児育児相談、
乳幼児育児相
談） 

９か月児、乳幼児育児相談を定例で行
い、心身の発育発達を把握し、育児相談
や栄養指導により不安解消や育児支援を
行うとともに、利用者の交流の場を提供
します。 

9 か月児育児相
談の利用率
7 0％ 

健康づくり課 

⑪ ２歳児育児相談 
個別相談にて、支援を要する幼児に対

する発達を促す係わり方についての助言
や相談を行います。 

延べ来所者数 
5 0 人 

健康づくり課 

⑫ 親子教室 

心身に発達の遅れのおそれがある就学
前児童及びその保護者等を対象とし、発
達を促す関わり方についての相談や助
言、遊びの体験を通して、児童の健全育
成を図ります。 

各クラス 
年 11 回以上開
催 

保育課 
（児童発達支援
センター） 

⑬ 離乳食講習 
情報過多の中で、食に関する適切な正

しい知識の啓発、育児不安の解消、育児
中の母親の孤立化防止を図ります。 

乳児(４か月児)
健診受診者の
8 0％ 

健康づくり課 

⑭ 予防接種 
感染症の予防、重症化の防止のため、

個別接種による予防接種を実施します。 

麻しん風しん混
合ワクチン接種
率 9 5％ 

健康づくり課 

⑮ 
30 代までの健
康力アップ健診
（女性） 

女性のライフステージに応じた生活習
慣病予防や健康づくりを推進します。 

2 0 代～3 0 代の
健診受診者のや
せの割合 15％
未満 

健康づくり課 

⑯ 

30 代までの健
康力アップ健診
（女性）事後相
談 

健診後の生活習慣病予防の相談を実施
します。 

相談実施者 
10 人 

健康づくり課 

⑰ こころの相談 
精神の健康に不安を持つ人などを対象

に精神科医師による個別相談を行いま
す。 

相談実施者 
年 12 人 

健康づくり課 

 

 

（2 ）食育の推進 

「食」は、人の生きる糧であり、望ましい食習慣を定着させることは、健康的な生活習

慣を形成する基本となります。そのため、乳幼児の保護者や小学生を対象とした講座、

食に関する相談への助言などを通じて、一人ひとりが「食」について自ら学び、考え、判

断できるよう知識の普及･啓発を図り、家庭で健全な食生活が営めるよう支援します。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
（再掲）離乳食
講習 

情報過多の中で、食に関する適切な正
しい知識の啓発、育児不安の解消、育児
中の母親の孤立化防止を図ります。 

乳児(４か月児)
健診受診者の
8 0％ 

健康づくり課 

② 食育の推進 

栄養士の専門性を活用し、学校や保育
所における食育を充実させるために、家
庭・地域と連携して栄養バランスの改善
を推進します。 

― 
健康づくり課 
学校教育課 
保育課 

③ 
学校・保育所等
の給食運営の充
実 

給食指導の充実、運営体制の整備を図
り、バランスのとれた食事を提供するこ
とにより、児童生徒の心身の健全な発達
を促します。 

― 
教育総務課 
保育課 

 



 

 6 3

（3 ）思春期保健教育の充実 

 人間教育の一環として、異性を尊重し、自他を大切にする心を育むため、性に関する

健全な意識の啓発と、正しい知識の習得を促します。喫煙・飲酒・薬物乱用の有害性な

どについての基礎的な知識の普及を図る等により、思春期の心と体の健康づくり及び生

涯にわたる健康行動の基盤づくりを支援します。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
薬物乱用防止教
育の推進 

学校・家庭・地域が連携して、子ども
の発達段階や地域の実態に応じた薬物乱
用防止教室を充実・推進します。 

全小中学校で実
施 

学校教育課 

② 
性に関する指導
の推進 

性に関する課題に対して、適切な意志
決定や行動選択ができるよう、学校・家
庭が連携し、性に関する指導を進めま
す。 

全小中学校で実
施 

学校教育課 

③ 
小中学校におけ
る健康教育の充
実 

「心の健康」「禁煙、禁酒薬物乱用」
「性に関する問題」「歯・口の健康づく
り」等、様々な健康課題の解決に向け、
保健教育・保健管理を充実させ、学校・
家庭・地域が一体となり学校の健康教育
を推進します。 

保健指導・学校
保健委員会 
年１回実施 

学校教育課 

 

（4 ）小児医療体制の充実 

 小児医療は、安心して子どもを生み、健やかに育てることができる環境の基礎となる

ことから、休日・夜間の医療体制を含め、小児初期救急医療体制の整備・充実を図りま

す。 

 また、子どもの病気やけがへの初期対応として、的確な判断や処置は大変重要である

ことから、親を対象とした講座の開催や医療情報の提供により、病院受診の必要がある

症状等についての知識の普及を図ります。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
小児救急医療体
制の整備 

小児初期救急医療体制の整備につい
て、関係機関と協議を進めます。 

― 健康づくり課 

② 
未熟児養育医療
支援事業 

未熟児が出生から１歳になるまで継続
して指定養育医療機関に入院し、治療を
行う際の医療費を支給します。 

― 健康づくり課 

③ 
１か月児健康診
査費用助成 

産まれて間もない時期に産科医療機関
等で実施する１か月児健康診査について
の費用を助成し、出産後から切れ目のな
い健康診査の実施体制を整備します。 

― 健康づくり課 
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3 -2  養育に関する支援 

（1）訪問・相談による支援 

 妊娠中・出産後から子育て期全般にわたって生じる様々な不安や負担に対して、養育

者や子どもに寄り添った支援を行うため、アウトリーチ型の支援を行うとともに、専門

機関と連携しながら包括的な支援を行います。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
（再掲）乳児家
庭全戸訪問事業
（Ｐ.92 参照） 

新生児、乳児がいる家庭や里帰り出産
で希望のあった人を保健師、助産師が訪
問し、育児不安や負担感を軽減できるよ
う支援します。 

訪問率 9 6％ 健康づくり課 

② 
養育支援訪問事
業（Ｐ.92 参
照） 

養育支援が特に必要な家庭に対して、
居宅を訪問し、養育に関する指導・助言
等を行うことにより。当該家庭の適切な
養育の実施を確保します。 

― 
子育て支援課 
健康づくり課 

③ 
子育て世帯訪問
支援事業
（Ｐ.95 参照） 

家事や子育て等に不安や負担がある子
育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等が
いる家庭に支援員が訪問し、家事や子育
て等の育児支援を行います。 

延べ訪問時間数 
年 15 0 時間 

子育て支援課 

④ 
妊婦等包括相談
支援事業
（Ｐ.96 参照） 

妊娠中や出産後の女性に関する健康問
題、生活上の課題、育児不安、経済的な
悩みなどの様々な問題に対応し、必要に
応じて専門機関と連携しながら包括的に
相談支援を行います。 

相談率 10 0％ 健康づくり課 

⑤ 
親子関係形成支
援事業 
（Ｐ.96 参照） 

要支援児童、要保護児童及びその保護
者、特定妊婦などを対象に、親子間の適
切な関係性の構築を目的として、子ども
の発達の状況等に応じた支援を行いま
す。 

講座開催回数 
年２回 

子育て支援課 

 

（2 ）産前産後に対する支援 

 家族等の援助が受けられず日常生活に支障を生ずる人を対象にヘルパーを派遣すると

ともに、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図ります。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
産前産後子育て
支援ヘルパー事
業 

妊娠中または出産後で体調不良等によ
り、家事をする人がいない家庭に対し、
ヘルパーを派遣して家事援助を行い、子
育てができる環境づくりを図ります。 

― 子育て支援課 

② 
産後ケア事業 
（Ｐ.95 参照） 

退院直後の母子に対して、心身のケア
や育児のサポートを行い、産後も安心し
て子育てができる支援体制の確保を行う
ため、「宿泊型」及び「デイサービス
型」のいずれかによって実施します。 

― 健康づくり課 

③ 産婦健康診査 

産婦の心身の健康保持のため、基本的
な健康診査と心の健康チェックを行い、
産後うつの早期発見・支援につなげま
す。 

受診率 9 2％ 健康づくり課 
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（3 ）居場所の提供 

 子育ての孤立感や負担の解消を図るとともに、養育環境等に課題を抱える家庭や児童

等に対して様々な支援を行うことのできる居場所を提供します。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
地域子育て支援
拠点事業 
（Ｐ.92 参照） 

地域の子育て中の親子の交流促進や育
児相談を実施し、子育ての孤立感、負担
感の解消を図り、すべての子育て家庭を
地域で支えます。 

延べ利用人数 
月 2 ,0 0 0 人 

子育て支援課 

② 
児童育成支援拠
点事業（Ｐ.96
参照） 

児童とその家庭が抱える多様な課題に
応じて、生活習慣の形成や学習のサポー
ト、進路等の相談支援、食事の提供等を
行うとともに、児童及び家庭の状況をア
セスメントし、関係機関へのつなぎを行
う等の個々の児童の状況に応じた支援を
包括的に提供することにより、虐待を防
止し、子どもの最善の利益の保障と健全
な育成を図ります。 

― 子育て支援課 

③ 
（再掲）こども
応援ネットワー
ク会議との連携 

社会福祉協議会が開催する子ども食
堂、学習支援など経済的に困窮する子ど
もに対する支援を行う民間団体などが参
加するこども応援ネットワーク会議にお
いて、団体間の連携、情報共有などを行
います。 

― 
人権推進課 
共生福祉課 
子育て支援課 

④ 
（再掲）学習支
援事業 

生活困窮世帯等の子どもに対して、学
習教室への参加や家庭訪問を通して、学
力の向上、中退の防止、就職に向けた支
援等を行います。 

学習支援参加者
数 3 5 人 

共生福祉課 

⑤ 

（再掲）放課後
児童健全育成事
業（学童保育室
運営事業） 

保護者が労働などで昼間家庭にいない
小学児童に、授業の終了後に児童厚生施
設等の施設を利用して適切な遊びや生活
の場を与え、健全な育成を図るととも
に、子どもの居場所を確保します。 

提供体制 8 5 0
人 

子育て支援課 

⑥ 
（再掲）放課後
子ども教室推進
事業 

地域住民や教員 OB が事業スタッフと
なり、市内の各小学校に通学する子ども
を対象に、放課後の時間を活用して、地
域活動室等において学習や体験、ふれあ
い活動等を実施します。 

― 生涯学習課 
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3 -3  子育てしやすい生活環境の整備 

（1）良質な居住環境の確保 

 子育てがしやすい住環境を確保するため、良好な住宅市街地の総合的な整備を推進し

ます。 

 環境の美化運動、住宅改修に対する助成等に努め、子どもが伸び伸び成長でき、家族

みんながゆとりと豊かさを実感できる居住環境の整備を進めます。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 環境美化運動 

自治会連合会を通じ、「清潔で明るい
まちづくり」を目指し、各自治会単位で
地区内を清掃し、健康で住みよい快適な
生活環境づくりを推進します。 

― 環境課 

② 
花いっぱい推進
事業の充実 

花いっぱい推進事業として地域自治会
等と協働して春・秋 2 回の花苗配布 

年２回配布 都市計画課 

③ 
自然保護及び緑
化事業 

トラスト 8 号地や市民緑地の保護育成
を実施します。 

― 環境課 

④ 
土地区画整理事
業の推進 

ゆとりとうるおいのある安心して暮ら
せる住環境を整備します。 

― 
久保土地区画整
理事務所 

⑤ 
木造住宅の耐震
診断と耐震改修
補助制度 

昭和 5 6 年以前に建築された木造住宅
の耐震診断と工事費の補助を行います。 

住宅の耐震化率 
9 5 .0％ 

建築開発課 

 

（2 ）安心して外出できる環境づくり 

 子どもや妊産婦をはじめ、あらゆる人が安心して暮らす視点に立った、安全に通行で

きる道路の段差の解消や、公共施設のユニバーサルデザイン化・バリアフリー化などを

進めていきます。 

 さらに、公共施設には、子ども連れで利用しやすいトイレやベビーベッド、授乳室な

どの設置を検討していきます。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 道路の整備 
安全に通行できるよう、道路の段差の

解消に努めます。 

 
― 
 

建設課 

② 公共施設の整備 

暮らしやすいまちづくりを推進するた
め、「埼玉県福祉のまちづくり条例」の
普及、啓発に努めます。また、子どもや
子ども連れの利用に配慮し、公共施設の
整備・充実を図ります。 

― 
政策推進課 
子育て支援課 

③ 
「心のバリアフ
リー」の啓発 

母子健康手帳の交付時に、妊産婦に対
してマタニティキーホルダーを配布する
など、妊産婦等への理解を深める取り組
みを進めます。 

配布率 10 0％ 健康づくり課 
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（3 ）子どもの視点に配慮した遊び場の整備 

 子どもたちが伸び伸びと遊べるよう、子どもの視点に立った身近な公園の整備を行い

ます。発達段階に応じ、就学前児童のためには、遊具の設置を行い、小学生以上のため

には、思い切り遊べる広場の整備を行います。 

 また、身近にある自然環境を生かし、川辺や雑木林、湧水などの保全を行い、子ども

たちが、自然とふれあう機会を育てます。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 子ども広場 
土地所有者の協力により無償で提供し

ていただいた土地に広場を設置し、地区
の子どもの遊び場として活用します。 

― くらし安全課 

② 
（再掲）都市公
園の遊具・点検
事業 

指定管理者及び専門家による都市公園
の遊具点検を実施します。 

指定管理者月１
回 
専門家年 1 回 

都市計画課 

③ 
（再掲）児童館
管理運営事業 

児童館の運営を指定管理者に委託し、
子どもたちの健康を増進し、情操を豊か
にするとともに、子どもたちに健全な遊
び場を与え、制作などの様々な体験がで
きるイベントを実施します。 

入館人数１日平
均 2 5 0 人 

子育て支援課 

④ 
（再掲）地域子
育て支援拠点事
業 

地域の子育て中の親子の交流促進や育
児相談を実施し、子育ての孤立感、負担
感の解消を図り、すべての子育て家庭を
地域で支えます。 

延べ利用人数 
月 2 ,0 0 0 人 

子育て支援課 

 

 

（4 ）子どもを取り巻く有害環境対策 

 子どもの非行防止や、非行・犯罪に及んだ子供とその家族への相談支援、自立支援を

推進するため、性や暴力に関する過激な情報等の有害な環境を排除するため、地域と学

校・家庭が連携して、関係業界に対する自主規制の働きかけを行い、子どもにとって良

好な環境づくりを目指します。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
（再掲）薬物乱
用防止教育の推
進 

学校・家庭・地域が連携して、子ども
の発達段階や地域の実態に応じた薬物乱
用防止教室を充実・推進します。 

全小中学校で実
施 

学校教育課 

② 
非行防止教室の
実施 

こどもの非行防止の啓発を行います。 
全小中学校で実
施 

学校教育課 

③ 
インターネット
の適正使用 

インターネットによるいじめやトラブ
ルから子どもたちを守るために県と共同
で啓発活動を行います。 

全小中学校で実
施 

学校教育課 

④ 
違反簡易広告物
撤去事業 

違反簡易広告物の撤去を行い、子ども
にとって良好な環境づくりを推進しま
す。 

月１回実施 建設課 

  



 

 6 8

3 -4  子どもに安心・安全なまちづくり 

（1）交通安全対策 

 子どもを交通事故から守るため、警察、保育所、学校等関係機関が連携、協力体制を

強化し、子ども及び子育て家庭等を対象とした体験型の交通安全教育及びチャイルドシ

ートについての普及啓発活動等を積極的に展開し、交通安全に対する意識の啓発、高揚

を図ります。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
交通安全教育教
室 

新入学童と中学年に交通安全教育を、
警察、交通安全母の会、交通指導員等の
協力により実施します。 

― 
学校教育課（各
小学校） 
くらし安全課 

 

（2 ）子どもを犯罪から守るための活動の推進 

 子どもを犯罪の被害から守るため、地域においてＰＴＡ等の学校関係者や防犯ボラン

ティアなどと連携し、地域の安全点検や安全マップの作成、犯罪の発生状況等の情報を

子育て家庭に提供していきます。 

 また、地域一体となって、子どもの緊急避難場所となる「子ども 110 番の家」の設置

や防犯パトロールを推進し、地域全体で子どもたちを見守る体制を推進します。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
北本安全情報の
提供 

防犯意識を高めるため、また、地域ぐ
るみによる防犯活動を促進するため、犯
罪や防犯対策などの情報を提供します。 

― くらし安全課 

② 
自主防犯巡回活
動 

地域防犯推進委員や地域住民による自
主防犯団体と連携して、犯罪のないまち
づくりを進めます。 

― くらし安全課 

③ 
子ども 110 番
の家設置事業 

学校区域の個人・事業書等に「こども
110 番の家」の登録をお願いし、地域ぐ
るみで子どもたちの安全を守ります。 

登録数 3 5 0 軒 
生涯学習課 
（北本市ＰＴＡ
連合会） 

  



 

 6 9

基本目標４  

子育てと仕事を両立できるまち 

 

4 -1 保育サービスの充実 

（1）保育の質の向上及び保育環境の整備 

 安心して子どもを預けられる保育施設となるよう、多様なニーズに対応した保育の体

制を整えるため、保育人材の確保に取り組みます。また、保育全体の質の向上を目指す

とともに、安全かつ働きやすい保育環境の整備に取り組みます。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
保育士等人材確
保事業 

市内の民間保育施設において新たに勤
務を開始した保育士等に対する「保育士
等就職奨励金交付事業」を実施するとと
もに、民間保育施設に対する「保育体制
強化事業費補助金交付事業」や「保育補
助者雇上げ強化事業費補助金交付事業」
を実施し、保育士等の人材確保に努めま
す。 

― 保育課 

② 
（再掲）保育士
等の資質向上 

県や関係機関等の主催する各種研修会
等へ保育士を派遣するとともに、内部で
研修会などを開催し、資質の向上を図り
ます。 

― 保育課 

③ 
保育所施設の適
正な維持・管理 

公立保育所の管理を行い、適切に維持
保全を図ります。 

― 保育課 

④ 
公立保育所等照
明設備ＬＥＤ化
事業 

公立保育所２か所及び児童発達支援セ
ンターの照明設備のうち、ＬＥＤ化がさ
ていないものついて、ＬＥＤ照明へ更新
し、ＣＯ２排出量の削減及び電力料金の
縮減を図ります。 

公立保育所 
２か所 
児童発達支援セ
ンター 
１か所 

保育課 

⑤ 
公立保育所等業
務効率化推進事
業 

保育業務支援システムによるＩＣＴの
活用により、保育所運営に係る業務を省
力化し、保育の質の向上や職員の働きや
すさにつなげていきます。 

公立保育所全３
か所及び児童発
達支援センター
で実施 

保育課 
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（2 ）就学前の教育・保育及び保育サービスの充実 

 共働き世帯の増加や働き方の多様化により、保育を必要とするニーズが高まっていま

す。待機児童の解消を図るため、受入れ体制の確保に取り組みます。また、多様化する

保育ニーズに対応するため、教育・保育の充実を図るとともに、延長保育、一時預かり

事業やステーション保育等を引き続き実施します。 

 個別に支援が必要なこどもに対する支援の充実や受入れ体制の整備に取り組みます。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
公立保育所通常
保育 

住み慣れたまちで安心して健やかに暮
らせるまちを目指して、多様な保育需要
に応えることのできる子育て環境の充実
を図ります。また、保育が必要な児童が
速やかに入所できるよう待機児童の解消
に努めます。 

待機児童数 
0 人 

保育課 

② 
待機児童対策保
育士配置事業費
補助事業 

待機児童解消のため、新たに受け入れ
るために、保育士を配置した市内の民間
保育施設に対し、保育士配置に要する経
費の一部を補助し、待機児童の解消に努
めます。 

待機児童数 
０人 

保育課 

③ 
（再掲）保育士
等人材確保事業 

市内の民間保育施設において新たに勤
務を開始した保育士等に対する「保育士
等就職奨励金交付事業」を実施するとと
もに、民間保育施設に対する「保育体制
強化事業費補助金交付事業」や「保育補
助者雇上げ強化事業費補助金交付事業」
を実施し、保育士等の人材確保に努めま
す。 

― 保育課 

④ 
（再掲）障がい
児保育 

発達に心配のある子どもや障がいのあ
る子どもが地域で健やかに育つよう、教
育・保育施設での受入促進を図ります。 

障がい児保育の
待機児童数 
0 人 

保育課 

⑤ 
（再掲）保育所
における医療的
ケア児への対応 

人員体制など医療的ケア児の受入れに
必要となる体制を整備します。 

実施個所 
１か所 

保育課 

⑥ 
個別支援教育・
保育事業費補助
事業 

集団での幼児教育や保育において、子
どもの個性や事情により、加配が望まし
い子どもを受入れた場合、保育士等の加
配に必要な経費等を補助し、民間保育施
設の運営を支援します。 

障がい児保育の
待機児童数 
0 人 

保育課 

⑦ 
年齢別保育の充
実 

子どもの発達段階に応じて、適切な保
育を行うため、適正な保育士の配置によ
る年齢別保育の充実を図ります。 

― 保育課 

⑧ 
民間保育所運営
補助事業 

アレルギー対応が必要な子どもの受入
れや園外保育の実施など、民間保育施設
がきめ細やかな対応ができるよう、保育
士等の加配に必要な経費等を補助し、民
間保育施設の運営を支援します。 

― 保育課 

⑨ 
延長保育 
（Ｐ.90 参照） 

就労形態の多様化に対応するため、保
育時間の延長を希望するニーズ応じて、
延長保育を実施します。 

提供体制 
年 1,0 8 7 人 

保育課 

⑩ 休日保育 

就労形態の多様化に対応するため、利
用者のニーズの動向と保育体制整備を踏
まえながら、休日保育の実施について検
討します。 

― 保育課 
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№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

⑪ 
産休・育休明け
入所の円滑化 

産前・産後休業、育児休業明けに希望
に応じて円滑に保育所等を利用できるよ
う保護者に対する情報提供や相談支援を
行います。 

― 保育課 

⑫ 
ステーション保
育事業 

指定する保育施設等に通う市内在住の
乳幼児を対象に、北本駅を利用して働く
保護者のために、指定する保育施設等の
利用時間外に子どもを預かり、保育所ま
で送迎する事業を実施し、子育て及び就
労等の両立支援を図ります。 

提供体制 
5 ,6 4 0 人日 

保育課 

⑬ 
公立保育所一時
保育事業 

保護者が就労、通院、職業訓練、病気
や出産で入院する等、家庭での保育が一
時的に困難となった児童を預かり、子育
て及び就労等の両立支援を図ります。 

提供体制 
9 6 0 人日 

保育課 

⑭ 病児保育事業 

病気や病気の回復期で集団保育が困難
であり、保護者の就労や病気等のやむを
得ない理由により、児童を専用保育室で
一時的に預かり保育する事業を実施し、
子育て及び就労等の両立支援を図りま
す。 

提供体制 
1,2 0 0 人日 

保育課 

⑮ 病後児保育事業 

保護者の就労や病気等のやむを得ない
理由により、傷病の回復期にある児童を
専用保育室で一時的に保育する事業を実
施し、子育て及び就労等の両立支援を図
ります。 

提供体制 
9 6 0 人日 

保育課 

⑯ 

多様な主体が新
制度に参入する
ことを促進する
ための事業 
（Ｐ.91 参照） 

新規参入事業者に対する相談・助言等
巡回支援や、私学助成（幼稚園特別支援
教育経費）や障がい児保育事業の対象と
ならない特別な支援が必要な子どもを認
定こども園で受け入れるための職員の加
配を促進します。 

― 保育課 

⑰ 

こども誰でも通
園制度（乳児等
通園支援制度） 
【新規】 
（Ｐ.89 参照） 

日頃、保育所等に通園していない家庭
のこどもを対象に、保育所や認定こども
園などの施設で、一定時間の預かりを行
うことで、集団生活の機会を通じたこど
もの成長を促す制度です。また、利用児
童の保護者を対象に子育てに関する相談
支援などを実施します。 

提供体制 
2 5 2 人日 

保育課 
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（3 ）放課後児童クラブ等の充実 

 保護者の就労などにより、放課後の保育を必要とする児童に対し、その安全を守り、

集団生活の中で、協調性や社会性を養い、心身ともに健全な成長を支援する放課後児童

対策を行います。 

 また、障がいがある子どもの保護者の支援と、障がいがある子どもの放課後ケアのた

め、障がい児に対する学童保育を実施します。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 学童保育室運営 

保護者が就労等により昼間家庭にいな
い、小学校の児童の健全な育成を図りま
す。また、多様化する保護者の就労状況
に対応できるよう、時間延長を検討しま
す。 

― 子育て支援課 

② 学童保育室改築 
老朽化している学童保育室を既存の公

共施設を活用して整備します。 
― 子育て支援課 

③ 
放課後児童健全
育成事業 

学童保育室の利用者増加に対応するた
め、民間事業者を活用し、民設放課後児
童クラブを開設します。 

2 か所 子育て支援課 

④ 
障害児学童保育
室運営 

障がいのある子どもの放課後の生活の
場を提供することにより、保護者負担の
軽減と児童の社会参加の促進を図りま
す。 

障害児学童保育
室の待機児童数
0 人 

障がい福祉課 

 

 

（4 ）認定こども園の充実 

 増加する保育需要に対応し、待機児童の解消を図るため、幼稚園の土地、建物、職員

などの資源を有効活用し、保護者が、保育所、幼稚園の区別なくサービスを選択でき、

子どもたちが伸び伸びと小学校入学まで一貫した保育と幼児教育が受けられるよう、認

定こども園の充実を図ります。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
認定こども園の
整備推進事業 

幼稚園等による認定こども園への移行
や幼稚園型認定こども園による幼保連携
型認定こども園への移行に係る相談に応
じ、移行促進を図るとともに、待機児童
の解消を図ります。 

移行箇所数 
１園 

保育課 
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4 -2  職業生活と家庭生活との両立の推進 

（1）職場や家庭における男女の役割分担の見直し 

職場や家庭における固定的な性別や役割分担を見直し、男女がともに子育てに参加し、

子育てと仕事が両立でき、喜びと責任を分かち合える環境づくりを進めます。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
男女共同参画啓
発事業 

男女が自らの生き方を主体的に選択
し、その個性や能力を十分に発揮できる
「男女共同参画社会｣を実現するため、
男女共同参画情報紙「シンフォニー」の
発行、きたもと男女共生塾の開催などに
より、男女共同参画の意識づくりを進め
ます。 

シンフォニー 
年１回発行 

人権推進課 

② 
父親への育児啓
発の推進 

家庭教育等の講座の中で、父親の子育
てへの参加を促進し、子育てに携わる父
親のための幼児教育フォーラム、子育て
セミナー等を開催します。 

初めて父親とな
る人のプレママ
プレパパセミナ
ー参加率 2 0％ 

健康づくり課 

③ 
父親向けの子育
てパンフレット
作成・配布 

父親向けの沐浴実習時に参加者へ「お
父さんも主人公」を配布し、家庭での父
親の役割や、父子の遊び方について紹介
します。 

沐浴実習に参加
をした父親へ配
布率 10 0％ 

健康づくり課 

④ 
プレママプレパ
パセミナー・沐
浴実習の充実 

子育てに関する知識や技術を学ぶた
め、プレママプレパパセミナーや沐浴実
習を継続的に開催し、育児に関する様々
な学習機会の充実を図ります。 

初妊婦の参加率
2 0％ 

健康づくり課 
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（2 ）仕事と子育ての両立への理解の促進 

 男性を含めた働きながら子育てをしている人が、職場において不利な扱いをされるこ

となく、家庭生活と職業生活のバランスがとれる多様な働き方が選択できるよう、法律

で定められた子育て休業に関する様々な制度の実施を、事業者に向けて働きかけていき

ます。 

 また、安心して家庭を築き、子どもを生み育てるためには経済的に自立した生活への

支援が必要となるため、安定就労を促進する対策を行います。 

 さらに、仕事と子育ての両立のためには、職場だけでなく地域においても、行事、講

座、集会の日時への配慮などを行っていきます。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
多様な働き方実
践企業認定制度
の周知 

埼玉県が実施する、多様な働き方実践
企業認定制度を周知し、市内の認定事業
者数の増加に努めます。 

多様な働き方実
践企業の市内認
定事業所数 
5 3 事業所 

産業観光課 

② 
労働及び就職支
援セミナーの実
施 

4 0 歳未満及び女性を対象とした労働
セミナーや就職支援セミナーを開催し、
就職活動を支援します。 

セミナー実施回
数１回 

産業観光課 

③ 内職相談の実施 
内職を希望する人に対し、内職に関す

る求人情報の提供・相談及び斡旋を行い
ます。 

家内労働契約率
5 0％ 

産業観光課 

④ 求人情報の提供 
大宮公共職業安定所と連携し、ハロー

ワークの求人情報をホームページ及び窓
口等で提供します。 

― 産業観光課 
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基本目標５  

地域で支え合い、子どもと子育て当事者をみんなで応援するま

ち 

 

5 -1 地域における子育て支援サービスの充実 

（1）子育て支援サービスの充実 

 育児の孤立化を解消するため、既存施設の有効活用により、親子が気軽に集まり、リ

フレッシュしたり、育児アドバイスを受けたりできる交流・相談の場の提供を行います。 

 また、保護者が病気、出産、出張、公的行事への参加等のための不在時など、一時的に

家庭での養育が困難な子どもの生活の安定を図り、家庭における子育てを支援するため、

様々な支援サービスを充実させます。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
利用者支援事業 
（Ｐ.90 参照） 

教育・保育・保健などの子育て支援の
情報提供及び必要に応じ相談・助言等を
行うとともに、関係機関との連絡調整等
を行います。 

2 か所 
子育て支援課 
健康づくり課 

② 

（再掲）こども
誰でも通園制度
（乳児等通園支
援制度） 
（Ｐ.89 参照） 

日頃、保育所等に通園していない家庭
のこどもを対象に、保育所や認定こども
園などの施設で、一定時間の預かりを行
うことで、集団生活の機会を通じたこど
もの成長を促す制度です。また、利用児
童の保護者を対象に子育てに関する相談
支援などを実施します。 

提供体制 
2 5 2 人日 

保育課 

③ 
（再掲）公立保
育所一時保育事
業 

保護者が就労、通院、職業訓練、病気
や出産で入院する等、家庭での保育が一
時的に困難となった児童を預かり、子育
て及び就労等の両立支援を図ります。 

提供体制 
9 6 0 人日 

保育課 

④ 
（再掲）病児保
育事業 

病気や病気の回復期で集団保育が困難
であり、保護者の就労や病気等のやむを
得ない理由により、児童を専用保育室で
一時的に預かり保育する事業を実施し、
子育て及び就労等の両立支援を図りま
す。 

提供体制 
1,2 0 0 人日 

保育課 

⑤ 
（再掲）病後児
保育事業 

保護者の就労や病気等のやむを得ない
理由により、傷病の回復期にある児童を
専用保育室で一時的に保育する事業を実
施し、子育て及び就労等の両立支援を図
ります。 

提供体制 
9 6 0 人日 

保育課 

⑥ 
ファミリー･サ
ポート･センタ
ー 

育児の援助を行いたい者、育児の援助
を受けたい者を会員として登録し、会員
相互による育児の相互援助活動を支援し
ます。 

延べ利用者数 
年 4 7 0 人 

子育て支援課 

⑦ 
（再掲）親子教
室 

心身に発達の遅れのおそれがある就学
前児童及びその保護者等を対象とし、発
達を促す関わり方についての相談や助
言、遊びの体験を通して、児童の健全育
成を図ります。 

各クラス 
年 11 回以上開
催 

保育課 
（児童発達支援
センター） 

⑧ 
（再掲）ブック
スタート事業 

乳児健診の際、赤ちゃんの成長に大切
な親子のふれあいやコミュニケーション
について、メッセージを伝えながら絵本
を配布することにより、子育て支援、生
涯学習の推進を図ります。 

配布率 10 0％ 子育て支援課 
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№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

⑨ 
（再掲）地域子
育て支援拠点事
業 

地域の子育て中の親子の交流促進や育
児相談を実施し、子育ての孤立感、負担
感の解消を図り、すべての子育て家庭を
地域で支えます。 

延べ利用人数 
月 2 ,0 0 0 人 

子育て支援課 

⑩ 

（再掲）子育て
世帯訪問支援事
業（Ｐ.95 参
照） 

家事や子育て等に不安や負担がある子
育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等が
いる家庭に支援員が訪問し、家事や子育
て等の育児支援を行います。 

延べ訪問時間数 
年 15 0 時間 

子育て支援課 

⑪ 
（再掲）児童育
成支援拠点事業
（Ｐ.96 参照） 

児童とその家庭が抱える多様な課題に
応じて、生活習慣の形成や学習のサポー
ト、進路等の相談支援、食事の提供等を
行うとともに、児童及び家庭の状況をア
セスメントし、関係機関へのつなぎを行
う等の個々の児童の状況に応じた支援を
包括的に提供することにより、虐待を防
止し、子どもの最善の利益の保障と健全
な育成を図ります。 

― 子育て支援課 

⑫ 
（再掲）親子関
係形成支援事業 
（Ｐ.96 参照） 

要支援児童、要保護児童及びその保護
者、特定妊婦などを対象に、親子間の適
切な関係性の構築を目的として、子ども
の発達の状況等に応じた支援を行いま
す。 

講座開催回数 
年２回 

子育て支援課 

⑬ 
（再掲）乳児家
庭全戸訪問事業 

新生児、乳児がいる家庭や里帰り出産
で希望のあった人を保健師、助産師が訪
問し、育児不安や負担感を軽減できるよ
う支援します。 

訪問率 9 6％ 健康づくり課 

⑭ 
（再掲）養育支
援訪問事業
（Ｐ.92 参照） 

養育支援が特に必要な家庭に対して、
居宅を訪問し、養育に関する指導・助言
等を行うことにより。当該家庭の適切な
養育の実施を確保します。 

― 
子育て支援課 
健康づくり課 

 

（2 ）子育て情報の充実 

 きたもと子育て応援ガイドブックの作成・配布とともに、市のホームページを利用し、

妊娠期から思春期までの幅広い子育て情報や保健福祉サービスについて情報提供を行い

ます。 

 さらに、子育てに関する情報の収集や情報提供について、関係機関と連携を図りなが

ら、総合的に把握し、情報の一元化、ホームページを利用した提供等を進めます。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 

きたもと子育て
応援ガイドブッ
ク作成事業（子
育て情報の充
実） 

市内の遊び場や子育てに関する情報を
網羅したガイドブックを作成し公共施設
等で配布するとともに、市ホームページ
に掲載します。 

― 子育て支援課 

② 
（再掲）地域子
育て支援拠点事
業 

地域の子育て中の親子の交流促進や育
児相談を実施し、子育ての孤立感、負担
感の解消を図り、すべての子育て家庭を
地域で支えます。 

延べ利用人数 
月 2 ,0 0 0 人 

子育て支援課 

（3 ）相談体制の充実 

 子育ての不安を解消し、子どもを健やかに育成するため、関係機関の相談機能の充実

を図り、利用しやすい相談体制づくりに努めます。 
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 また、地域の子育て中の親からの育児に関する様々な相談に対し、悩みや育児不安の

軽減を図り、地域の子育て支援機能の充実を図ります。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
電話相談及び来
所相談の実施 

随時子育ての悩みや不安などについて
各機関で相談に応じ、必要に応じ専門機
関を紹介します。また、児童館、子育て支
援センターにおいて電話等による育児相
談を行います。 

― 
子育て支援課 
健康づくり課 
学校教育課 

② 
相談体制の市民
への周知 

子育て支援課、学校教育課及び教育セ
ンター等で実施している相談業務につい
て、ひとり親家庭等への周知を図ります。 

― 
子育て支援課 
学校教育課 

③ 
児童相談所との
連携 

要支援児童等の相談に対応できるよ
う、児童相談所との連携を図ります。 

要保護児童対策
地域協議会実務
者会議開催回数 
年４回 

子育て支援課 

④ 
（再掲）地域子
育て支援拠点事
業 

地域の子育て中の親子の交流促進や育
児相談を実施し、子育ての孤立感、負担感
の解消を図り、すべての子育て家庭を地
域で支えます。 

延べ利用人数 
月 2 ,0 0 0 人 

子育て支援課 

⑤ 
保育コンシェル
ジュ配置事業 

保護者の就労状況や希望を伺いなが
ら、保護者のニーズと保育サービス等を
適切に結びつける保育コンシェルジュを
配置し、相談支援の充実を図ります。 

配置人数 
１人 

保育課 

⑥ 
（再掲）親子教
室 

心身に発達の遅れのおそれがある就学
前児童及びその保護者等を対象とし、発
達を促す関わり方についての相談や助
言、遊びの体験を通して、児童の健全育成
を図ります。 

各クラス 
年 11 回以上開
催 

保育課 
（児童発達支援
センター） 

⑦ 

（再掲）育児相
談（９か月児育
児相談、乳幼児
育児相談） 

９か月児、乳幼児育児相談を定例で行
い、心身の発育発達を把握し、育児相談や
栄養指導により不安解消や育児支援を行
うとともに、利用者の交流の場を提供し
ます。 

9 か月児育児相
談の利用率
7 0％ 

健康づくり課 

⑧ 
（再掲）乳児家
庭全戸訪問事業 

新生児、乳児がいる家庭や里帰り出産
で希望のあった人を保健師、助産師が訪
問し、育児不安や負担感を軽減できるよ
う支援します。 

訪問率 9 6％ 健康づくり課 

⑨ 
（再掲）教育セ
ンター運営事業 

不登校児童生徒・言語治療を要する子・
保護者への教育相談や、心理カウンセラ
ーによるカウンセリングを行います。 

相談窓口開設 学校教育課 

⑩ 
就学に関する相
談の実施 

就学に関する相談を受け、必要に応じ
専門機関を紹介します。 

就学相談の実施 学校教育課 

⑪ 
（再掲）教育セ
ンター教育相談
の実施 

電話相談、来所相談により、子育てや家
庭教育等の悩み事に対して所員が相談に
応じます。 

個に応じた指導
及び支援の実施 

学校教育課 

 

  



 

 7 8

（4 ）家庭教育への支援の充実 

 親が、子育ての社会的意義を学ぶとともに、子育てに関する知識や技術を身につける

ことができるよう、様々な学習機会を提供します。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
（再掲）教育セ
ンター運営事業 

不登校児童生徒・言語治療を要する
子・保護者への教育相談や、心理カウン
セラーによるカウンセリングを行いま
す。 

相談窓口開設 学校教育課 

② 子育て講座 

小学１年生になる未就学児の保護者、
中学へ入学する児童の保護者等を対象と
して、子どもの年代に合わせた接し方等
について学ぶ講座を開催します。 

全小中学校で実
施 

生涯学習課 

③ 
（再掲）ブック
スタート事業 

乳児健診の際、赤ちゃんの成長に大切
な親子のふれあいやコミュニケーション
について、メッセージを伝えながら絵本
を配布することにより、子育て支援、生
涯学習の推進を図ります。 

配布率 10 0％ 子育て支援課 

④ 
（再掲）地域子
育て支援拠点事
業 

地域の子育て中の親子の交流促進や育
児相談を実施し、子育ての孤立感、負担
感の解消を図り、すべての子育て家庭を
地域で支えます。 

延べ利用人数 
月 2 ,0 0 0 人 

子育て支援課 

⑤ 
（再掲）産前産
後子育て支援ヘ
ルパー派遣事業 

妊娠中または出産後で体調不良等によ
り、家事をする人がいない家庭に対し、
ヘルパーを派遣して家事援助を行い、子
育てができる環境づくりを図ります。 

― 子育て支援課 

⑥ 

（再掲）プレマ
マプレパパセミ
ナー・沐浴実習
の充実 

子育てに関する知識や技術を学ぶた
め、プレママプレパパセミナーや沐浴実
習を継続的に開催し、育児に関する様々
な学習機会の充実を図ります。 

初妊婦の参加率
2 0％ 

健康づくり課 
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5 -2  子育てにかかる経済的支援とひとり親家庭等への支援の推進 

（1）子育てや教育に関する経済的支援の推進 

 児童手当の支給制度や医療費助成制度のほか、児童の疾病や障がいに応じて様々な支

援制度を実施しています。これらの支援制度の活用と適正な運用を通して、子育てや教

育への経済的支援を推進します。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 児童手当支給事業 
児童を養育している人（父母その他の保

護者など）に対し、児童手当を支給しま
す。 

― 子育て支援課 

② 
児童扶養手当支給
事業 

父母の離婚、父または母の死亡などによ
って父または母と生計を同じくしていない
子どもを育てている人や、父または母に一
定の障がいがあり子どもを育てている人に
対し、児童扶養手当を支給します。 

― 子育て支援課 

③ 
児童生徒就学援
助扶助（小・中
学校） 

経済的理由によって就学困難な児童生
徒に必要な援助を行います。 

― 学校教育課 

④ 入学準備金貸付 
高等学校、大学等への入学を予定する

生徒の保護者に対して入学準備金の貸付
を行います。 

― 学校教育課 

⑤ 
ひとり親家庭等
医療費支給事業 

医療機関を受診した場合の医療給付に
係る一部負担金等について助成すること
でひとり親家庭等の生活の安定と自立を
支援し、ひとり親家庭等の福祉の増進を
図ります。 

― 子育て支援課 

⑥ 
こども医療費支
給事業 

医療機関を受診した場合の医療給付に
係る一部負担金等について助成すること
で保護者の経済的負担を軽減し、児童の
保健の向上と福祉の増進を図ります。 

― 子育て支援課 

⑦ 
パパママ応援シ
ョップ制度の普
及推進 

子育て家庭を応援するため「パパママ
応援ショップ制度」の普及推進を図りま
す。 

― 子育て支援課 

⑧ 
（再掲）こども応
援ネットワーク会
議との連携 

社会福祉協議会が開催する子ども食堂、
学習支援など経済的に困窮する子どもに対
する支援を行う民間団体などが参加するこ
ども応援ネットワーク会議において、団体
間の連携、情報共有などを行います。 

― 
人権推進課 
共生福祉課 
子育て支援課 

⑨ 子育て応援事業 
１歳６か月児健診時、３歳児健診時にこ

ども商品券を贈呈します。 
支給率 10 0％ 子育て支援課 

⑩ 
多子出産祝金支給
事業 

多子世帯の経済的負担を軽減するため、
第 3 子以降の子どもが生まれた保護者に
祝金を支給します。 

支給率 10 0％ 子育て支援課 

⑪ 乳児用品貸出事業 

乳児の健やかな成長を支援するとともに
保護者の経済的負担の軽減を図るため、乳
児の保護者にベビーベッドを貸し出しま
す。 

― 子育て支援課 

⑫ 
大学等受験料・模
擬試験受験料支援
給付金支給事業 

受験期における貧困の連鎖を防止するた
め、大学等受験料、模擬試験受験料支援に
関する給付金を支給します。 

― 子育て支援課 

⑬ 
多子世帯保育料軽
減事業 

認可保育所、認定こども園、地域型保育
事業所を利用している多子世帯における第
３子以降（0～2 歳）の保育料を軽減しま
す。 

― 保育課 
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№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

⑭ 
実費徴収に係る補
足給付を行う事業 
（Ｐ.91 参照） 

各教育・保育施設において、実費徴収を
行うことができる食事の提供に要する費用
や日用品・文具等の購入に要する経費につ
いて、給付対象要件を満たす場合に、一部
を補助します。 

― 保育課 

⑮ 就学支援 

北本市就学支援委員会の組織運営を通し
て、本人または保護者の希望と本人の実態
に合った就学先の決定を行うとともに、関
係各課と連携しながら、未就学児の保護者
に対して、就学情報の提供や早期からの就
学相談を実施し、安心して就学を迎えられ
るよう支援します。 

年４回実施 学校教育課 

⑯ 奨学金給付事業 

意欲と能力があるこどもたちが、経済的
理由により進学を断念することなく大学等
での修学の機会を得られるよう、返済不要
の奨学金を支給します。 

― 学校教育課 

 

（2 ）ひとり親家庭等への支援の推進 

 各種給付や就労支援等を通じて、ひとり親家庭への支援を推進します。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
（再掲）ひとり親
家庭等医療費支給
事業 

医療機関を受診した場合の医療給付に係
る一部負担金等について助成することでひ
とり親家庭等の生活の安定と自立を支援
し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図りま
す。 

― 子育て支援課 

② 
ひとり親家庭自立
支援事業 

ひとり親家庭を対象に、養育費に関する
公正証書等作成促進補助金の交付、ひとり
親家庭等自立支援プログラムの策定、ひと
り親家庭等日常生活支援を行い、ひとり親
家庭の自立を支援します。 

プログラム策定件
数 
年 5 1 件 

子育て支援課 

③ 
母子家庭自立支援
給付金支給事業 

「ひとり親家庭高等職業訓練促進給付
金」、「ひとり親家庭自立支援教育訓練給
付金」を支給し、ひとり親家庭の自立を支
援します。 

― 子育て支援課 

④ 

（再掲）大学等
受験料・模擬試
験受験料支援給
付金支給事業 

受験期における貧困の連鎖を防止する
ため、大学等受験料、模擬試験受験料支
援に関する給付金を支給します。 

― 子育て支援課 

⑤ 
貸付金制度の啓
発 

ひとり親家庭等に対して母子福祉資金
貸付制度等を周知します。 

 
― 
 

子育て支援課 

⑥ 
（再掲）児童扶
養手当支給事業 

父母の離婚、父または母の死亡などに
よって父または母と生計を同じくしてい
ない子どもを育てている人や、父または
母に一定の障がいがあり子どもを育てて
いる人に対し、児童扶養手当を支給しま
す。 

― 子育て支援課 
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5 -3  地域における子育て支援のネットワークづくり 

（1）子育てに関する地域活動の育成と支援 

 子育てに関する住民活動の促進を図り、多様なボランティアグループやＮＰＯを育成

していきます。そのため、活動場所の提供や活動助成、情報の提供などに取り組んでい

きます。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
社会教育関係団
体への支援 

自主的な社会教育活動を支援するた
め、社会教育関係団体を支援します。 

 
― 
 

生涯学習課 

② 
（再掲）青少年
ふるさと学習の
推進 

「郷土きたもと」をテーマにした活動
を通して、青少年の健全育成及び青少年
のふるさと意識の高揚を図ります。 

― 生涯学習課 

③ 
青少年育成市民
会議の支援 

自主的な青少年健全育成活動を促進す
るため、青少年育成市民会議を支援しま
す。 

― 生涯学習課 

④ 
（再掲）ファミ
リー・サポー
ト・センター 

育児の援助を行いたい者、育児の援助
を受けたい者を会員として登録し、会員
相互による育児の相互援助活動を支援し
ます。 

延べ利用者数 
年 4 7 0 人 

子育て支援課 

⑤ 
（再掲）地域子
育て支援拠点事
業 

地域の子育て中の親子の交流促進や育
児相談を実施し、子育ての孤立感、負担
感の解消を図り、すべての子育て家庭を
地域で支えます。 

延べ利用人数 
月 2 ,0 0 0 人 

子育て支援課 

 

（2 ）子育て支援のネットワークづくり 

 地域で活動しているボランティアグループ、ＮＰＯ、関係機関、民生委員・児童委員

や主任児童委員との連携を図り、地域に密着した支援体制を推進します。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
（再掲）子ども
家庭総合支援会
議 

子育て関連施設が集まる会議におい
て、子どもの権利に関する条例の周知啓
発を行うとともに、子育てに関する情報
を提供します。 

年１回周知 子育て支援課 

② 
（再掲）地域子
育て支援拠点事
業 

地域の子育て中の親子の交流促進や育
児相談を実施し、子育ての孤立感、負担
感の解消を図り、すべての子育て家庭を
地域で支えます。 

延べ利用人数 
月 2 ,0 0 0 人 

子育て支援課 

③ 
（再掲）こども
応援ネットワー
ク会議との連携 

社会福祉協議会が開催する子ども食
堂、学習支援など経済的に困窮する子ど
もに対する支援を行う民間団体などが参
加するこども応援ネットワーク会議にお
いて、団体間の連携、情報共有などを行
います。 

― 
人権推進課 
共生福祉課 
子育て支援課 
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（3 ）地域の子育て支援の担い手の育成 

 子育てや子どもの育ちを地域ぐるみで支援するため、子育て支援のボランティアを奨

励し、活動の担い手を育成します。 

 

№ 事業名 事業概要 
目標指標 

（R11） 
担当課 

① 
（再掲）ファミ
リー・サポー
ト・センター 

育児の援助を行いたい者、育児の援助
を受けたい者を会員として登録し、会員
相互による育児の相互援助活動を支援し
ます。 

延べ利用者数 
年 4 7 0 人 

子育て支援課 

② 
青少年指導委
員・推進委員研
修会の開催 

青少年指導委員・推進員として必要な
知識を身につけ、資質の向上を図るため
の研修会を実施します。 

研修会開催 
年１回 

生涯学習課 

③ 
青少年育成指導
者養成事業の充
実 

青少年の健全育成を図るために必要な
指導者を養成するための研修会を開催し
ます。 

研修会開催 
年１回 

生涯学習課 

④ 
生涯スポーツ指
導者の養成 

生涯スポーツ指導者の各種講習会派遣
などにより、指導者資格の取得促進を図
ります。 

― 生涯学習課 

⑤ 
人財情報バンク
制度の充実 

すぐれた知識や技能、経験等を人財情
報バンクに登録してもらい、学習したい
市民に紹介し、互いに学び合う学習機会
の充実を図ります。 

― 生涯学習課 
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第６章 教育・保育及び子育て支援事業の量の見込
みと提供体制 

1 総人口及び児童数の推移 

（1）総人口の推移 

 将来人口は、住民基本台帳の各年４月１日の男女別１歳別データ（R0 2～R 0 6）を基

に、コーホート要因法※を用いて推計しました。  

 その結果、本市の総人口は、令和 6 年４月１日現在の 6 5 ,4 0 8 人から、本計画の最終

年度である令和11年4 月１日には6 2 ,2 5 4 人程度にまで減少するものと見込まれます。 

 

■総人口の推移 各年 4 月 1 日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：実績値は住民基本台帳、推計値は保育課による 

  

 
※ 「コーホート要因法」とは、年齢別人口（コーホート）の加齢に伴う変化を死亡、人口移動（転入・転出）ご

とに計算して将来の人口を推計する手法のことです。具体的には、1 歳以上の人口については、年齢ごとの死

亡率とともに転入・転出を加味して将来の人口を求めます。また、0 歳人口については、19～4 5 歳の女性の

年齢別人口に対応する出生数の実績から母の年齢別出生率を求め、女性の年齢別推計人口に乗じることによっ

て翌年の０歳人口とします。 

実績値 推計値 
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（2 ）児童数の推移 

 就学前児童数( 0〜5 歳)は、令和 6 年 4 月 1 日現在の 2 ,2 4 2 人から令和 11 年 4 月 1

日には 1,9 5 8 人程度、小学生人口( 6〜11 歳)は、2 ,5 9 0 人から 2 ,4 2 3 人程度へと減少

が見込まれます。 

■児童数の推移 各年 4 月 1 日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 
実 績 値 推 計 値 

R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年 R7 年 R8 年 R9 年 R10 年 R11 年 

児童数 8 ,5 8 0  8 ,3 2 1 8 ,16 2  8 ,0 6 0  7 ,8 10  7 ,6 3 2  7 ,4 5 4  7 ,2 7 3  7 ,13 4  7 ,0 2 1 

 0 歳 3 6 2  3 4 0  3 5 4  3 2 1 2 9 1 3 0 9  3 0 7  3 0 2  3 0 1 3 0 0  

 1 歳 3 7 3  3 7 8  3 8 4  3 8 2  3 3 7  3 0 8  3 2 7  3 2 5  3 19  3 18  

 2 歳 3 8 7  3 7 9  3 8 8  3 9 5  3 9 5  3 4 5  3 15  3 3 4  3 3 3  3 2 7  

 3 歳 4 3 1 3 8 5  4 0 5  4 0 3  3 9 8  4 0 6  3 5 4  3 2 3  3 4 3  3 4 1 

 4 歳 4 0 1 4 2 5  3 9 7  4 0 9  4 0 6  4 0 0  4 0 8  3 5 6  3 2 4  3 4 4  

 5 歳 4 6 0  4 0 3  4 3 1 4 0 5  4 15  4 10  4 0 5  4 12  3 5 9  3 2 8  

 6 歳 4 0 2  4 5 9  4 15  4 3 7  4 0 2  4 16  4 12  4 0 6  4 14  3 6 1 

 7 歳 4 6 5  4 0 5  4 5 5  4 2 7  4 3 5  4 0 4  4 19  4 13  4 0 8  4 15  

 8 歳 4 3 3  4 6 5  4 0 4  4 5 7  4 2 3  4 3 5  4 0 3  4 18  4 13  4 0 7  

 9 歳 4 5 2  4 3 5  4 6 5  4 0 8  4 5 5  4 2 5  4 3 7  4 0 5  4 19  4 15  

10 歳 4 9 4  4 5 0  4 3 7  4 6 8  4 10  4 5 6  4 2 5  4 3 6  4 0 5  4 2 0  

11 歳 5 2 0  4 9 4  4 5 0  4 4 1 4 6 5  4 10  4 5 5  4 2 5  4 3 7  4 0 5  

12 歳 5 2 6  5 2 7  4 9 0  4 5 4  4 4 5  4 6 6  4 11 4 5 6  4 2 6  4 3 8  

13 歳 5 3 1 5 2 6  5 2 7  4 9 0  4 5 7  4 4 5  4 6 5  4 11 4 5 6  4 2 5  

14 歳 5 6 5  5 3 2  5 2 7  5 3 1 4 8 5  4 5 9  4 4 6  4 6 7  4 11 4 5 7  

15 歳 5 4 1 5 6 3  5 3 2  5 2 9  5 2 5  4 8 4  4 5 8  4 4 5  4 6 6  4 11 

16 歳 6 19  5 3 3  5 6 5  5 3 6  5 2 9  5 2 4  4 8 3  4 5 5  4 4 4  4 6 5  

17 歳 6 18  6 2 2  5 3 6  5 6 7  5 3 7  5 3 0  5 2 4  4 8 4  4 5 6  4 4 4  

就学前 2 ,4 14  2 ,3 10  2 ,3 5 9  2 ,3 15  2 ,2 4 2  2 ,17 8  2 ,116  2 ,0 5 2  1,9 7 9  1,9 5 8  

小学生 2 ,7 6 6  2 ,7 0 8  2 ,6 2 6  2 ,6 3 8  2 ,5 9 0  2 ,5 4 6  2 ,5 5 1 2 ,5 0 3  2 ,4 9 6  2 ,4 2 3  
 低学年 1,3 0 0  1,3 2 9  1,2 7 4  1,3 2 1 1,2 6 0  1,2 5 5  1,2 3 4  1,2 3 7  1,2 3 5  1,18 3  
 高学年 1,4 6 6  1,3 7 9  1,3 5 2  1,3 17  1,3 3 0  1,2 9 1 1,3 17  1,2 6 6  1,2 6 1 1,2 4 0  

中学生 1,6 2 2  1,5 8 5  1,5 4 4  1,4 7 5  1,3 8 7  1,3 7 0  1,3 2 2  1,3 3 4  1,2 9 3  1,3 2 0  

高校生 1,7 7 8  1,7 18  1,6 3 3  1,6 3 2  1,5 9 1 1,5 3 8  1,4 6 5  1,3 8 4  1,3 6 6  1,3 2 0  

対人口比 13 .0 %  12 .6 %  12 .4 %  12 .3 %  11.9 %  11.7 %  11.6 %  11.4 %  11.2 %  11.3 %  

資料：実績値は住民基本台帳、推計値は保育課による 

 

実績値 推計値 
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2  教育・保育提供区域の設定 

 本市における教育・保育提供区域の設定は、教育・保育の利用状況や教育・保育を提供

するための施設の整備状況等、国による区域設定の諸条件等を総合的に勘案した結果、

第二期計画に引き続き「市全体を１区域」で設定します。 

 子ども・子育て支援法第 6 1 条により、市町村は子ども・子育て支援事業計画におい

て、地理的条件や人口、交通事情その他の社会的条件及び教育・保育施設の整備状況等

を総合的に勘案して教育・保育提供区域を設定し、区域ごとに事業の必要量を算出する

とともに、事業内容や実施時期を示さなければならないとされています。 

【北本市の教育・保育提供区域】 

本市では、保育所利用にあたっては、保護者の通勤上の都合や特色ある施設の選択等

の理由から、ステーション保育の利用を含め居住地区を超えた利用が少なくないこと。 

また、複数の区域を設定した場合、施設配置バランスの誘導・確保といったメリット

以上に、新規事業展開にかかる制約や、市内全体での広域的な需給調整に伴う不合理と

いったデメリットが大きいことなどを踏まえたうえで、「教育・保育を提供する区域」

を全市１区域と定めます。 

 

 

3  教育・保育の量の見込みと提供体制 

 就学前児童数の推移や幼稚園、保育所（園）、認定こども園等の利用状況、子ども・子

育て支援に関するニーズ調査から算出した教育・保育の利用意向や就労希望等を勘案し、

認定区分、年齢区分に応じた計画期間における各年度の教育・保育の量の見込みを設定

します。 

設定した量の見込みに対応するよう「確保方策（確保の内容や実施時期）」を設定し、

提供体制の整備を図ります。 

 

 ※「量の見込み」は、国から示された「量の見込み算出等のための手引き」に基づき、算出し

ました。 

 

■認定区分の定義 

認定区分 対象者 利用できる施設 

1 号認定 
満 3 歳以上で教育認定のみ（保育の

必要性なし）の就学前子ども 

幼稚園 

認定こども園（幼稚園機能） 

2 号認定（教育） 

満 3 歳以上で教育認定を受け、 

保育認定により預かり保育を利用す

る就学前子ども 

幼稚園 

認定こども園（幼稚園機能） 

2 号認定（保育） 
満 3 歳以上で保育の必要性の認定を

受けた就学前子ども 

保育所（園） 

認定こども園（保育所機能） 

3 号認定 
満 3 歳未満で保育の必要性の認定を

受けた就学前子ども 

保育所（園） 

認定こども園（保育所機能） 

小規模保育等 
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（1）1 号認定 

〔確保方策の考え方〕 

１号認定は、今後、2 号認定の需要が高まることを踏まえ、令和 5 年度の利用状況を

基に児童数の推移に応じて見込量を算出しました。 

 見込量に対し、現在の提供体制で確保できていることから、見込量に応じて対応して

いくこととします。 

■量の見込みと確保方策 各年 4 月 1 日現在、単位：人 

区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①量の見込み 4 3 0  4 15  3 8 5  3 6 5  3 6 0  

②確保方策 6 4 0  6 5 0  6 6 0  6 7 0  6 7 0  

 
特定教育・保育施設 4 2 0  4 3 0  4 4 0  4 5 0  4 5 0  

 認定こども園 4 2 0  4 3 0  4 4 0  4 5 0  4 5 0  

  幼稚園（私立） - - - - - 

  幼稚園（公立） - - - - - 

 新制度未移行の幼稚園 2 2 0  2 2 0  2 2 0  2 2 0  2 2 0  

 
幼稚園及び預かり保育 
（長時間・通年） 

- - - - - 

確保の状況（②-①） 2 10  2 3 5  2 7 5  3 0 5  3 10  

 

 

（2 ）2 号認定 

①2 号認定（教育） 

〔確保方策の考え方〕 

 2 号認定（教育）は、共働きであるなど本来は保育ニーズが発生しうる家庭の状況に

ありながらも幼稚園を利用している人（教育ニーズの強い人）を想定した計画上の区分

です。今後とも女性の就業率の高まり等により需要は高まっていくことが予想されるこ

とから、利用者数は短期的には増加するものの、その後は児童数減少の影響により、緩

やかに減少していくものと見込まれます。 

 見込量に対し、現在の提供体制で確保できていることから、見込量に応じて対応して

いくこととします。 
 

■量の見込みと確保方策 各年 4 月 1 日現在、単位：人 
区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①量の見込み 2 0 0  19 0  18 0  17 0  17 0  

②確保方策 2 0 0  19 0  18 0  17 0  17 0  

 
特定教育・保育施設 14 0  13 0  12 0  110  110  

 認定こども園 14 0  13 0  12 0  110  110  

  幼稚園（私立） - - - - - 

  幼稚園（公立） - - - - - 

 新制度未移行の幼稚園 - - - - - 

 
幼稚園及び預かり保育 
（長時間・通年） 

6 0  6 0  6 0  6 0  6 0  

確保の状況（②-①） 0 0 0 0 0 
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②2 号認定（保育） 

〔確保方策の考え方〕 

 2 号認定（保育）は、2 号認定（教育）と同様に、女性の就業率の高まり等によって需

要は高まっていくことが予想されます。そのため、利用者数は短期的には増加するもの

の、その後は児童数減少の影響により緩やかに減少していくものと見込まれます。 

 見込量に対し、現在の提供体制で確保できていることから、見込量に応じて対応して

いくこととします。 

 

■量の見込みと確保方策 各年 4 月 1 日現在、単位：人 
区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①量の見込み 5 8 0  5 8 0  5 7 5  5 7 0  5 6 0  

②確保方策 6 17  6 17  6 17  6 17  6 17  

 
特定教育・保育施設 6 17  6 17  6 17  6 17  6 17  

 認定こども園 2 3 3  2 3 3  2 3 3  2 3 3  2 3 3  

  保育所 3 8 4  3 8 4  3 8 4  3 8 4  3 8 4  

 
認可外（地方単独事
業） 

- - - - - 

確保の状況（②-①） 3 7  3 7  4 2  4 7  5 7  

 

（3 ）3 号認定 

〔確保方策の考え方〕 

3 号認定については、今後とも需要が高まるため、児童数の減少が予想されるものの、

見込量はほぼ横ばいもしくは緩やかに増加していくものと見込まれます。 

 令和６年度当初において 1 歳及び 2 歳は待機児童が発生したことから、国等の施設整

備に係る補助金等を活用し、新たな施設整備や幼稚園型認定こども園から幼保連携型認

定こども園への移行等により、受入体制の確保に努めます。 

①0 歳 

■量の見込みと確保方策 各年 4 月 1 日現在、単位：人 

区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 
令和 10 年

度 
令和 11 年

度 

①量の見込み 5 4  5 4  5 3  5 3  5 3  

②確保方策 7 5  8 0  8 0  8 0  8 0  

 
特定教育・保育施設 6 0  6 2  6 2  6 2  6 2  

 認定こども園 2 2  2 5  2 5  2 5  2 5  

  保育所 3 8  3 7  3 7  3 7  3 7  

 特定地域型保育事業 15  18  18  18  18  

  小規模保育 12  15  15  15  15  

  家庭的保育 - - - - - 

  居宅訪問型保育 - - - - - 

  事業所内保育 3  3  3  3  3  

 認可外（地方単独事業） - - - - - 

確保の状況（②-①） 2 1 2 6  2 7  2 7  2 7  
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②1 歳 

■量の見込みと確保方策 各年 4 月 1 日現在、単位：人 
区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度令和 11 年度 

①量の見込み 16 5  18 0  18 5  18 5  18 5  

②確保方策 18 0  2 0 0  2 0 0  2 0 0  2 0 0  

 
特定教育・保育施設 14 4  15 6  15 6  15 6  15 6  

 認定こども園 3 7  4 5  4 5  4 5  4 5  

  保育所 10 7  111 111 111 111 

 特定地域型保育事業 3 6  4 4  4 4  4 4  4 4  

  小規模保育 3 0  3 8  3 8  3 8  3 8  

  家庭的保育 - - - - - 

  居宅訪問型保育 - - - - - 

  事業所内保育 6  6  6  6  6  

 認可外（地方単独事業） - - - - - 

確保の状況（②-①） 15  2 0  15  15  15  

 

③2 歳 

■量の見込みと確保方策 各年 4 月 1 日現在、単位：人 
区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度令和 11 年度 

①量の見込み 2 10  19 5  2 10  2 15  2 15  

②確保方策 2 15  2 2 8  2 2 8  2 2 8  2 2 8  

 
特定教育・保育施設 17 8  18 3  18 3  18 3  18 3  

 認定こども園 5 8  6 6  6 6  6 6  6 6  

  保育所 12 0  117  117  117  117  

 特定地域型保育事業 3 7  4 5  4 5  4 5  4 5  

  小規模保育 3 4  4 2  4 2  4 2  4 2  

  家庭的保育 - - - - - 

  居宅訪問型保育 - - - - - 

  事業所内保育 3  3  3  3  3  

 認可外（地方単独事業） - - - - - 

確保の状況（②-①） 5  3 3  18  13  13  
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（4 ）こども誰でも通園制度（乳児等通園支援制度：新規事業） 

 ふだん、保育所などに通っていない家庭のこどもを対象に、保育所や認定こども園な

どの施設で、一定時間の預かりを行うことで、集団生活の機会を通じたこどもの成長を

促す制度です。また、利用児童の保護者を対象に子育てに関する相談支援などを行いま

す。 

 この制度は、令和 8 年度から実施します。 

〔確保方策の考え方〕 

 見込量に対して、10 0％の事業確保を図っていきます。 

 

■量の見込みと確保方策 単位：人（月当たり利用実人数） 

区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

0 歳児 
量の見込み ― 2 4  2 4  8 4  7 2  

確保方策 ― 2 4  2 4  8 4  7 2  

1 歳児 
量の見込み ― 3 6  3 6  10 8  9 6  

確保方策 ― 3 6  3 6  10 8  9 6  

2 歳児 
量の見込み ― 3 6  3 6  3 6  8 4  

確保方策 ― 3 6  3 6  3 6  8 4  
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4  子育て支援事業の量の見込みと提供体制 

（1）利用者支援事業 

 利用者の個別ニーズを把握し、それに基づく情報の集約・提供、相談、利用支援等を

行うことにより、地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう実施する事業です。 

〔確保方策の考え方〕 

 事業を必要とするすべての世帯に対して提供していきます。 

■量の見込みと確保方策 各年 4 月 1 日現在、単位：か所 

区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 2  2  2  2  2  

確保方策 2  2  2  2  2  

 

 

（2 ）延長保育事業 

 保育認定を受けた子どもについて、通常の利用時間以外に認定こども園、保育所等で

保育を実施する事業です。 

〔確保方策の考え方〕 

 量の見込みは、パート・アルバイト等で働く保護者の就業時間の拡大等により、しば

らくは需要の高まりが予想されるものの、児童数減少の影響によりゆるやかに減少して

いくことが見込まれます。 

事業を必要とするすべての児童に対して提供できる体制を確保していきます。 

 

■量の見込みと確保方策 単位：人（年間を通じた実人数） 

区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 4 3 0  4 2 0  4 0 5  3 9 0  3 9 0  

確保方策 1,0 8 7  1,0 8 7  1,0 8 7  1,0 8 7  1,0 8 7  
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（3 ）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

 世帯の所得状況等を勘案して、教育・保育の利用に必要な実費を助成する事業です。 

〔確保方策の考え方〕 

 見込量は、児童数の推移を基本としながら、経済環境の変化等に対応できるよう、余

裕をみて算出しました。 

事業を必要とするすべての世帯に対して提供していきます。 

 

■量の見込みと確保方策 各年 4 月 1 日現在、単位：人 

区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 10 6  10 5  10 2  10 0  9 8  

確保方策 10 6  10 5  10 2  10 0  9 8  

 

（4 ）多様な主体が新制度に参入することを促進するための事業 

 新規参入事業者に対する相談・助言等巡回支援や、私学助成（幼稚園特別支援教育経

費）や障がい児保育事業の対象とならない特別な支援が必要な子どもを認定こども園で

受け入れるための職員の加配を促進します。 

 事業の見込みとして、毎年度実施していくものとします。 

 

■事業の見込み 

区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

事業の見込み 実施 実施 実施 実施 実施 

 

（5 ）放課後児童健全育成事業（学童保育室運営事業） 

 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終

了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。 

〔確保方策の考え方〕 

 今後とも需要は高まっていくことが想定されることから、見込量は児童数の減少幅に

対してゆるやかに推移していくものとして算出しました。 

事業を必要とする児童がすべて対応できるよう体制の確保を行っていきます。 

 

■量の見込みと確保方策 各年 4 月 1 日現在、単位：人（実人数） 

区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の 
見込み 

低学年 5 7 5  5 6 5  5 6 5  5 6 5  5 4 0  

高学年 3 2 0  3 3 0  3 15  3 15  3 10  

計 8 9 5  8 9 5  8 8 0  8 8 0  8 5 0  

確保方策 8 9 5  8 9 5  8 8 0  8 8 0  8 5 0  
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（6 ）子育て短期支援事業 

 保護者の疾病等の事由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった

児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業です。 

〔確保方策の考え方〕 

 事業を必要とするすべての世帯に対して提供していきます。 

 

■量の見込みと確保方策 単位：人日（年間利用日数） 

区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 2  2  2  2  2  

確保方策 2  2  2  2  2  

 

 

（7 ）乳児家庭全戸訪問事業 

 すべての生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問し、安心して子育てができるよう相

談･支援を行う事業です。 

〔確保方策の考え方〕 

 すべての家庭に訪問ができるよう体制の充実を図ります。 

 

■量の見込みと確保方策 各年 4 月 1 日現在、単位：人（年間延べ人数） 

区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 2 9 0  2 8 5  2 8 0  2 8 0  2 8 0  

確保方策 2 9 0  2 8 5  2 8 0  2 8 0  2 8 0  

 

 

（8 ）養育支援訪問事業 

 養育支援訪問事業は、養育支援が特に必要な家庭に対して、居宅を訪問し、養育に関

する指導・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

〔確保方策の考え方〕 

 事業を必要とするすべての世帯に対して提供していきます。 

 

■量の見込みと確保方策 各年 4 月 1 日現在、単位：人（実人数） 

区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 5  5  5  5  5  

確保方策 5  5  5  5  5  
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（9 ）地域子育て支援拠点事業 

 乳幼児及びその保護者が気軽に集い相互の交流を行う場所を提供し、子育てについて

の相談、情報の発信、助言、その他の援助を行う事業です。乳幼児を連れて気軽に立ち

寄れる場所の提供のほか、育児相談、各種イベントなど、子育てに関する様々な活動を

行っています。 

〔確保方策の考え方〕 

 事業を必要とするすべての世帯に対して提供していきます。 

 

■量の見込みと確保方策 単位：人（月当たり利用者数） 

区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の 
見込み 

1,9 8 0  1,9 5 0  1,9 8 0  1,9 6 0  1,9 4 0  

確保方策 
人 ２,０００ ２,０００ ２,０００ ２,０００ ２,０００ 

か所 ５ ５ ５ ５ ５ 

 

（10 ）一時預かり事業 

 家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対し、主として昼間に、認

定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点等において一時的に預かり、必要な

保育等を行う事業です。 

  

〔確保方策の考え方〕 

量の見込みのうち幼稚園在園児は、児童数の減少に伴って推移していくことが見込ま

れます。 

・幼稚園における一時預かり事業は、幼稚園及び認定こども園で実施し、事業を必要と

するすべての児童に対して提供できる体制を確保していきます。 

・幼稚園以外の一時預かり事業は、一時預かり事業実施施設（３か所）において実施し、

事業を必要とするすべての児童に対して提供できる体制を確保していきます。 

 

■量の見込みと確保方策 

〔幼稚園在園児〕 単位：人（年間延べ利用者数） 

区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 8 ,4 8 0  7 ,9 8 0  7 ,4 9 0  7 ,0 9 0  7 ,0 9 0  

確保方策 17 ,4 2 7  17 ,4 2 7  17 ,4 2 7  17 ,4 2 7  17 ,4 2 7  

 

〔幼稚園以外〕 単位：人（年間延べ利用者数） 

区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 1,6 0 0  1,5 5 0  1,5 0 0  1,4 5 0  1,4 4 0  

確保方策 3 ,6 6 0  3 ,6 6 0  3 ,6 6 0  3 ,6 6 0  3 ,6 6 0  

  



 

 9 4

（11）病児・病後児保育事業 

 病児・病後児について、医療機関や保育所等に付設された専用スペース等において、

看護師等が一時的に保育等を行う事業です。 

〔確保方策の考え方〕 

 ニーズ調査からも病児・病後児保育への需要は高いことから、しばらくは需要は高ま

りが予想されるものの、児童数減少の影響によりゆるやかに減少していくことが見込ま

れます。 

 【病児保育】北里大学メディカルセンターで実施 

 【病後児保育】東保育所で実施 

 【体調不良時保育】中丸保育園で在園児のみを対象に実施 

事業を必要とするすべての児童に対して提供できる体制を確保していきます。 

 

■量の見込みと確保方策 単位：人（年間延べ利用者数） 

区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 7 3 5  7 2 0  6 9 5  6 7 0  6 6 5  

確保方策 2 ,6 4 0  2 ,6 4 0  2 ,6 4 0  2 ,6 4 0  2 ,6 4 0  

 

 

（12 ）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター／就

学児童） 

 小学生等の児童を有する子育て中の保護者において、児童の預かり等の援助を受ける

ことを希望する者と､当該援助を行うことを希望する者を会員として、その相互援助活動

に関する連絡、調整を行う事業です。 

〔確保方策の考え方〕 

 事業を必要とするすべての世帯に対して提供していきます。 

 

■量の見込みと確保方策 単位：人回（年間延べ利用者数） 

区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 4 7 0  4 7 0  4 6 5  4 6 0  4 6 0  

確保方策 4 7 0  4 7 0  ４6 5  ４6 ０ ４6 ０ 
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（13 ）妊婦健康診査事業 

 妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の

把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適切な時期に必要に

応じた医学的検査を実施する事業です。 

〔確保方策の考え方〕 

 妊婦に対する健康診査について、医学的に必要な回数及び内容の確保を図っていきま

す。 

 

■量の見込みと確保方策 単位：回（年間延べ利用者数） 

区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 3 ,2 5 0  3 ,2 3 0  3 ,18 0  3 ,17 0  3 ,16 0  

確保方策 3 ,2 5 0  3 ,2 3 0  3 ,18 0  3 ,17 0  3 ,16 0  

 

（14 ）産後ケア事業（新規事業） 

 退院直後の母子に対して、心身のケアや育児のサポートを行い、産後も安心して子育

てができる支援体制の確保を行うため、「宿泊型」及び「デイサービス型」のいずれかに

よって実施する事業です。 

〔確保方策の考え方〕 

 事業を必要とするすべての母子に対して提供していきます。 

 

■量の見込みと確保方策 単位：人（実人数） 

区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 10 0  9 8  9 6  9 6  9 6  

確保方策 10 0  9 8  9 6  9 6  9 6  

 

（15 ）子育て世帯訪問支援事業（新規事業） 

 訪問支援員が、家事・子育て等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤン

グケアラー等がいる家庭の居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、

家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の

高まりを未然に防ぐ事業です。 

〔確保方策の考え方〕 

 事業を必要とするすべての世帯に対して提供していきます。 

 

■量の見込みと確保方策 単位：人日（年間延べ利用日数） 

区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 14 0  14 0  14 0  14 0  14 0  

確保方策 14 0  14 0  14 0  14 0  14 0  
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（16 ）児童育成支援拠点事業（新規事業） 

 養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児童の

居場所となる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形

成や学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供等を行うとともに、児童及び家庭

の状況をアセスメントし、関係機関へのつなぎを行う等の個々の児童の状況に応じた支

援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、子どもの最善の利益の保障と健全な

育成を図る事業です。 

〔量の見込みと確保方策の考え方〕 

 今後、本事業の利用が必要と考えられる対象世帯の動向やニーズを注視しながら、実

施について検討します。 

 

（17 ）親子関係形成支援事業（新規事業） 

 児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、講

義やグループワーク、ロールプレイ等を通じて、児童の心身の発達の状況等に応じた情

報の提供、相談及び助言を実施するとともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相

互に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる場を設ける等の必要な支援を行う

ことにより、親子間における適切な関係性の構築を図ることを目的としています。 

〔確保方策の考え方〕 

 事業を必要とするすべての世帯に対して提供していきます。 

 

■量の見込みと確保方策 単位：人（年間利用実人数） 

区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 12  12  12  12  12  

確保方策 12  12  12  12  12  

 

（18 ）妊婦等包括相談支援事業（新規事業） 

 妊娠中や出産後の女性に関する健康問題、生活上の課題、育児不安、経済的な悩みな

どの様々な問題に対応し、必要に応じて専門連携機関としながら包括的に相談支援を行

う事業です。 

〔確保方策の考え方〕 

 すべての妊産婦等に相談ができるよう体制の充実を図ります。 

 

■量の見込みと確保方策 単位：人日（年間延べ利用者数） 

区 分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 8 5 5  8 5 0  8 3 5  8 3 5  8 3 0  

確保方策 8 5 5  8 5 0  8 3 5  8 3 5  8 3 0  
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第７章 計画の推進 

 本計画を進めるにあたり、行政、家庭、保育施設、学校、地域、職場（事業者）などが

共通認識のもと、互いに連携して取り組んでいく必要があります。そのためには、それ

ぞれの立場において、身近なところで何ができるかということを考えながら、計画に掲

げる理念と目標の達成を目指すことが必要です。計画の推進を図るために、次の点に留

意しながら取り組みを進めていきます。 

 

1 計画の推進にあたって 

（1）庁内体制の整備 

 各施策を効果的かつ確実に進めていくために、福祉、保健・医療、教育をはじめとす

る関係各課や関係機関との横断的な推進体制の強化を図ります。 

 また、すべての職員が子どもやその家庭の状況に配慮し、各自の職務を遂行すること

ができるよう、職員の次世代育成に関する知識と意識を高めていきます。 

 

（2 ）住民との協働の推進 

 社会全体で子育て支援に取り組むために、家庭、地域、学校、事業主、関係団体等が本

計画の基本理念を共有し、地域が子どもと子育て支援に関わる姿勢の共通認識を持って

主体的に取り組めるよう、計画内容の広報・啓発に努めます。 

 また、子どもと子育て家庭に関する問題やニーズを常に把握しながら、福祉、保健・

医療、教育をはじめとする関係機関・団体等の活動を核とし、また、子育て支援団体の

育成を図りながら、それらとのより一層の連携を強化し、地域全体で子どもを育てる機

運を高めていきます。 

 

（3 ）国・県との連携 

 住民にもっとも身近な行政として、子どもやその家庭のニーズを的確に把握し、国や

県に対し、施策や制度の提案・提言、必要な行政上の措置の要請を行うとともに、密接

な連携を図りながら施策を推進します。 

 

 

 

 

  



 

 9 8

2  計画進行管理の体制としくみ 

（1）子ども・子育て会議の運営 

 計画に基づく施策を総合的・計画的に推進し、実効性を確保するため、ＰＤＣＡサイ

クルに基づき、数値目標が設定されている事業について計画の点検・評価を行います。

必要に応じて、計画の見直しなどを行います。 

 この点検結果に基づき、子ども・子育て会議で協議しながら事業の見直しを含め、計

画の着実な推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2 ）計画の公表、住民意見の反映 

 市ホームページなどを活用し、本計画に基づく取組や事業の進捗状況を広く公表して

いくことで、住民への浸透を図ります。 

 また、あらゆる機会を通じて住民意見を把握し、住民目線を活かした施策・事業の推

進を図ります。 

 

 

Ｃ （点 検） Ｐ （計画策定） 

（ 仮称） き たも と  こ ど も  
いき いき 未来プラ ン 

（ 第三期北本市子ど も ・ 子育て支援事業
計画、 北本市こ ど も 計画）  

Ｄ （実 行） 

Ａ （見直し） 


