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  はじめに  

 

こどもを取り巻く環境は、急速な少子化の進行や家族

の多様化などの中で大きく変化しており、虐待・貧困・

いじめ・不登校・ヤングケアラーなど、こどもたちが置

かれている状況は深刻化してきています。また、保護者

にとっても、共働き世帯の増加や地域とのつながりが希

薄化するなど社会環境の変化により、負担や不安、孤立

感が高まっており、周囲からのサポートが必要な状況と

なっています。 

こうしたこども・子育てを取り巻く環境の変化に対応

し、安心してこどもを産み育てることができ、こどもたちが誰一人取り残されること

なく健やかに成長できるまちを行政や関係機関だけでなく市民が一体となって目指

していくために、「大牟田市子ども・子育て応援条例」を制定し、令和 6 年 1 月に施

行いたしました。あわせて、子ども医療費、学校給食費等への支援の拡充や保育所、

学童保育所の待機児童ゼロの実現に向けた新たな施設の整備など、本市独自の取組を

進めております。 

そうした中、国におけるこども施策や本市の現状、応援条例に規定する基本理念等

を踏まえながら、こどもの育成と子育て支援に関する様々な取組の充実を図り、国が

目指す「こどもまんなか社会」の実現につなげるために本計画を策定しました。 

将来を担うこどもたちが、このまちで安心して仕事をしながら生活できる未来を目

指し、部局横断による全庁的な体制で取り組むとともに、市民や関係団体等との連携

を強化し、市一丸となって子育て世代に魅力的なまちづくりに取り組んで参りたいと

考えておりますので、ご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに、この計画を策定するにあたり、ご尽力いただきました大牟田市子ども・子

育て会議の皆様をはじめ、市民アンケート調査やパブリックコメントなどにご協力い

ただいた市民の皆様並びに関係者の皆様に心からお礼申し上げます。 

 

 

 

大牟田市長 関 好孝 
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第１章    計画の概要 
 

１ 計画策定の背景・趣旨 

我が国では、少子化が予想を上回るペースで進む極めて危機的な状況であり、児童

虐待やいじめ、不登校、貧困、ヤングケアラーなどこどもの置かれている状況は深刻

化しており、その対応が喫緊の課題となっています。少子高齢化や核家族化により、

地域のつながりや家庭の機能の低下が生じてくる中、安心してこどもを産み育てるこ

とができ、こどもたちが誰一人取り残されることなく健やかに成長できるまちを目指

していくためには、私たちみんなでこどもたちを見守り、育んでいくことが必要です。 

このため国では、令和 5 年 4 月にこども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進

していくための包括的な基本法として「こども基本法」を施行するとともに、こども

家庭庁を創設し、体制の強化を図られています。また、令和 5 年 12 月に「こども大

綱」を閣議決定、令和 6年 5月にこども大綱に基づく具体的な取組を一元的に示した

「こどもまんなか実行計画 2024」を決定し、こどもや若者の権利の保障に関する取

組や、少子化対策、こどもの貧困対策など、こどもや若者・家族への支援に係る施策

を進めることとされています。 

一方、本市では、誰もが安心してこどもを産み育てることができ、こどもたちが誰

一人取り残されることなく健やかに成長できるまちを目指し、令和 6年 1月に「大牟

田市子ども・子育て応援条例」を施行しました。本条例では、まちのみんなでこども

と子育てを応援するための基本理念や、「子どもの権利」「子どもが大切にすること」

「市の責務並びに地域住民等の役割」等を定めています。今後、本条例に規定する基

本理念等を踏まえながら、こどもの育成と子育て支援に関する様々な取組を総合的か

つ計画的に実施していくこととしています。 

このような背景を踏まえ、子ども・子育て支援法第 61 条第 1 項に基づき、国が定

める基本指針に即して策定している「第二期大牟田市子ども・子育て支援事業計画」

が令和 6年度をもって終了することに合わせ、こども基本法第 10 条に基づき、「大牟

田市こども計画」（以下「本計画」という。）を策定し、社会状況の変化に対応しつつ、

こども・若者施策を総合的・計画的に推進していきます。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、こども基本法第 10 条第 2項に定める「市町村こども計画」であり、本

市におけるこども・若者施策に関連する計画等を包括するものとして策定します。 

「大牟田市総合計画」を上位計画とするこども・若者及び子育て支援の視点で具体

化する分野別計画として位置づけ、その他関連する計画と整合性・連携を図りながら

進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

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

なお、施策の推進状況や事業の利用状況等を把握しながら毎年度点検・評価を行い、

必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

４ 計画の対象 

本計画は、こども基本法に基づき、心と身体の成長の段階にある人を「こども」と

し、こども及び若者（概ね 29 歳まで。施策によっては概ね 39 歳まで含む）とまち

のみんなでこどもと子育てを応援していく役割をもつ地域住民等を対象とします。 
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 ５ 計画の策定及び推進体制 

（１）大牟田市子ども・子育て会議 

地域住民（当事者である子育て家庭や若者など）や関係機関の意見を幅広く聞き取

り、計画の内容に反映させるとともに、進捗状況について点検、評価を行う会議です。

こども基本法第 11 条及び子ども・子育て支援法第 72 条に基づく審議会として位置

づけています。 

 

（２）大牟田市子ども・子育て委員会 

計画を策定するために、庁内関係課の課長等で組織し、全庁的かつ総合的な意見の

集約及び調整を行う委員会です。 
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第２章    大牟田市の現状と課題 

 

１ 大牟田市の状況 

（１）人口の状況 

本市の総人口は年々減少しており、生産年齢人口の流出と老年人口の増加に伴い、

本市の高齢化率は上昇する一方で、年少人口は減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：第３期大牟田市まち・ひと・しごと総合戦略 資料編   
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（２）婚姻・出生の状況 

① 婚姻数・婚姻率の推移 

本市の婚姻数・婚姻率は、ともに新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した 

令和 2年以降に減少しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大牟田市の保健福祉 

 

② 出生数・出生率の推移 

本市の出生数・出生率は、ともに令和元年度に減少し、新型コロナウイルス感染症

の感染が拡大した令和 2年以降さらに減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大牟田市の保健福祉 

③ 合計特殊出生率の推移 

本市の合計特殊出生率は近年右肩下がりで推移しており、令和 4年で 1.41と 

なっているものの、全国・県と比較すると高い値となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大牟田市の保健福祉 
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（３）世帯・就業等の状況 

① 18歳未満のこどもがいる世帯の推移 

本市の 18歳未満のこどもがいる核家族世帯の割合は増加しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10月 1日現在） 

 
※ア 住居と生計を共にしている人の集まり、又は一戸を構えて住んでいる単身者。ただ

し、これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については，人数に関係な
く雇主の世帯に含める。 

イ 上記の世帯と住居を共にし，別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋など
に下宿している単身者 

ウ 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎，独身寮などに居住している単身者 
 

 

② 女性の年齢別就業率の推移 

本市の令和 2年の女性の年齢別就業率は、平成 27年の調査と比較すると、44歳ま

では低くなっており、45 歳以上は高くなっています。また、結婚や出産を機に一旦

離職すること等による減少は、平成 27年の調査と同様に少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10月 1日現在） 
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③ 女性の年齢別就業率（国・県との比較） 

本市の令和 2 年の女性の年齢別就業率を全国や福岡県と比較すると、20～49 歳で

は本市の方が高くなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10月 1日現在） 

 

④ 育児休業の取得率の推移 

全国の企業・事業所における育児休業の取得率は、女性が 80%台、男性は増加傾向

となっています。 

また、全国の市区町村においては、女性職員はほぼ 100%、男性職員は増加傾向と

なっており、本市も同様の状況となっています。なお、本市では育児休業とあわせて、

男性職員が子育て目的で取得できる特別休暇として「配偶者出産休暇」「育児参加休

暇」があり、育児休業と同様に取得率は増加傾向となっています。 
 

 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

全国の 
企業・ 
事業所 

男性社員 
・職員 

7.5% 12.7% 14.0% 17.1% 30.1% 

女性社員 
・職員 

83.0% 81.6% 85.1% 80.2% 84.1% 

全国の 

市区町村 

男性職員 11.8% 16.6% 24.2% 36.4% 51.6% 

女性職員 99.0% 99.4% 99.4% 99.9% 100.1% 

大牟田市 
男性職員 0% 0% 0% 10.5% 20.0% 

女性職員 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

大牟田市における 
男性の子育て目的の
特別休暇取得率 

76.3% 76.6% 80.7% 100.0% 94.1% 

※育児休業取得率：年度中に新たに子が生まれた職員数（取得可能となった職員数）に占める年度中に 

新たに育児休業を取得した職員数の割合。 

子が生まれた翌年度に新たに育児休業を取得することがあるため、取得率が 100%を 

超える場合がある。 

 

資料：地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果、雇用均等基本調査（厚労省） 
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（４）子ども家庭相談等の状況 

① 子ども家庭相談の対応延べ件数及び児童虐待相談件数の推移 

本市の子ども家庭相談における対応延べ件数は、令和 2 年度に新型コロナウイル

ス感染症の感染が拡大した影響を受けて一時減少しましたが、令和 4 年度からは社

会福祉士を配置して相談体制の強化を図ったことで、増加傾向にあります。 

一方で、児童虐待相談件数については、体制強化を図るとともに母子保健と連携し、

課題や不安を抱える世帯と早い段階から関わりを持つ取組を推進したことで、減少傾

向にあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大牟田市の保健福祉  

 

② 児童発達支援等の利用者数の推移 

児童発達支援は就学前、放課後等デイサービスは就学中のこどもに対して発達支援

を行うものです。本市のこれらの利用者数は、いずれも増加傾向にあります。 
 

（単位：人）   

 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

児童発達 

支援 
38 55 64 80 93 

放課後等 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 
127 144 186 215 253 

資料：大牟田市福祉課 
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（５）教育等の状況 

① 教育相談の推移 

本市では教育相談室に、教育相談員、ひきこもり児童生徒訪問指導員を配置し、ス

クールソーシャルワーカー（SSW）※を含めた 3 者で連携を図りながら問題の早期解

決に取り組んでいます。また、令和 5年度からは特別支援教育巡回指導員※も配置し、

小学校の特別支援教育に関して様々な助言等を行っており、相談件数は増加傾向にあ

ります。 
 

（単位：件）   

相談の内容 
相談件数（延べ） 

令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

学業等 2 2 6 0 23 

不登校 1,783 1,430 1,762 1,785 1,941 

いじめ 0 0 1 3 1 

その他の学校生活 0 1 0 2 66 

性格・行動 32 29 22 58 117 

その他 10 1 7 17 8 

合  計 1,827 1,463 1,798 1,865 2,156 

SSW による 

相談対応件数 
481 340 308 399 547 

資料：大牟田の教育 

※ スクールソーシャルワーカー（SSW）とは、社会福祉の専門的知識・技術を活用して、問題

を抱える児童生徒とその保護者への支援を行う者。 

※ 特別支援教育巡回指導員とは、学校を巡回して、特別支援教育の視点から支援が必要なこど

もへの支援や、指導の仕方などの教員に対する助言等を行う者。 
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② 支援が必要な小・中学校の児童生徒の推移 

発達障害等により学校生活における介助や学習活動上のサポートなどの支援が必

要な児童生徒数は増加傾向にあり、特別支援教育支援員※を増員し対応しています。 
 

（単位：人）   

 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

全児童生徒数 7,715 7,749 7,704 7,530 7,447 

要支援と 

判断 

児童 

生徒数 
128 154 181 219 258 

出現率※ 1.66% 1.99% 2.35% 2.91% 3.46% 

特別支援教育支援員数 52 55 65 72 90 

資料：大牟田の教育 

※ 特別支援教育支援員とは、食事・排泄・教室移動の補助といった学校における日常生活上で

の介助や学習支援、安全確保などの学習活動上の支援を行う者。支援が必要なこどもに対し

て個別に配置。 

※ 出現率は、全児童生徒数(A)に対する該当児童生徒数(B)の割合（B/A×100）。 
 

③ 社会教育に対するニーズ 

本市が少子・高齢化社会において、学校教育以外の社会教育分野で特に力を入れる

べき取組は、「家庭教育の支援」が最も高く、次に「若者支援」、「少年教育」となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大牟田市社会教育・生涯学習基礎調査研究～令和５年度調査研究報告書～ 
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 ２ 児童人口の推計 

令和 2 年～6 年の 1 歳ごとの人口（各年 4 月 1 日現在の住民基本台帳人口）に基づ

き、令和 7～11年の児童人口を推計しました。推計結果によると、概ね就学前児童に相

当する 0～5 歳児は令和 7 年の 3,539 人から令和 11 年には 3,055 人となり、484 人減

少、概ね小学生児童に相当する 6～11 歳児は令和 7 年の 4,701 人から令和 11 年には

3,946人となり、755 人減少すると予測されます。 
 

＜推計方法の詳細＞ 

① 令和２年から６年の 5年間における 4月 1日時点の大牟田市住民基本台帳年齢別人口をもとに、 

年齢別変化率平均を算出し、コーホート変化率法※で推計。 

② 0歳人口を算出するための出生率は、出生率の低下が続いていることを考慮し、数年の平均ではなく取得

可能な直近の令和 4年の実績を使用。 

※ 同年又は同期間の過去における実績人口の動態から「変化率」を求め、それに基づき将来人口を推計する方法。 

     

◆ 就学前児童・小学生児童の人口の実績及び推計 ◆ 

（単位：人） 

 
実 績 推 計 

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 令和 10 年 令和 11 年 

０歳 698 628 604 553 532 518 503 490 480 471 

１歳 737 710 638 605 553 543 527 513 501 490 

２歳 810 755 706 632 614 557 546 533 520 507 

３歳 781 810 762 698 622 613 556 542 532 519 

４歳 786 778 798 747 696 614 603 555 539 529 

５歳 812 789 779 799 736 694 614 604 554 539 

０～５歳 

(就学前児童) 
4,624 4,470 4,287 4,034 3,753 3,539 3,349 3,237 3,126 3,055 

６歳 834 813 780 777 780 729 683 610 600 550 

７歳 877 833 808 786 772 782 728 687 611 600 

８歳 852 871 833 811 776 766 777 726 683 612 

９歳 958 853 860 843 809 775 761 775 726 686 

10 歳 914 961 852 865 837 810 774 762 774 727 

11 歳 894 907 963 856 863 839 808 770 762 771 

６～11 歳 

(小学生児童) 
5,329 5,238 5,096 4,938 4,837 4,701 4,531 4,330 4,156 3,946 
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 ３ 第二期大牟田市子ども・子育て支援事業計画の振り返り 

（１）自己評価 

第二期大牟田市子ども・子育て支援事業計画の計画期間においては、世界的に感染

が拡がった新型コロナウイルス感染症が市民生活に大きな影響を与え、本計画に記載

している多くの取組にも影響が出ました。 

参加者数を調整したり、非接触・非対面の手法を取り入れたりするなど、感染防止

対策を工夫しながら各施策に基づく取組を実施したものの、事業によっては十分に取

り組むことができない状況もありました。そのような中にあっても、全体としては概

ね計画に基づく取組の推進ができているものと考えます。 
 

教育・保育 

・待機児童は発生しておらず、全ての利用希望者が利用できている。 

・1号認定(幼稚園に通う満 3歳以上児)の減少傾向が続いており、共働きで

働く家庭が引き続き増加している状況が伺える。 

・十分な保育の質・量を提供するためには、保育士の人材確保が重要である

ため、保育士等人材バンク事業に取り組み、18人がマッチング。 

地域子ども・ 

子育て支援事業 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、子育て短期支援事

業や乳児家庭全戸訪問事業、つどいの広場など、事業を休止・中止したも

のもあったが、感染防止対策を行い、安心安全なサービス提供に努めた。 

・子育て短期支援事業では、令和 5年 12月から新たな委託先を増やしたこ

とで受け入れ状況は改善。 

・放課後児童健全育成事業では、待機児童解消に向けて、施設整備を進める

とともに、定員に余裕がある校区の学童保育所に送迎する校区外送迎事

業や、2年間のモデル事業として認定こども園等による夏休みの児童預か

り事業を実施。さらに、令和 5年度から学童保育の預かり時間を午後 6時

までから午後 7 時までに延長し、午後 6 時半を超えて開所する施設を対

象とした処遇改善事業に取り組んだ。 

・病児・病後児保育事業では、市が委託する病児・病後児保育施設のほかに、

市内の企業主導型病児・病後児保育事業の利用も可能となり、受入れ枠が

拡大。福岡県の病児保育利用料無償化事業に伴い、令和 5 年 4 月から県

内居住者の利用料が無償化されたことにより、利用者数は大きく増加。 

その他 

・令和 5 年 1 月からは、国の出産・子育て応援交付金事業に基づき、妊娠

期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即し

た必要な支援につなぐ伴走型の相談支援と経済的支援を一体的に行う事

業に取り組んでいる。そうした中、医療機関において産婦の心身のケアや

育児のサポート等を行う産後ケア事業の利用者数は年々増加傾向。 

・このほか、妊婦歯科健診や新生児聴覚検査費助成事業、産婦健診などの 

新たな母子保健事業も開始。 

・令和 4 年度から、子ども家庭総合支援拠点事業を開始し、体制の強化を

図るとともに関係機関と連携し相談支援の充実にも取り組んだ。 

・令和 5 年度から、ひとり親家庭の自立支援として、養育費に関する公正

証書等の作成費用の一部を支援する事業を実施。 

・令和 6年 4月にこども家庭センターを設置し、包括的な相談体制を強化。 

・令和 7年 1月から、子ども医療費の助成額を拡充。 

・児童手当について、令和 6年 10月分から所得制限の撤廃や支給対象年齢

の延長、第 3 子以降の手当額の増額、支給月の変更等の拡充が行われた

ことに伴い、対象者へ周知を図るとともに対応を行った。 
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（２）子ども・子育て会議からの主な意見 

第二期大牟田市子ども・子育て支援事業計画を推進するにあたっては、毎年度の 

実施状況を点検・評価し、子ども・子育て会議から意見をいただいています。 
 

保育人材の確保 

・保育士等人材バンク事業について、もっと PRを行いマッチングができる

ようにしてもらいたい。学童保育所の整備を行っても、学童保育所に勤め

る職員がいなければ意味がないので、職員確保の支援をしてもらいたい。 

・保育士体験イベントに加えて現場実習も行うことができれば、求職者・事

業者双方にメリットがあっていいのではないか。 

・保育士等人材バンク事業以外にも、新卒の学生や潜在保育士を対象とし

て保育所・認定こども園・幼稚園の就職説明会を行うなど、人材確保に向

けた取組を考えてもらいたい。 

・各施設で十分な保育が行えるよう、保育人材の確保については更なる努

力をしてもらいたい。 

教育・保育施設

の利用定員 

・新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した影響で少子化が加速してお

り、地域によっては教育・保育施設の入所者が減っているところもある。

大牟田には保育所・認定こども園・幼稚園がそれぞれあり、施設を選べる

環境にあるが、そういう環境を維持していくためには、利用定員の見直し

も必要ではないか。 

学童保育 

の充実 

・高学年になると定員の関係で利用できなくなったり、学童施設がない校

区もあったりする。今後、学童保育の更なる充実を図ってもらいたい。 

・待機児童が発生している中でも、学童保育所のない校区においては、送迎

事業はあるものの違う校区に行かなければならない煩雑さを理由に利用

の辞退や、高学年の児童が利用したくても利用できないケースがある。 

・現在取り組んでいる待機児童対策において、潜在的なニーズにも対応し

てもらいたい。 

こどもの 

居場所づくり 

・こどもたちの放課後をより豊かにするためには、国の新・放課後子ども総

合プランで放課後こども教室が推進されているように、こどもの居場所

づくりも必要ではないか。 

・児童館や児童センターのような場所がなぜ大牟田にはないのか。身近に、

こどもたちの足で行くことができ、こどもたちが十分に交流できる場所

を確保してもらいたい。そういうところがあって、地域住民がしっかり見

守ってくれるような状態ができれば、安心してこどもを産み育てられる

まちになるのではないか。 

こども・子育て

の情報発信 

・大牟田市公式 LINEの登録促進を繰り返し行ってもらい、情報発信に努め

てもらいたい。保護者に市が実施している事業が伝わっていない。保護者

に市の事業がうまく伝わるような工夫をしてもらいたい。 

・LINEだけでなく、インスタグラムや Xなど、市のアカウントを登録や 

フォローしなくても、関心が高い情報として表示されるような別のツー

ルの活用を検討してほしい。 
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 ４ 基礎調査結果からみえる現状 

就学前児童の保護者、小学 5年生とその保護者、中学 2年生とその保護者、若者を

対象とした WEB アンケート調査を実施し、その対象者及び家族の生活実態や結婚や

子をもつ希望、子育てに係るニーズの把握を行いました。 

＜ 調査方法 ＞ 

調査対象 調査方法 対象者数 調査項目 

就学前児童

保護者 

案内文を郵送し、

webフォームで 

回答 

令和 6年 4月 1日時点

で5歳以下の子がいる

世帯全て 

2,833人 

保護者の就労状況、 

子育て支援事業等の利用状況、 

子育て情報の入手先、 

有効な子育て支援策、 

次の子をもつ希望、 

一時預かり事業の利用状況 など 

小学 5年生、 

中学 2年生 

学校を通じて 

案内文を配布し、

webフォームで 

回答 

小学 5年生 約 850人 

中学 2年生 約 900人 

食事･睡眠の状況、生活満足度、 

インターネットの利用状況、 

悩みや相談先、自分の居場所、 

ヤングケアラー、 

こどもの権利に関すること など 

小学 5年生、 

中学 2年生 

の保護者 

学校を通じて 

案内文を配布し、

webフォームで 

回答 

小学 5年生の保護者 

約 850人 

中学 2年生の保護者 

約 900人 

就労状況、こどもとの関わり方、 

教育、こどもの体験活動、 

子育て情報の入手先、 

有効な子育て支援策 など 

若者 ①案内文を郵送 

②学校を通じて 

webフォームで 

回答 

①市内在住 15～39 歳

の市民 

無作為抽出2,000人 

②市内の高校に通う

高校生 約3,900人 

職業、自分の居場所、 

学校（仕事）以外の活動、 

職業についての考え方、 

結婚や子をもつ希望、 

ヤングケアラー など 

 

＜ 調査期間 ＞ 

令和 6年 7月 1日から令和 6年 7月 22日 

 

＜ 回答状況 ＞ 

調査対象 配布数 回答数 回答率 

就学前児童保護者 2,833人 1,127件 39.8％ 

小学 5年生、中学 2年生 約 1,750人 881件 約 50.3％ 

小学 5年生、中学 2年生の保護者 約 1,750人 319件 約 18.2％ 

若者 約 5,900人 1,749件 約 29.6％ 
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（１）子育て家庭やこどもの生活状況 

主に子育てを行っているのは「父母ともに」が、就学前児童がいる世帯で 60.9%と

前回（平成 30年度）の調査結果（53.7%）より高くなっており、小学 5年生又は中学

2年生がいる世帯でも 62.1%となっています。 

また、回答者は、就学前児童がいる世帯と小学 5年生又は中学 2年生がいる世帯と

もに母が約 9割であり、回答者の就業状況で『就労していない』※割合が、就学前児

童がいる世帯で 20.1%と前回（平成 30年度）の調査結果（25.6%）より低くなってお

り、小学 5年生又は中学 2年生がいる世帯では 11.2%となっています。 

一方、今回初めての調査となった世帯の年間収入(給与の総支給額)は、各世帯とも

300万円未満の世帯が全体の 1割を超えています。 

加えて、直近 1 年でおこった経済的理由による出来事について、「貯金がなくなっ

た」と答えた世帯が、就学前児童がいる世帯で 24.2%、小学 5年生又は中学 2年生が

いる世帯で 15.4%となっています。 
 

① 子育て家庭 
 

 就学前児童がいる世帯 小学 5 年生又は中学 2 年生がいる世帯 

こどもの数 

（高校生まで） 

「1人」：21.9%、「2人」：28.0% 

「3人以上」：23.3% 

「1人」：10.7%、「2人」：24.1% 

「3人以上」：21.3% 

有配偶率 91.5% 86.8% 

アンケートの 

回答者 

「母」：87.0% 

「父」：12.8% 

「母」：89.0% 

「父」：10.7% 

子育てを主に 

行っている者 

「父母ともに」：60.9% 

「主に母親」：37.8% 

「父母ともに」：62.1% 

「主に母親」：34.8% 

回答者の 

就労状況 

「専業主婦／主夫」：13.5% 

「無職」：0.6% 

「専業主婦／主夫」：10.3% 

「無職」：0.9% 

世帯全体の 

年間収入 

「200～300万円未満」：7.0% 

「200万円未満」：5.4% 

「200～300万円未満」：5.3% 

「200万円未満」：8.2% 

経済的理由に 

よる出来事 

「貯金がなくなった」：24.2% 

「医療機関の受診を控えた」：16.5% 

「あてはまるものはない」：52.5% 

「貯金がなくなった」：15.4% 

「医療機関の受診を控えた」：8.2% 

「あてはまるものはない」：67.1% 

※ 『就労していない』…「専業主婦／主夫」「無職」の合計 
 

② こども（小学 5年生又は中学 2年生） 
 

食事の状況 

＜週に 3日以上食事をしていない割合＞ 

「夕食」：1.3%、「学校が休みの時の昼食」：6.6% 

⇒食べない理由…「用意されていないから」：9.5% 

インターネット

が使える機械の

所有状況 

「自分専用で持っている」：77.7% 

「家族で同じものを使っている」：13.8% 

「持っていない」：7.5% 
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（２）子育てに係る支援の利用状況など 

未就園児の預かりサービス「一時預かり事業」「ファミリー・サポート・センター」

と「つどいの広場」の利用実績については、過去の調査結果（一時預かり事業 2.4%、 

ファミリー・サポート・センター1.0%、つどいの広場 9.1%）より、いずれも高くなっ

ています。 

また、子育てに有効な支援・対策については、就学前児童がいる世帯で「経済的負

担の軽減」が 83.5%と前回（平成 30年度）の調査結果（58.4%）より大幅に増えてお

り、小学 5年生又は中学 2年生がいる世帯でも 72.1%となっています。なお、就学前

児童がいる世帯における上位 3つの項目は前回と同様の結果となっています。 
 

 就学前児童がいる世帯 小学 5 年生又は中学 2 年生がいる世帯 

未就園児の 

預かりサービス 

保育所や幼稚園等に通園している 

割合：81.7% 

＜未就園児がいる世帯のうち、預かり 

サービスを利用したことがある割合＞ 

「一時預かり事業」：4.4% 

「ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ」：6.7% 

 

つどいの広場 
＜利用したことがある割合＞ 

42.1% 
 

子育てに関する 

相談先 

「祖父母等の親族」：77.4% 

「友人や知人、近所の人」：56.9% 

「保育士・幼稚園教諭」：37.8% 

「祖父母等の親族」：64.6% 

「友人や知人、近所の人」：55.2% 

「学校の先生」：13.2% 

子育て情報の 

入手方法 

「友人や知人、近所の人」：64.2% 

「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ（SNS含む）」：62.2% 

「保育所･認定こども園･幼稚園･学校」：58.4% 

「友人や知人、近所の人」：67.4% 

「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ（SNS 含む）」：47.0% 

「親族」：35.4% 

子育てに有効な

支援・対策 

「経済的負担の軽減」：83.5% 

「仕事と子育てが両立しやすい 

職場環境づくりの促進」：28.7% 

「安心に遊べる場の整備」：27.3% 

「保育・幼児教育サービスの充実」：25.2% 

「経済的負担の軽減」：72.1% 

「小中学期における 

教育環境の充実」：37.6% 

「安心に遊べる場の整備」：24.1% 

「仕事と子育てが両立しやすい 

職場環境づくりの促進」：18.8% 
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（３）こども・若者の困りごとなど 

① こども・若者の相談先や居場所など 
 

悩みや困りごとの相談方法は、小学 5年生又は中学 2年生では対面、若者では SNS

やメールなどの非対面が支持されています。 

また、保護者がこどもに参加させたい活動は、いずれにおいても「スポーツ活動」

が 1 位、「ものづくりなど体験学習活動」、「仕事・職業体験」が上位 3 つに入ってい

ます。 
 

 小学 5年生又は中学 2年生 若者（15～39歳） 

悩みや困りごと

の相談相手 

「親（保護者）」：69.8% 

「学校の友だち」：57.7% 

「学校の先生（保健室の先生以外）」：27.5% 

＜家族や知り合い以外に相談する場合、

どのような人や場所・方法が良いか＞ 

「同じ悩みを持っている人」：44.1% 

「同世代の人」：40.5% 

「同性の人」：19.0% 

「匿名で相談できる」：18.3% 

「SNSやメールなどで相談できる」：14.9% 

悩みや困りごと

の相談方法 

「直接会って」：67.1% 

「電話」：19.4% 

「SNS（LINE、X）など）」：16.9% 

居場所 

「自分の家（部屋以外）」：65.1% 

「自分の部屋」：52.7% 

「学校」：20.2% 

「自分の部屋」：72.0% 

「自分の家（部屋以外）」：56.0% 

「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ空間」：12.8% 

 就学前児童がいる世帯 小学 5 年生又は中学 2 年生がいる世帯 

こどもに 

参加させたい 

活動 

「スポーツ活動」：68.0% 

「ものづくりなど体験学習活動」：40.0% 

「仕事・職業体験」：35.8% 

「スポーツ活動」：56.7% 

「仕事・職業体験」：47.0% 

「ものづくりなど体験学習活動」：39.2% 

 

② ヤングケアラーについて 
 

ヤングケアラーの認知度は、小学 5 年生又は中学 2 年生より若者の方が高くなっ

ており、小学 5年生又は中学 2年生の 70.1%がヤングケアラーという言葉を「聞いた

ことはない」としています。 
 

 小学 5年生又は中学 2年生 若者（15～39歳） 

お世話の有無 

＜お世話をしている家族がいるか＞ 

週に 3 日以上、1 日に 3 時間以上、

自分が中心となってお世話をしてい

る家族（犬や猫は除く）がいる割合：

1.3% 

＜ケアラー若しくはケアラーだったか＞ 

「現在、ヤングケアラーもしくは 

若者ケアラーである」：4.2% 

「かつてはそうであったが、 

 今はそうではない」：3.6% 

ヤングケアラー

の認知度 

「内容も知っている」：11.8% 

「聞いたことはあるが、 

よく知らない」：15.5% 

「聞いたことはない」：70.1% 

「内容も知っている」：34.0% 

「聞いたことはあるが、 

よく知らない」：20.2% 

「聞いたことはない」：45.3% 
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（４）結婚や子をもつ希望 

出会いのキッカケは、「職場、学校」「友人・知人からの紹介」に次いで、「マッチ

ングアプリやインターネット空間」が高くなっています。 

また、今後、子をもつことにあたっての悩みや不安については、就学前児童がいる

世帯では『経済的負担』※が高く、若者では「結婚相手に出会えるか不安」が 42.5%

と最も高く、次いで『経済的負担』※となっています。 
 

 就学前児童がいる世帯 若者（15～39歳） 

結婚の希望  

「結婚したいと思う」：57.9% 

「結婚したいと思わない」：12.9% 

「わからない」：28.0% 

出会いの 

キッカケ 

「職場、学校」：36.5% 

「友人・知人からの紹介」：32.6% 

「ﾏｯﾁﾝｸﾞｱﾌﾟﾘやｲﾝﾀｰﾈｯﾄ空間」：7.5% 

結婚歴あり：5.2% 

＜出会いのキッカケ＞ 

「職場、学校」：37.4% 

「友人・知人からの紹介」：23.1% 

「ﾏｯﾁﾝｸﾞｱﾌﾟﾘやｲﾝﾀｰﾈｯﾄ空間」：17.6% 

結婚の決め手や

重視したいこと 

「相手の自分への愛情」：43.6% 

「価値観が似ていること」：39.3% 

「自分の相手への愛情」：29.2% 

※「お互いの相性」は選択肢になし。 

「お互いの相性」：63.3% 

「相手の自分への愛情」：59.0% 

「価値観が似ていること」：36.3% 

「自分の相手への愛情」：27.3% 

子をもつ 

希望 

＜次の子が欲しいと思うか＞ 

「思う」：35.8% 

「思わない」：42.1% 

「わからない」：20.9% 

＜将来的に子が欲しいと思うか＞ 

「思う」：53.7% 

「思わない」：14.9% 

「わからない」：30.5% 

子をもつに 

あたっての 

悩みや不安 

＜次の子をもうけるにあたっての悩みや不安＞ 

「育児・教育に係る経済的負担」：55.4% 

「妊娠・出産に係る経済的負担」：44.6% 

「上の子がいながら育てるのが不安」：39.9% 

「結婚相手に出会えるか不安」：42.5% 

「育児・教育に係る経済的負担」：29.9% 

「妊娠・出産に係る経済的負担」：24.5% 

※ 『経済的負担』…「育児・教育に係る経済的負担」「妊娠・出産に係る経済的負担」の合計 
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（５）本市の印象や定住意向 

「子育てしやすいと思うか」については、就学前児童がいる世帯で 40.4%と前回(平

成 30 年度)の調査結果（56.8%）より低くなっており、小学 5 年生又は中学 2 年生が

いる世帯でも 51.1%となっています。一方、若者では 63.7%となっています。 

なお、「子育てしやすいと思わない理由」については、いずれにおいても「こども

の遊び場・居場所が少ない」が上位 3つに入っています。また、就学前児童がいる世

帯と小学 5年生又は中学 2年生がいる世帯では「自治体の子育て支援策が少ない」が

高くなっており、若者では「治安が悪い」が高くなっています。 
 

① 子育て家庭 
 

 就学前児童がいる世帯 小学 5 年生又は中学 2 年生がいる世帯 

市応援条例の 

認知度 
22.4% 24.8% 

こどもの権利の 

認知度 
60.1% 64.6% 

本市の評価 

「子育てしやすさ」 

『そう思う』※：40.4% 

『そう思わない』※：59.0% 

＜子育てしやすいと思う理由＞ 

「保育所等が充実している」：60.0% 

「医療機関が充実している」：30.1% 

「商業施設が充実している」：14.5% 

＜子育てしやすいと思わない理由＞ 

「自治体の子育て支援策が少ない」：49.5% 

「こどもの遊び場・居場所が少ない」：48.1% 

「商業施設が充実していない」：19.8% 

『そう思う』※：51.1% 

『そう思わない』※：48.6% 

＜子育てしやすいと思う理由＞ 

「保育所等が充実している」：35.6% 

「医療機関が充実している」：28.8% 

「こどもの習い事や活動場所がある」：17.2% 

＜子育てしやすいと思わない理由＞ 

「こどもの遊び場・居場所が少ない」：36.1% 

「自治体の子育て支援策が少ない」：34.2% 

「道路や公共施設内等が歩きにくい」：23.9% 

定住意向 

『そう思う』※：61.2% 

『そう思わない』※：25.6% 

「わからない」：12.5% 

『そう思う』※：63.3% 

『そう思わない』※：19.8% 

「わからない」：16.3% 

※ 『そう思う』…「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の合計、 

『そう思わない』…「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」の合計 
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② こども（小学 5年生又は中学 2年生）、若者（15～39歳） 
 

 小学 5年生又は中学 2年生 若者（15～39歳） 

市応援条例の 

認知度 
13.3% 10.1% 

こどもの権利の 

認知度 
60.4% 66.4% 

大人への 

意見の伝え方 

＜大人に対して意見や伝えたいことが

ある時、どんな方法が伝えやすいか＞ 

「直接伝える、話す」：38.2% 

「アンケート」：22.8% 

「SNSやメール」：18.7% 

「わからない」：29.1% 

＜こどもや若者の声を聴くにあたって、

どんな方法なら参加したいと思うか＞ 

「直接伝える、話す」：11.4% 

「アンケート」：41.1% 

「SNSやメール」：36.6% 

「わからない」：22.8% 

本市の評価 

「子育てしやすさ」 
 

『そう思う』※：63.7% 

『そう思わない』※：35.2% 

＜子育てしやすいと思う理由＞ 

「保育所等が充実している」：36.9% 

「こどもの習い事や活動場所がある」：19.0% 

「医療機関が充実している」：16.8% 

＜子育てしやすいと思わない理由＞ 

「治安が悪い」：45.1% 

「こどもの遊び場・居場所が少ない」：25.5% 

「商業施設が充実していない」：18.8% 

定住意向 

『そう思う』※：62.3% 

『そう思わない』※：19.2% 

「わからない」：17.6% 

『そう思う』※：33.7% 

『そう思わない』※：37.1% 

「わからない」：28.0% 

※ 『そう思う』…「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の合計、 

『そう思わない』…「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」の合計 
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 ５ 今後の本市におけるこども施策の課題 

本市ではこれまで、幼児期の学校教育・保育の総合的な提供や無償化、地域のこど

も・子育て支援の充実、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の推進、児童虐

待防止対策の強化など、国における総合的なこども・子育て支援の取組の推進と合わ

せて、様々な支援策に取り組んできました。 

今般、こども基本法に基づく「こども大綱」、そして、具体的な取組の一元的なア

クションプランが決定されました。そこで、これらの国の動向において示されたこど

も施策に関する重要事項を踏まえ、本市の状況や基礎調査結果からみえる現状をもと

に、以下の 5つの視点で主な課題を整理しました。 
 

（１）子育て支援の充実 

核家族化や地域とのつながりの希薄化などにより、妊産婦やその家族を支える力が

弱くなっています。全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境の

整備が喫緊の課題であり、妊娠期から子育て期において、それぞれの段階に対応した

支援や、サービスの情報や助言が子育て家庭に伝わり理解されるように支援の充実を

図ることが重要となっています。 

そうしたことから、国においては、親の育児負担の軽減や孤独感の解消に繋げるこ

と等を目的とする「こども誰でも通園制度」の本格実施や「こども家庭センター」の

設置などを推進しています。本市においても、18 歳未満のこどもがいる世帯の核家

族化が進行しているとともに、子育てに関する相談対応も増加していることから、全

ての妊産婦・子育て家庭・こどもの包括的な相談支援体制の充実などに、引き続き対

応していく必要があります。 

また、本市の女性就業率は国・県よりも高く、保護者の就労率も増加傾向にあるな

ど、共働き家庭が増加していることから、働きながら子育てしやすい環境づくりや子

育てへの身体的・精神的負担軽減に向けたレスパイト支援が必要となっています。 

あわせて、子育てを主に行う者として「父母ともに」の回答率や男性の育児休業等

の取得率が増加傾向にあるものの、調査回答者の約 9割は「母」であり、育児休業取

得率も女性とは大きく差があることから、依然として子育てに係る負担が女性に偏っ

ている状況が伺えます。そのため、安心して仕事と子育ての両立ができる職場環境づ

くりの促進や、学童保育における待機児童解消に向けた取組が重要な課題となってい

ます。 

さらに、子育て家庭の定住意向の向上や「子育てしやすいまち」と思われるために

は、経済的負担の軽減やこどもの遊び場・居場所の確保に向けた取組などの子育て支

援策の充実が求められている一方、市の取組が伝わっていないという意見があること

から、子育て支援策の充実と合わせて、こども・子育てに係る情報発信を強化してい

く取組が必要となっています。 
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国の動向など 

＜こども大綱におけるこども施策に関する重要事項＞ 

・妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保 

・子育てや教育に関する経済的負担の軽減 

・地域子育て支援、家庭教育支援 

・共働き・共育ての推進       など 

＜その他＞ 

・令和 4年 6月の児童福祉法改正により、全ての妊産婦・子育て家庭・ 

こどもの包括的な相談支援等を行う「こども家庭センター」の設置が 

努力義務化 

・「こども誰でも通園制度」を令和 7年度に制度化し、令和 8年度から 

本格実施することとしている 

 

本市の状況 

 

・18歳未満のこどもがいる世帯における核家族の割合が増加 

・令和 6年 4月にこども家庭センターを設置し、包括的な相談体制を強化 

・子ども家庭相談の対応延べ件数が増加 

・女性の就業率は国や県よりも高い 

・育児休業の取得率は、女性職員がほぼ 100%なのに対し、男性職員は増加

傾向にあるものの女性との差が大きい 

・教育・保育施設は待機児童ゼロを継続、学童保育は待機児童が発生 

基礎調査 

＜子育てへの関与＞ 

・回答者が「母」の割合は、就学前児童の保護者で 87.0%、 

小中学生の保護者で 89.0% 

・主に子育てを行っている者は「父母ともに」が増加傾向 

＜子育てに有効な支援・対策＞ 

・「経済的負担の軽減」が就学前児童の保護者で 83.5%（1位）、 

小中学生の保護者で 72.1%（1位） 

・「遊べる場の整備」「育児休業の取得など、仕事と子育てが両立しやすい職

場環境づくりの促進」が就学前児童・小中学生の保護者両方で上位 4 つ

に入る 

＜本市が子育てしやすいと思わない理由＞ 

・「自治体の子育て支援策が少ない」が就学前児童の保護者で 49.5%（1位）、

小中学生の保護者で 34.2%（2位） 

・「こどもの遊び場・居場所が少ない」が就学前児童の保護者で 48.1%（2位）、

小中学生の保護者で 36.1%（1位） 

＜本市に住み続けたいと思わない理由＞ 

・「自治体の子育て支援策が少ない」が就学前児童の保護者で 48.6%（1位）、

小中学生の保護者で 27.0%（2位） 
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（２）良好な成育環境の確保 

国では、良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図るために、困難な状況に

あるこども・若者や家庭を誰一人取り残さず、その特性や支援ニーズに応じてきめ細

かい支援や合理的配慮を行っていくこととされています。 

本市では、児童虐待対応相談件数は減少しているものの、子ども家庭相談対応の延

べ件数は令和 2年度以降、増加傾向にあります。あわせて、就学前児童や小中学生の

いる世帯の 1割以上が「ひとり親世帯」や「世帯年収が 300万円未満」と回答してい

るとともに、夕食や学校が休みの時の昼食を週に 3 日以上食べていないこどももい

るなど、こどもの置かれている状況は深刻なものとなっています。 

また、児童発達支援や放課後等デイサービス等の利用者が増えるなど、支援が必要

な児童生徒は増加傾向にあります。発達障害のあるこどもは、早期から発達段階に応

じた一貫した支援を行っていくことが重要であり、特に乳幼児期に適切な支援を受け

ることで、情緒不安や不適応行動等の二次障害への防止にも繋がることから、障害児

への対応とあわせて、発達が気になるこどもに対する早い段階での相談や支援を進め

る必要があります。 

さらに、国がヤングケアラーを各種支援に努めるべき対象と定め、本市においても

支援体制の構築が求められています。しかしながら、本市におけるヤングケアラーの

認知度は、小中学生で約 4人に 1人、若者で約半数となっており、まだ、十分認知さ

れていない状況となっています。 
 

国の動向など 

＜こども大綱におけるこども施策に関する重要事項＞ 
・こどもの貧困対策、障害児支援・医療的ケア児等への支援 
・児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援 など 
＜その他＞ 
・ひとり親家庭の相対的貧困率 50.8%、母子世帯の 80%以上が就業している
が、非正規の平均年間就労収入は約 133万円（内閣府男女共同参画局） 

・貧困線※は単身者約 124万円、2人世帯約 175万円、3人世帯約 215万円、
4人世帯約 248万円（厚生労働省 2018年公表） 

・児童発達支援センターの機能強化等により、地域における障害児の支援
体制強化とインクルージョンを推進 

・子ども・若者育成推進法の改正により、国や地方公共団体等が各種支援に
努めるべき対象にヤングケアラーが明記 

本市の状況 
・子ども家庭相談の対応延べ件数や児童発達支援等が増加傾向 
・発達障害等により、支援が必要な児童生徒が増加傾向 

基礎調査 

・有配偶率は、就学前児童の保護者で 91.5%、小中学生の保護者で 86.8% 
・世帯全体の年間収入における「300万円未満の割合」が 
就学前児童の保護者で 12.4%、小中学生の保護者で 13.5% 

・小学 5 年生と中学 2 年生において、週に 3 日以上食事をしていない割合
が「夕食」で 1.3%、「学校が休みの時の昼食」で 6.6% 

＜ヤングケアラー＞ 
・小中学生で週 3日以上、1日に 3時間以上、家族（犬や猫等は除く）の 
お世話をしていると回答した割合は 1.3% 

・ヤングケアラーの認知度は、「内容も知っている」が小中学生で 11.8%、
若者で 34.0%、「聞いたことはある」が小中学生で 15.5%、若者で 20.2% 

・若者におけるヤングケアラーの経験は、「現在もケアラーである」が 4.2%、
「かつてそうであったが、今はそうでない」が 3.6% 

※世帯員数の差を調整した手取り収入の中央値の半額。年収 300万円で手取り収入は約 237万円 



24 

 

（３）教育・保育の充実 

 

  ① 幼児教育・保育 

共働き世帯の増加や就労形態の多様化が進む中、本市の保育所、認定こども園、幼

稚園においては待機児童ゼロを維持しており、安心して幼児教育・保育を受けられる

環境が整っています。一方で、国において保育士の配置基準の見直しが進められる中、

保育人材の確保が一層重要となっています。また、全国の保育施設における重大事故

は増加傾向にあり、安全対策の充実・強化が求められています。 

あわせて、学びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続に向け、引き続

き幼保小の連携を推進していく必要があります。 
 

国の動向など 

＜こども大綱におけるこども施策に関する重要事項＞ 

・幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実 

＜その他＞ 

・保育士の配置基準の見直し  ・保育人材確保が喫緊の課題 

・幼児教育・保育施設における安全に配慮した環境整備 

・一人一人の多様性に配慮した上で全てのこどもに学びや生活の基盤を 

育むことを目指し、「幼保小の架け橋プログラム」を推進 

 

本市の状況 

 

・保育所、認定こども園、幼稚園の待機児童ゼロを継続中 

・公立保育所機能の充実に向けた検討を進めている 

・保育人材の確保に向けて、保育所等人材バンク事業を実施している 

・業務の ICT化や安全対策を行う保育所等への補助事業を実施している 

基礎調査 
＜子育てに有効な支援・対策＞ 

・就学前児童の保護者で「保育・幼児教育サービスの充実」が 25.2%（4位） 

 

  ② 学校教育 

本市では、児童生徒が持続可能な社会の創り手となれるよう、知識･技能とそれらを

活用する力を育成し、社会において自立的に生きるための基盤を培うとともに、将来

の夢や目標に向かって主体的に学習に取り組む態度を育成していく必要があります。 

また、日本社会に根差したウェルビーイングの実現のため、自尊感情や自己効力感

を高めるとともに、「幸福感」や「協働性」「多様性への理解」「心身の健康」などの

要素を向上させることが重要です。そのため、知育・徳育・体育のバランスが取れた

教育を推進するとともに、ICTの活用などにより「個別最適な学び」と「協働的な学

び」を一体的に充実させます。さらに、児童生徒が安全安心で豊かな学びを実現でき

るよう、地域とともにある学校づくりに取り組み、教育環境を充実させていくことが

必要となっています。 

さらに、不登校児童生徒へ、国が進める「COCOLOプラン」に対応した、多様な学び

の場を確保するとともに児童生徒とその保護者等に寄り添った相談対応や関係機関

とのネットワークを活用した支援や児童生徒一人一人の多様な教育的ニーズに応じ

た支援の充実も重要です。 

加えて、誰一人取り残されない学びの保障を社会全体で実現するために、行政だけ

でなく、学校、地域社会、家庭、NPO等が、相互に理解や連携をしながら、こどもた

ちのためにそれぞれの持ち場で取組を進めることが必要です。 
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国の動向など 

＜こども大綱におけるこども施策に関する重要事項＞ 
・こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等 
・いじめ防止、不登校のこどもへの支援 など 
＜その他＞ 
・令和 5 年 3 月に、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策
「COCOLOプラン」が出された 

・令和 6年 6月に第 4期教育振興基本計画を閣議決定 

 

本市の状況 

 

・市立小・中・特別支援学校がそれぞれの地域特性を活かしながら、ESDに
取り組んでいる 

・中学校区ごとにスクールソーシャルワーカーを配置 
・全児童生徒にタブレット端末を導入するとともに、学習支援アプリやタ
ブレットドリルを整備。Wi-Fiがない家庭には、ポケット Wi-Fiを貸出 

・学力向上に向けて、学習指導員やスタディサポーターを配置 
・文部科学省の「COCOLOプラン」に示された「スペシャルサポートルーム」
としてのハートフルルーム、学校外の居場所としての「サテライトスペー
ス」を開設 

・学びの多様化学校として、夜間中学「ほしぞら分校」を設置 

基礎調査 
＜子育てに有効な支援・対策＞ 
・小中学生の保護者で「小中学期における教育環境の充実」が 37.6%（2位） 

 

  ③ 社会教育 

地縁的なつながりや人との関係の希薄化、仕事と子育ての両立の難しさによる時間

的精神的ゆとりのなさ等、親や家庭を取り巻く状況も大きく変化しており、家庭教育

の大切さを社会全体で考え、支援していくことが重要となっています。本市における

調査においても、社会教育分野において特に力を入れるべき取組として「家庭教育の

支援」が求められています。 

また、体験活動は豊かな人間性や生きる力の基盤、こどもの成長の糧としての役割

が期待されており、本市での基礎調査においても保護者が子に参加させたい活動とし

て、体験学習活動等のニーズが高い状況です。こうした中、地区公民館等において

様々な体験活動を実施しているものの、十分に情報が行き届いていないことから、こ

どもや若者を対象とした体験活動等の更なる機会づくりに取り組むとともに、効果的

な情報発信を行うことが必要となっています。 
 

国の動向など 

＜こども大綱におけるこども施策に関する重要事項＞ 
・家庭教育支援  ・居場所づくり、遊びや体験活動の推進 など 
＜その他＞ 
・文部科学省が家庭教育支援チームの設置を促進 
・こどもの体験活動の場や機会が減少していることを受け、企業等とも 
連携したリアルな体験活動の推進に向け、推進方策を検討 

 

本市の状況 

 

・少子・高齢化社会における教育行政の在り方として、行政が特に力を入れ
るべき取組として、過半数の市民が「家庭教育の支援」と回答 

・こどもや若者を対象とした体験活動等を進めている 
・小中学校において、水曜日の午後を研修や会議などの時間としており、 
水曜日の放課後におけるこどもの居場所への対応が必要 

基礎調査 

＜子育てに有効な支援・対策＞ 
・小中学生の保護者で「小中学期における教育環境の充実」が 37.6%（2位） 
＜こどもに参加させたい活動＞ 
・就学前児童の保護者で「スポーツ体験」が 68.0%（1位）、「ものづくりな
ど体験学習活動」が 40.0%（2位）、「仕事・職業体験」が 35.8%（3位） 

・小中学生の保護者で「スポーツ体験」が 56.7%（1位）、「仕事・職業体験」
が 47.0%（2位）、「ものづくりなど体験学習活動」が 39.2%（3位） 
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（４）少子化対策・若者支援 

国においては、次元の異なる少子化対策の実現に向け、若い世代の生活基盤の安定

や結婚・子育てに関する希望の形成と実現などに取り組むこととされています。 

本市においても、人口減少対策が喫緊の課題となっており、特に新型コロナウイル

ス感染症の感染が拡大した令和 2年以降は、婚姻数・出生数ともに大幅に減少してい

ます。一方で、未婚の若者では 6割弱が今後結婚したいと回答し、半数以上が将来的

に子をもちたい希望を持っているとともに、就学前児童がいる保護者で 3 人に 1 人

以上が次の子をもうけることを希望しています。 

しかしながら、出会いや出産・育児等の経済的負担が子をもつにあたっての悩みや

不安となっていることから、結婚を希望する人に対する出会いや交流の機会づくり

や、若い世代の生活基盤の安定への支援に向けた取組が必要となっています。 

また、自殺やひきこもり等、様々な社会背景に共通することとして、こども・若者

についても孤独・孤立の問題が一層顕在化してきており、本市でも若者の約 4%が現

在もケアラーであると回答していることから、若者の社会的自立や社会参画への支援

が必要となっています。 
 

国の動向など 

＜こども大綱におけるこども施策に関する重要事項＞ 

・結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援 

・就労支援、雇用と経済的基盤の安定 

・悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実 

・こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組 

＜その他＞ 

・ひきこもり状態にある 15～39歳の推計数は 54.1万人（内閣府調査） 

・子ども・若者育成支援推進法の改正により、国や地方公共団体等が各種支

援に努めるべき対象にヤングケアラーが明記 

 

本市の状況 

 

・総人口は年々減少しており、年少人口も減少 

・婚姻数・出生数ともに、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した 

令和 2年以降に大幅に減少 

基礎調査 

・こどもの数は、就学前児童の保護者で「1人」が 21.9%、「2人」が 28.0%、

「3 人以上」が 23.3%、小中学生の保護者で「1 人」が 10.7%、「2 人」が

24.1%、「3人以上」が 21.3% 

・未婚の若者における「結婚したいと思う」割合は 57.9% 

・子をもつ希望は、若者で 53.7%、就学前児童の保護者で次の子を欲しいと

思う割合が 35.8% 

＜子をもつにあたっての悩みや不安＞ 

・就学前児童の保護者で「育児・教育の経済的負担」が 55.4%（1位）、 

「妊娠・出産の経済的負担」が 44.6%（2位） 

・若者で「結婚相手に出会えるか不安」が 42.5%（1位）、「育児・教育の経

済的負担」が 29.9%（2位）、「妊娠・出産の経済的負担」が 24.5%（3位） 

＜ヤングケアラー＞ 

・若者におけるヤングケアラーの経験は、「現在もケアラーである」が 4.2%、

「かつてそうであったが、今はそうでない」が 3.6% 
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（５）こども・若者の権利の保障と意見の反映 

令和 5年 4月に「こども基本法」が施行され、基本理念として、全てのこどもにつ

いて、権利の保障や意見の尊重、多様な社会的活動に参画する機会の確保などが定め

られました。本市においても、令和 6 年 1 月に「大牟田市子ども・子育て応援条例」

を施行し、基本理念として「子どもの有する権利を十分に尊重すること」などを定め

ており、市の責務として、こどもの視点や意見を反映させていくことが重要となって

います。 

「子どもの権利」の認知度はいずれにおいても 6 割以上となっているものの、「大

牟田市子ども・子育て応援条例」の認知度はまだまだ低い状況となっています。こど

もが持つ権利を尊重し、こどもの利益を第一に考えながら、まち全体でこどもの成長

と子育てを応援していくためには、引き続き、この条例の理念をこどもと子育てを応

援していく役割をもつ地域住民等に広く周知し、理解・実践へとつなげていく取組が

重要となっています。 
 

国の動向など 

＜こども大綱におけるこども施策に関する重要事項＞ 

・こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等 

（こどもの教育、養育の場におけるこどもの権利に関する理解促進等） 

＜こども大綱におけるこども施策を推進するために必要な事項＞ 

・こども・若者の社会参画・意見反映 

 

本市の状況 

 

＜大牟田市子ども・子育て応援条例＞ 

・令和 6年 1月に施行 

・基本理念は「子どもの有する権利を十分に尊重し、子どもの最善の利益を

第一に考えること」「協働で子ども・子育ての応援に取り組むこと」 

・市の責務として、「子どもの視点や意見を反映させて子ども施策に係る取

組を推進」等を規定 

基礎調査 

＜大牟田市子ども・子育て応援条例の認知度＞ 

・就学前児童の保護者で 22.4%、小中学生の保護者で 24.8%、 

小中学生で 13.3%、若者で 10.1% 

＜こどもの権利の認知度＞ 

・就学前児童の保護者で 60.1%、小中学生の保護者で 64.6%、 

小中学生で 60.4%、若者で 66.4% 

＜大人への意見の伝え方＞ 

・小中学生で「直接伝える、話す」が 38.2%（1位）、「わからない」が 29.1%

（2位）、「アンケート」が 22.8%（3位） 

・若者で「アンケート」が 41.1%（1位）、「SNSやメール」が 36.6%（2位）、

「わからない」が 22.8%（3位） 
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第３章    基本目標と具体的な取組 
 

１ 基本目標 

こども大綱では「全てのこども・若者について、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）で生活が送るこ

とができる社会」の実現を目指しています。また、本市においても、こども自身の

最善の利益を第一に考え、こどもや子育てをまちのみんなで応援する環境づくりを

進めています。 

このことから、本計画における基本目標は、市最上位計画である第 7次大牟田市

総合計画に掲げる基本目標を基に「こどもまんなか」の観点を踏まえ、以下のとお

り設定します。 

「未来を担う心豊かで元気な“こども”が育まれるまち」 
 

２ 基本施策 

第 2章で整理したこども施策における課題に対応し、基本目標の達成に向けて、

こども・若者の権利の尊重やこども・若者のライフステージを意識し、以下の 4つ

の基本施策を掲げます。 
 

１．まちのみんなで“こども”と子育てを応援する風土の醸成 

こども・若者が権利の主体であることを尊重し、まちのみんなで協力してこども・

子育てを応援するためにそれぞれが担う役割を共有し、理解・実践へとつなげる取 

組を進めます。 
 

２．安心して“こども”を産み、育てることができる環境づくり 

若い世代や子育て家庭の生活スタイルや多様なニーズに応じて、結婚・妊娠・出

産・子育ての切れ目ない支援の充実を図ります。 
 

３．持続可能な社会の創り手となる“こども”の育成 

知育・徳育・体育のバランスが取れた教育を推進するとともに、安心して学べ、

地域とともにある学校づくりに取り組みます。また、児童生徒の豊かな学びを実現

できるよう、学校教育環境を充実させます。 
 

４．地域や社会における“こども”の育成と支援 

次世代を担うこどもたちが自己実現できる取組や学びを通じて、人とのつながり

づくりやこどもたち自身の成長を支援します。また、こどもたちの成長を支える環

境の整備や若者の社会参画の支援に取り組みます。 
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 ３ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）との関連性 

ＳＤＧｓは、持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）の略で、

経済・社会・環境の三側面における新しい価値創出を通して持続可能な開発を実現

することが求められています。 

本計画の推進にあたっては、ＳＤＧｓとの関連を意識し、市民・団体・事業者等

によるＳＤＧｓを推進する取組との連携、支援を行うことで、中長期を見通した持

続可能なまちづくりに取り組むこととします。 
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 ４ 施策体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



32 

 

 ５ 各施策の取組内容 

基本施策１ まちのみんなで“こども”と子育てを応援する風土の醸成 

■取組内容 

（視点１）こども・若者の権利の保障 

こども・若者を権利の主体として認識し、権利を保障し、こども・若者の最善の

利益を図ります。 
 

【取組 1-①】こども・若者を権利主体として尊重 

こどもや若者が意見を表明する機会や社会的活動に参加する機会を確保する

とともに、こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対

話しながら、こどもに関する施策をともに進めます。 

＜主な内容＞ 

○こどもや若者、子育て当事者の意見を聴き、対話する取組を行います。 

○こどもや若者、子育て当事者のこえを、庁内外の様々な関係団体等と共有し、

こども・子育てに係る事業や取組に活かします。 

 

（視点２）こども・子育てを応援する機運の醸成と実践の促進 

まちのみんなで協力して、こども・子育てを応援することを目的として制定した

「大牟田市子ども・子育て応援条例」に定める理念や役割への理解を深める機会

や、こども・子育てに係る情報を提供することで、応援する機運の醸成と応援に係

る実践を促進します。 
 

【取組 2-①】子ども・子育て応援条例の推進 

応援条例の普及・啓発により、条例に定める理念や役割への理解を深める機

会を提供するとともに、こども・子育ての応援に向けてできることについて、

まちのみんなと考える機会づくりを行います。 

＜主な内容＞ 

○こどもたちに、応援条例が目指すものやこどもの権利、成長とともに大切にし

てほしいこと等の内容をわかりやすく伝えていきます。 

○様々な機会を捉え、応援するための役割を担う保護者、学校等、地域住民、事

業者に対し、応援条例の周知や説明を行うとともに、こどもが健やかに成長で

きるように様々な取組で更なる連携を図ります。 

○事業者等と、仕事と子育ての両立ができる職場環境づくりに関する意見交換や

働きかけを行い、共働き・共育てをしやすい環境づくりを推進します。 
 

  



33 

 

【取組 2-②】こども・子育てに係る情報発信の強化 

保護者等がこどもを守り育てるために、様々な支援や取組などを知ってもら

うとともに、まちのみんながこども・子育てを応援するためにできることを考

える機会となるよう、情報発信の強化に取り組みます。 

＜主な内容＞ 

○広報紙やホームページ、SNS等による情報発信とともに、主にこども・子育て

の支援などに係る情報を発信する取組を新たに実施します。 

○市が行う支援や取組だけでなく、市内の様々な子育て情報を把握して発信する

ように努めます。 
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基本施策２ 安心して“こども”を産み、育てることができる環境づくり 

■取組内容 

（視点１）母とこどもの健康支援 

妊娠・出産・子育てについて学ぶ機会の充実を図るとともに、健診や予防接種の

ほか、医療や福祉、教育等の専門機関との連携による妊娠期から子育て期にわたる

切れ目ない支援を行い、母とこどもの健康づくりを推進します。 
 

【取組 1-①】妊娠・出産・子育ての相談支援 

こども家庭センターにおいて、妊産婦や乳幼児の状況を継続的・包括的に把

握し、様々な専門機関と連携して、切れ目ない支援の充実を図ります。 

＜主な内容＞ 

○妊娠の届出時や出生時の面談、電話や訪問、医療機関等との情報共有により、

変化していく妊産婦・乳幼児の実情を継続的に把握していきます。 

○妊娠・出産・子育てに関する相談に応じ、妊娠週数や乳幼児の月年齢、家庭の

状況に合わせた必要な情報提供や助言を行うとともに、保護者同士の交流の機

会づくりや講話を行い、育児に対する不安感の軽減を図ります。 

○若年妊娠や多胎、その他支援が必要と思われる妊婦には、早期から関わりを持

ち、訪問等による産前・産後のサポートの養育支援を行います。 

○支援が必要な妊産婦や乳幼児には、サポートプランを作成し、必要に応じてプ

ランの見直しや更新を行います。 

○関係機関と連絡調整し、必要な支援を行います。 
 

【取組 1-②】母とこどもの健康の維持・増進 

こどもの健やかな成長を支えていくために、母親とこどもの心身の健康づく

りを推進します。 

＜主な内容＞ 

○妊産婦健診の助成、乳幼児健診や歯科健診の充実を図り、必要な保健指導を行

うことで、妊産婦や乳幼児の健康管理を行います。 

○こどもに係る医療費を助成し、こどもの疾病の早期発見と早期治療を促進しま

す。 

○感染症予防啓発や予防接種の推進、健康的な生活習慣の教育を行うことにより、

こどもの疾病の未然防止に努めます。 
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（視点２）子育てがしやすい環境づくり 

子育てに伴う保護者負担の軽減や働きながら子育てがしやすい環境づくりに向け

て、こどもや家庭の実情に応じた柔軟な子育て支援の充実に取り組みます。また、

子育て情報の提供、保護者同士のつながりへの支援、各関係機関との連携・情報の

共有等、地域全体での子育て支援の環境づくりを行います。 
 

【取組 2-①】幼児教育・保育及び学童保育の充実 

保育所・認定こども園・幼稚園における幼児期の質の高い教育・保育や学童

保育の総合的な提供や保育の量的確保により、働きながらでも安心して子育て

ができる環境づくりの取組を充実していきます。 

＜主な内容＞ 

○保護者の保育ニーズに対し、適切な提供体制の確保を図ります。 

○保育士等への研修等により、教育・保育の質の維持・向上に努めるとともに、

人材確保に努め、待機児童の発生防止に取り組みます。 

○医療的ケア児を保育所等で受け入れられるよう、体制の充実を図ります。 

○多様化する保育ニーズや支援が必要な児童の受け入れ対応、公立と民間の連携

強化などを図るために、公立保育所機能の充実を図ります。 

○学童保育の待機児童の解消に向け、施設整備や小学校の夏休みにおける認定こ

ども園等での小学生の預かり等の取組を進めます。 

○保育所や学童保育所等の業務効率化に資する ICT等の機器導入を支援します。 

○こども一人一人の育ちに係る情報を共有するなど、保育所等と小学校が連携し、

こどもの発達や学びの連続性の確保に向けた取組を進めます。 

 

【取組 2-②】多様な子育て支援サービスの充実 

保護者同士の交流によるつながりづくりや相互援助による支援、子育てに関

する講座や相談対応などにより、地域全体での子育て支援の環境づくりを行い

ます。また、家庭やこどもの状況に応じた保育や養育などの支援を提供するこ

とで、仕事と家庭の両立支援を行います。 

＜主な内容＞ 

○保育所等や多様な子育て支援サービス等を円滑に利用できるよう、情報提供や

相談対応等を行う場の充実を図ります。 

○親子が気軽に交流や子育て相談ができる場である「つどいの広場」や地域にお

ける子育ての相互援助活動を行う「ファミリー・サポート・センター」、保護者

の仕事や疾病等で一時的に養育が困難になった場合にこどもを預かる取組を継

続して実施するとともに、充実に向けた検討を行います。 

○こどもが病気中又は病気の回復期において、仕事の都合等により家庭で保育が

困難な場合に、こどもを一時的に預かる病児・病後児保育に取り組みます。 

○乳幼児の保護者が、仕事をしている場合や育児の合間にリフレッシュしたい場

合、又は通院・出産などの緊急時に対応する一時的な保育サービスや休日保育

の充実を図ります。 
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（視点３）様々な家庭への子育て支援 

ひとり親家庭や障害のあるこどもがいる家庭などへ教育、生活、就労、経済の面

での相談支援を行います。また、関係機関との連携強化により、児童虐待への相談

支援の充実を図ります。 
 

【取組 3-①】課題を抱えた家庭の把握と支援 

こどもたちや子育て家庭が抱えている悩みや課題等の把握に努めるとともに、

こども自身もしくは保護者等が相談できる体制の確保及び支援の充実を図りま

す。 

＜主な内容＞ 

○関係機関や地域と連携し、こども自身や家庭環境の課題などの様々な理由で支

援を必要とする家庭の把握に努めます。特にヤングケアラーについては、こど

も自身や周囲の人がヤングケアラーに気づくことができるようになるために、

周知啓発を行い、対象となるこどもの把握に努めます。 

○家事や子育てに不安や課題を抱える子育て家庭等に対する相談対応・助言等の

支援の充実を図ります。 

○母子保護に係る相談対応と必要に応じた施設への入所措置等を行い、入所者に

対して子育てや生活全般に関する助言等の自立に向けた支援を行います。 
 

【取組 3-②】児童虐待防止への取組の推進 

児童虐待防止の相談窓口の充実を図るとともに、発生予防や早期発見、発生

時の迅速・的確な対応を行うために、関係機関との連携を強化し、総合的な支

援体制の充実を図ります。 

＜主な内容＞ 

○子育てに関する相談窓口の周知及び児童虐待の発生予防や早期発見、通告義務

についての啓発を行います。 

○支援が必要な妊産婦や乳幼児への早期の関わり及び医療機関や保育所等、学校、

関係団体等の連携により、児童虐待の発生予防・早期発見に努めます。 

○児童相談所、医師会、教育委員会、警察等の団体で構成する大牟田市子ども支

援ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の実務者会議や個別ケース検討

会議を通じ、要保護・要支援児童等に関する情報を共有し、支援の方向性の確

認や進捗管理を行います。 

○支援対象児童等が転居した場合は、継続した支援が行われるように、他市町村

及び関係機関等との間で必要な情報の交換・共有を行います。 

○相談員及びネットワーク構成員の研修等を行い、知識の習得と対応力の向上を

図るとともに、関係機関相互の連携を強化し、相談支援の充実を図ります。 
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【取組 3-③】障害のあるこどもの健やかな成長支援 

障害の早期発見・早期療育の充実を図るとともに、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）及び児童福祉法に

よる障害児への支援を行います。 

＜主な内容＞ 

○乳幼児健診や訪問、面接等により把握した心身の発達が気がかりなこどもを対

象に、専門機関への紹介や心理士等の専門職による相談等を実施します。 

○身体に障害のあるこども、又は手術等の治療により改善が期待できるこどもに

対して、自立支援医療（育成医療）等の給付を行います。 

○療育や訓練等が必要な障害のあるこどもに対して、日常生活の基本的動作の指

導や集団生活への適応訓練等を支援するための通所支援サービスを提供すると

ともに、障害のあるこどもとその家族に対して、日常生活及び社会生活を支援

するための障害福祉サービスを提供します。 

○保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携し、医療的ケア児を含

む障害のあるこどもが身近な地域で必要な支援が受けられるための課題抽出と

支援のあり方を検討します。 

○保育所や学童保育所等において、障害のあるこども等が円滑に利用できるよう

に保育士や支援員等を通常の職員数に加えて配置する事業者を支援します。 

○就学前児童の発育等に係る相談に応じる早期教育相談について、保育所等の関

係機関・団体等と連携して実施するとともに、保護者への啓発を行います。 

○発達障害のこどもの保護者等による交流の場を提供することで、不安や負担感

の緩和、孤立の防止に努めます。 
 

【取組 3-④】経済的困難を抱える家庭への支援 

生活保護世帯や生活困窮世帯等の家庭に対して、こどもがその生まれ育った

環境に左右されることがないよう、きめ細かな支援と個々の状況にあった適切

なサービスの提供に努めます。また、ひとり親家庭に対する就労支援・経済的

支援の充実と適正な利用促進を図ります。 

＜主な内容＞ 

○生活保護世帯や生活困窮世帯のこどもの保護者に対し、就職支援・家計改善支

援等の自立に向けた支援を行います。 

○ひとり親家庭等に対し、医療費を助成するとともに、資格取得及び就職支援を

行います。 

○離婚時における養育費に関する取り決めを促すとともに、養育費の継続した履

行を確保するための支援を行います。 
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（視点４）結婚や子をもつ希望に向けた支援 

事業者や団体等と積極的に連携しながら、結婚を希望する人に対する出会いや交

流の機会づくりに取り組むとともに、若い世代の生活基盤の安定に向けた支援を行

います。 
 

【取組 4-①】出会いや交流の機会づくり 

結婚を望む人のために、民間事業者と連携し、出会いの場の創出等に取り組

みます。 

＜主な内容＞ 

○婚活に役立つ知識を学ぶことができるセミナーを開催します。 

○民間事業者による婚活イベント等への補助を行うとともに、若い世代が求める

出会いへの支援等を調査・研究し、より魅力的で参加しやすい婚活イベント等

の実施に向け、民間事業者との連携強化を図ります。 
 

【取組 4-②】若い世代の生活基盤安定への支援 

若い世代が将来の見通しを持つことができ、結婚や子をもつことを希望でき

るよう、生活基盤の安定に向けた支援を行います。 

＜主な内容＞ 

○若い世代に対して、市内企業への就業や市内における創業を支援します。 

○子育てに係る経済的負担の軽減に向け、国や県に対し、制度の見直しや財政支

援について要望していきます。あわせて、市独自の支援に引き続き取り組むと

ともに、更なる拡充を検討します。 
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基本施策３ 持続可能な社会の創り手となる“こども”の育成 

■取組内容 

（視点１）社会的自立の基盤となる資質や能力の育成 

義務教育 9年間を見通した系統性・連続性のある指導により、児童生徒に「確か

な学力（知）」、「豊かな心（徳）」、「健やかな体（体）」をバランスよく育成し、社会

において自立的に生きるための基盤となる資質や能力を培います。 
 

【取組 1-①】確かな学力の育成 

児童生徒一人一人の学力の状況に応じたきめ細かな指導の充実を図り、基礎

的・基本的な知識及び技能を確実に習得させるとともに、思考力、判断力、表

現力等や、粘り強く学習に取り組む態度を育成します。また、ICTを活用し、

個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図ります。 

＜主な内容＞ 

○児童生徒一人一人の学力の状況に応じた指導の充実を図ります。 

○非常勤講師の派遣による少人数授業の推進などにより、きめ細かな指導の充実

を図ります。 

○デジタル教科書の活用や学校 ICT支援員の配置等により、学習・指導方法の改

善や効率化、教員の指導力の向上を図ります。 

○小・中学校に、順次、小中一貫教育制度を導入し、義務教育 9年間を見通した

教育課程に基づく指導を行います。 
 

【取組 1-②】豊かな心の育成 

道徳教育や様々な体験活動、読書や鑑賞の活動などの充実を図り、規範意識

や他人を思いやる心情、自然や文化を大切に思う心情や豊かな情操を育成しま

す。 

＜主な内容＞ 

○児童生徒が主体となって、「思いやり・親切」について考える取組を実施します。 

○児童生徒の読書活動を推進します。 
 

【取組 1-③】健やかな体の育成 

学校教育活動全体を通じて、保健教育、学校保健の充実を図るとともに、日

常から運動に親しむ児童生徒の増加を図るなど、体力向上に向けた取組を進め

ます。また、地域や家庭との連携により、学校給食・食育の充実を図り、基本

的生活習慣が身に付いた心身ともにたくましい児童生徒を育成します。 

＜主な内容＞ 

○各学校が実施する体力向上の取組を支援するとともに、児童生徒が日常的に運

動に取り組めるようにします。 

○児童生徒が生涯にわたって健全な食生活を実践するための基礎を培います。 
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【取組 1-④】主体的に社会の形成に参画する態度の育成 

持続可能な社会の創り手として、主体的に社会の形成に参画し、その発展に

寄与する態度を育成するとともに、社会の中での自分の役割を考え、社会的自

立に向けて取り組む態度を育成します。 

＜主な内容＞ 

○小・中・特別支援学校がそれぞれの地域特性を活かしながら行う、世界遺産、

環境、福祉、防災・減災等の特色ある教育活動を支援し、持続可能な社会の創

り手を育成します。 

○キャリア教育に関する講話や職場体験学習を実施、望ましい勤労観・職業観の

礎を形成します。 

 

（視点２）安心して学べる学校づくり 

いじめや不登校の未然防止や早期対応、経済的困難を抱える保護者の支援など、

誰一人取り残さない、安心して学べる学校づくりを進めます。また、児童生徒一人

一人の多様な教育的ニーズに応じた的確な支援や指導の充実に努めます。 
 

【取組 2-①】誰一人取り残さない学びの保障 

いじめの未然防止等の対策を総合的に推進するとともに、スクールカウンセ 

ラーやスクールソーシャルワーカーの配置拡充や教育支援センターの運営など、

不登校児童生徒等への支援を充実させます。また、就学援助の実施など、経済 

的困難を抱える保護者の支援に努めます。 

＜主な内容＞ 

○関係機関との連携を図り、いじめ防止に関する取組を総合的に推進します。 

○スクールソーシャルワーカーを配置し、関係機関との連携を図りながら、児童

生徒や保護者等への支援をはじめ、教育相談の充実を図ります。 

○校内教育支援センター「ハートフルルーム」や、学校外の居場所「サテライト

スペース」を設置し、不登校児童生徒の多様な学びの場を確保するとともに、

学習指導員やスクールカウンセラー※の配置の拡充に取り組みます。 

○経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対して、教育費の一部を

援助します。 
 

【取組 2-②】特別支援教育の推進 

個別の教育支援計画・個別の指導計画の改善・充実を図るなどにより、障害 

のある児童生徒の自立と社会参加に向けた取組を進めます。また、特別支援教 

育支援員の配置など、一人一人の障害の状態に応じた具体的な支援を行います。 

＜主な内容＞ 

○小・中学校の普通学級に在籍し、発達障害や肢体不自由等により支援を必要と

する児童生徒の生活面･学習面をサポートする支援員を配置します。 

○特別支援学校に在籍し、医療的ケアを必要とする児童生徒に対し看護師を配置

します。 
 

※ スクールカウンセラーとは、児童生徒や保護者の抱える悩みを受け止め、学校におけるカウ

ンセリング機能の充実を図るための専門的な知識・経験を有する学校外の専門家。 
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（視点３）地域とともにある学校づくり 

コミュニティ・スクール※と地域学校協働活動を一体的・効果的に推進し、学校・

家庭・地域の連携による学校運営や児童生徒の規範意識の育成、「共育」と「響育」

の風土の醸成など、地域とともにある学校づくりに取り組みます。 
 

【取組 3-①】地域の力を活かした学校運営の推進 

全ての中学校区単位でのコミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体

的な取組を一層進めるとともに、中学校の部活動の地域との連携の支援など、

地域の力を活かした学校運営を推進します。 

＜主な内容＞ 

○中学校区を単位に、学校運営協議会を設置するとともに、地域学校協働活動推

進員を配置します。 

○中学校のニーズに合わせて、地域人材を部活動指導員として配置する等により、

部活動の指導体制の充実と教職員の負担軽減を図ります。 
 

【取組 3-②】学校・家庭・地域の連携 

大牟田地域教育力向上推進協議会との連携により、児童生徒の規範意識の育

成や「共育」と「響育」の風土の醸成など、学校・家庭・地域の連携を推進し

ます。 

＜主な内容＞ 

○学校教育・家庭教育・地域教育の向上を目指した取組を行っている大牟田地域

教育力向上推進協議会と連携し、青少年の健全育成や地域の教育力の向上に関

する啓発活動を行います。 

 

※ コミュニティ・スクールとは、学校運営や学校の課題に対して、広く保護者や地域住民が参

画できる仕組みであり、学校運営協議会を設置している学校のこと。 
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（視点４）学校教育環境の充実 

本市の実情に応じた活力ある学校づくりの実現のため、ICT環境の整備や適正規模

化・適正配置による学校再編整備等を推進します。また、児童生徒の豊かな学びを

育むことができる、安全・安心で、かつ環境への負荷を考慮した施設整備を図るな

ど、学校教育環境を充実させます。 
 

【取組 4-①】学校再編整備の推進 

適正規模（適切な学級数）化と適正配置（適切な通学距離・時間等）による

学校再編整備を進め、児童生徒が集団の中で多様な考えに触れ、認め合い、協

力し合い、切磋琢磨することを通じて一人一人の資質や能力を伸ばしていくこ

とができるよう教育環境を整備します。 

＜主な内容＞ 

○児童生徒の教育環境の向上のため、適正規模・適正配置の観点から学校再編整

備に取り組みます。 
 

【取組 4-②】学校施設・設備の整備 

教育環境向上と老朽化対策を一体的に進める学校施設の長寿命化改修等を行

うとともに、空調設備の設置、トイレの洋式化、バリアフリー化などを進め、

安全・安心を確保しつつ新しい時代の学びの実現に向けて取り組みます。 

＜主な内容＞ 

○学校施設の長寿命化と安全性の確保のため、学校再編整備との整合を図りなが

ら、学校施設長寿命改修計画に基づき改修を行います。 

○教育環境の向上を図るため、空調設備の設置に取り組みます。 

 

（視点５）人権に関する教育・啓発の推進 

こども一人一人が互いの人権を尊重し、それぞれの多様性を認め合うとともに、

人権についての正しい理解を深めるため、関係機関と連携しながら人権教育・啓発

活動に取り組みます。 
 

【取組 5-①】人権・同和教育の推進 

学校教育活動全体を通じて、人権尊重の視点を取り入れた教育を推進し、児

童生徒に偏見や差別意識をなくす意欲と実践力を涵養（かんよう）し、人権が

尊重される社会の基礎づくりを進めます。 

＜主な内容＞ 

○市立学校において、人権・同和教育の全体計画を作成し、大牟田市人権・同和

教育カリキュラム等を活用しながら、児童生徒の実態に応じた人権・同和教育

が行われるよう支援します。 
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基本施策４ 地域や社会における“こども”の育成と支援 

■取組内容 

（視点１）次世代を担うこどもを地域や社会全体ではぐくむ 

次世代を担うこどもたちが、様々な体験や活動を通じて、自己肯定感を高めると

ともに郷土愛の醸成を図ることで、将来にわたってまちづくりに参画する姿勢をは

ぐくみます。また、高齢者や子育て世代をはじめとする地域の大人が、学習活動や

地域活動を通じてこどもの主体性を大切にしながらその成長を支えていけるよう取

り組みます。 
 

【取組 1-①】こどもの体験活動の強化・充実 

身近な地域にある学習や体験活動が可能な施設において、様々な体験活動事

業を実施します。また、こどもや若者を対象とした他者との協働、体験活動を

通して、将来における自己実現ができる取組や、まちづくりに参画しやすい機

会づくりを進めます。 

＜主な内容＞ 

○義務教育課程が修了するまでのこどもを対象に、家庭や学校、地域の様々な人

と関わり、人間性、社会性、郷土愛を育むための体験や交流を実施します。 

○小学校 4～6年生を対象に、自分の将来のことを考え、夢や目標を見つけること

や未来へ向かって頑張る姿勢を身につける一助となる講座を実施します。 

○地域の多様な団体と連携して、こどもたちが地域に愛着と誇りを持ち、将来を

担う次世代のリーダーとしての資質や社会性を身につけるプログラムを行いま

す。 

○地域との連携や働きかけにより、こどもたちの居場所の充実を図ります。特に

小学生が早帰りとなる水曜日の放課後における居場所の確保に向けて取り組み

ます。 
 

【取組 1-②】各世代に応じた学習機会の提供・支援 

アクティブシニア層や子育て世代をはじめ、各世代を対象とした学習活動の

提供やこどもに関わる取組を通じてこどもの成長を支えるとともに、家庭教育

支援の取組を推進します。 

＜主な内容＞ 

○主に高齢者を対象とした学びの機会を提供するとともに、学んだ成果を活かし、

こどもと関わる機会を設けます。 

○幼児、小学生、中学生の保護者を対象に、こどもの社会的自立と親が子育てを

通じて自らの人生を豊かにするための講座を実施します。 
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（視点２）こどもの成長を支える環境づくり 

「人づくり」や「つながりづくり」により、こどもの成長を支える「地域づく

り」に取り組むとともに、こどもたちが様々な活動や遊びを通して成長できる場と

なる環境の整備や充実を図ります。 
 

【取組 2-①】地域における人づくり、つながりづくり 

SDGs/ESDの視点を持って学びや活動の機会を設けることで、自ら行動する意 

欲や地域で活動する力を育む｢人づくり｣、活動を進めるための｢つながりづくり｣、

持続可能な｢地域づくり｣へとつなげます。 

＜主な内容＞ 

○地域課題の解決に結びつくような学習活動や地域の伝統文化を次世代に継承す

る取組などを行います。 

○学校が進めている ESDの取組のうち、地域の支援が必要な取組について、学校

のニーズを把握し、ニーズに応じた地域との調整や必要な支援を行います。 
 

【取組 2-②】こどもが活動する場の整備・充実 

こどもたちが活動する場となる施設の充実や、適切な管理や機能の確保に努

めるための整備を行います。また、こどもたちの活動を支える人づくりに取り

組みます。 

＜主な内容＞ 

○地区公民館や文化会館、図書館、体育施設、公園等について、長寿命化計画に

基づく改修や機能維持、インクルーシブの視点を含めた整備等を行います。 

また、授乳室や学習スペースなど、こどもや子育て家庭が利用しやすくなる 

機能の充実を図ります。 

○こどもたちが各種スポーツや文化芸術活動における充実した指導が受けられる

よう、指導者の育成・支援等を実施します。 
 

（視点３）こども・若者の社会参画や自立への支援 

高校生などの若者について、様々な活動を通じて、まちづくりに参画する機会づ

くりに取り組みます。 

また、こども・若者の社会的自立に向けて、非行や犯罪被害の防止、生活習慣の

形成など、関係機関と連携して取り組みます。 
 

【取組 3-①】こども・若者の社会参画の促進 

高校生等の若者自らがまちづくりに関わり参画できる仕組みづくりや活動へ

の支援を行います。 

＜主な内容＞ 

○18歳までの高校生等を中心に、自ら企画した事業を実施・運営する仕組みづく

りとその支援を行います。 

○若者がまちなかに関わり、主体的にまちづくりに取り組む仕組みづくりを進め

ます。 

○地域課題の解決に向け、市内の高等教育機関等や学生と連携するとともに、地

域の取組や行政が実施する事業への学生等の参加を促進します。 
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【取組 3-②】こども・若者の社会的自立への支援 

関係機関と連携し、青少年の非行や犯罪被害等を防止するための取組を進め

ます。また、日常生活に支援が必要なこどもや、家庭や学校に居場所がないこ

どもに対して、生活習慣の形成や学習のサポート、進路の相談支援等を行いま

す。 

＜主な内容＞ 

○関係機関と連携し、青少年の健全育成を目的とした街頭指導や環境浄化などに

取り組みます。また、SNSに起因するいじめや依存、犯罪被害を防止するた

め、適正利用や被害防止に係る啓発を行います。 

○生活保護世帯や生活困窮世帯又は家庭や学校に居場所がないこども等を対象に、

関係機関と連携し、学習支援や生活習慣の形成と定着に向けた支援等を行いま

す。 
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 ６ 成果指標 

基本目標「未来を担う心豊かで元気な“こども”が育まれるまち」に向け、各基本施

策に掲げる取組の推進による成果を把握するとともに、令和 7年度から 11年度までの

計画期間内に目指す水準を示すために、以下を成果指標として設定します。 
 

（現状値は、計画策定時点で把握できる最新の値を記載しています。） 

関連する 

基本施策 

指標内容 
現状値 目標値 

調査方法及び目標値の考え方 等 

全 

①こどもの幸福度 
78.0% 

(R6 年度) 

85.0% 

 
調査方法：こども計画策定に係るアンケート 

目 標 値：全国平均 80.7%（R5.3 日本財団調査）を踏まえ、現状値の 1 割増を

目指す 

全 
②子育てをしやすいと思っている市民の割合 38.5% 

(R6 年度) 

65.0% 

 調査方法：まちづくり市民アンケート 

目 標 値：市総合計画アクションプログラムに掲げる 65.0%を目指す 

１ 
③子ども・子育て応援条例の認知度 15.4% 

(R6 年度) 
50.0% 

 調査方法：こども計画策定に係るアンケート、まちづくり市民アンケート 

目 標 値：市民の半数が知っている状態を目指す 

２ 
④つどいの広場の年間利用人数 8,352人 

(R5 年度) 

10,000人 

 調査方法：各年度の利用実績 

目 標 値：機能充実や利便性の向上等を図り、現状値の 2 割増を目指す 

２ 
⑤学童保育の待機児童数 24人 

(R6 年度) 

0人 

 調査方法：4 月 1 日時点の待機児童数 

目 標 値：施設整備や夏休みの預かり事業等により、待機児童解消を目指す 

３ 

⑥学校や地域のために何かをしてみたいと答えた生徒の 
割合 82.6% 

(R5 年度) 

90.0% 

 調査方法：小学生・中学生を対象としたアンケート 

目 標 値：市学校教育振興プランに掲げる 90.0%を目指す 

３ 

⑦不登校児童生徒のうち、専門家や専門機関の相談・指導
等を受けている者の割合 － 

(※) 

80.0% 

 調査方法：不登校児童生徒が在籍する学校を対象に調査 

目 標 値：市学校教育振興プランに掲げる 80.0%を目指す 

４ 

⑧こどもの居場所の数 

38か所 

(R6 年度) 

45か所 

 

調査方法：4 月 1 日時点の居場所数（放課後や休日に自由に集まって過ごした

り遊んだりできる場所やこども食堂、フリースクール等を集計） 

目 標 値：計画期間中に地域との連携等により充実を図ることで、2 割増を 

目指す 

４ 

⑨市主催事業等への高校生や学生、若者の延べ参加者数 

1,258人 

(R5 年度) 

1,500人 

 

調査方法：各年度の参加者数（高校生や高等教育機関の学生、若者が地域の 

取組や行政が実施する事業に参加した人数を集計） 

目 標 値：計画期間中に高等教育機関等との連携強化や高校生・若者の社会 

参画の促進に取り組むことで、2 割増を目指す 

※ ⑦の現状値は、計画策定時点での集計値がないため、R7 年 3 月時点の数値を把握する。 
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第４章   子ども・子育て支援事業計画 
 

１ 根拠法令 

子ども・子育て支援法第 61条において、市町村は、国が示す基本指針に即して、教

育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及

びその実施時期等を定める 5 年を 1 期とする計画（市町村子ども・子育て支援事業計

画）を定めるものとされており、自治体こども計画と一体的に策定できるものとされて

います。 

そのため、事業ごとに過去の実績と対象となるこどもの推計人口等を勘案して量の

見込みを算出し、提供体制を確保する方策について定めます。 

 

２ 教育・保育 

子ども・子育て支援法第 61 条第 2項に基づき、「提供区域」、「量の見込み・提供量

（確保方策）」、「教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の確保」、「子育てのた

めの施設等利用給付の円滑な実施の確保」について設定します。 

（１）提供区域 

子ども・子育て支援法に基づく基本指針において、市は教育・保育を提供するため

に、保護者やこどもが居宅等から容易に移動することが可能な区域を定めることとし

ています。 

本市では、保育所等の整備にあたり、教育・保育ニーズの状況に応じ、全市域で 

柔軟に教育・保育の提供を行うため市全域を 1つの区域と定めています。 
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（２）量の見込み・提供量（確保方策） 

① 保育の必要性の認定 

子ども・子育て支援法では、就学前の教育・保育を受けることを希望する全ての

保護者の申請に基づいて、市町村が客観的基準に基づき、保育の必要性の有無や必

要量を認定した上で、給付を行う仕組みとなっています。 

 

◆ 認定区分 ◆ 

認定区分 年 齢 保育の必要性※ 対象施設・事業 

1号認定 3～5歳 
なし 

（幼児教育のみ利用） 
幼稚園・認定こども園 

2号認定 3～5歳 あり 保育所・認定こども園 

3号認定 0～2歳 あり 保育所・認定こども園・地域型保育事業 

※ 保育の必要性は保護者の就労や疾病等により家庭において必要な保育を受けることが困難で

ある場合に認定されます。 

 

◆ 教育・保育に係る対象施設及び事業 ◆ 

施 設 概 要 

教育・保育 

施設 

幼稚園 
学校教育法に基づき満 3歳から小学校就学前までのこどもの幼

児期の学校教育を行う施設。 

保育所 
保護者の就労や病気等により、家庭でこどもの保育が出来ない 

場合に、0歳から小学校就学前までのこどもを保育する施設。 

認定こども園 
保育所と幼稚園の両方の機能を持つ施設。幼児期の学校教育と 

保育を一体的に提供する。幼保連携型や幼稚園型などがある。 

確認を受け 

ない幼稚園 

上記以外の 

幼稚園 

子ども・子育て支援新制度に移行せず、私学助成等により運営

を行う幼稚園のこと。 

地域型保育事業 

市町村の認可事業で、多様な施設や事業の中から利用者が選択

できる仕組み。小規模保育（利用定員 6～19人）、家庭的保育

（同 5人以下）、居宅訪問型保育、事業所内保育がある。 

企業主導型保育施設 

企業が従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供する 

ために設置し、国が助成を行う保育事業。従業員のこども以外

のこどもを受け入れる地域枠を設置することができる。 

届出保育施設  

保育を行うことを目的とする施設で、都道府県知事（指定都市

及び中核市においては市長）に届出をし、乳幼児を保育してい

る施設。 
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◆ 本市における保育所・認定こども園・幼稚園の設置状況（令和 6年 4月 1日現在）◆ 

中学校区 

(8 校区) 

小学校区 

(19 校区) 保育所 

(22 ヶ所) 定員数 

幼稚園 

(3 ヶ所) 定員数 

認定こども園 

(9 ヶ所) 定員数 （就学前児童数） 

(3,753 人) (2,090 人) (250 人) (1,316 人) 

宅峰 

みなと (230 人) 

竹の子保育園 (90 人)        

不知火保育園 (90 人)        

天領 (255 人) 

天領保育所 (80 人)         

緑保育所 (70 人)         

大牟田 

中央 
(365 人) 

上官保育園 (110 人)     若草幼稚園 (220 人) 

       たから幼稚園 (189 人) 

       めぐみ幼稚園 (135 人) 

       大牟田天使幼稚園 (82 人) 

宮原 

駛馬 (193 人) 

くるみ保育園 (70 人)         

小鳩保育園 (60 人)     はやめ幼稚園 (101 人) 

天の原 (134 人) 

笹原保育所 (60 人)         

萩尾保育園 (50 人)         

玉川 (39 人)            

松原 

大正 (207 人) 小浜保育所 (170 人)         

中友 (119 人) 光円寺保育園 (80 人)     光の子幼稚園 (90 人) 

白光 

明治 (197 人) 中町保育園 (70 人) 明治幼稚園 (130 人)     

白川 (242 人) 日の出保育所 (160 人)     しらかわ幼稚園 (80 人) 

歴木 

平原 (132 人) みずほ保育園 (110 人)       

高取 (92 人) 高取保育園 (90 人)   高取聖マリア幼稚園 (230 人) 

三池 (250 人) 

歴木保育所 (100 人)         

田隈 

三池保育園 (110 人)         

羽山台 (189 人) 草木保育園 (120 人)         

銀水 (337 人) 

久福木の森保育園 (80 人) 銀水幼稚園 (60 人)     

橘 

       大牟田たちばな幼稚園 (189 人) 

上内 (15 人)            

吉野 (264 人) 白銀保育所 (180 人)         

甘木 

倉永 (137 人) 青龍保育園 (70 人) 吉野天使幼稚園 (60 人)     

手鎌 (356 人) 白鷲保育園 (70 人)         

※ 定員数は利用定員数 
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② 各認定区分に応じた量の見込み・提供量（確保方策） 

1号認定は、現状十分な提供体制があることから既存の幼稚園及び認定こども園

（幼稚園機能部分）で対応します。 

2号認定及び 3号認定は、既存の認定こども園（保育機能部分）や保育所の弾力

的運用を行い、さらに、3号認定は、認定こども園の 0歳児受け入れの推進及び企

業主導型保育事業の地域枠の活用により対応します。 

量の見込みは、過去 5か年の各認定区分の平均認定割合と推計人口を勘案し、設

定します。 

なお、子ども・子育て支援新制度では、認定こども園の普及の観点から、認定こ

ども園への移行を希望する幼稚園・保育所があれば、認可・認定基準を満たす限り、

原則認可認定を行うことになっています。本市においても、保護者の就労形態に捉

われることなく、こどもの発達段階に応じたより質の高い教育・保育が提供できる

よう、認定こども園への移行支援を行います。 

 

（単位：人／日） 

 1 号認定 2 号認定 
3 号認定 

1・2 歳 0 歳 

令
和
７
年
度 

児童数（推計） 1,921 1,100 518 

量の見込み 503 1,464 834 371 

提
供
量
（
確
保
方
策
） 

特定教育 

・保育施設 

保育所・認定こども

園・幼稚園 
816 1,490 966 355 

確認を受け 

ない幼稚園 

上記以外の 

幼稚園 
0    

特定地域型 

保育事業 

小規模、家庭的 

居宅訪問型、 

事業所内等 

0 0 0 0 

企業主導型保育施設の地域枠   26 16 

合 計  816 1,490 992 371 

令
和
８
年
度 

児童数（推計） 1,773 1,073 503 

量の見込み 465 1,351 813 361 

提
供
量
（
確
保
方
策
） 

特定教育 

・保育施設 

保育所・認定こども

園・幼稚園 
816 1,490 966 355 

確認を受け 

ない幼稚園 

上記以外の 

幼稚園 
0    

特定地域型 

保育事業 

小規模、家庭的 

居宅訪問型、 

事業所内等 

0 0 0 0 

企業主導型保育施設の地域枠   26 16 

合 計  816 1,490 992 371 
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（単位：人／日） 

  

 1 号認定 2 号認定 
3 号認定 

1・2 歳 0 歳 

令
和
９
年
度 

児童数（推計） 1,701 1,046 490 

量の見込み 446 1,296 793 351 

提
供
量
（
確
保
方
策
） 

特定教育 

・保育施設 

保育所・認定こども

園・幼稚園 
816 1,490 966 355 

確認を受け 

ない幼稚園 

上記以外の 

幼稚園 
0    

特定地域型 

保育事業 

小規模、家庭的 

居宅訪問型、 

事業所内等 

0 0 0 0 

企業主導型保育施設の地域枠   26 16 

合 計  816 1,490 992 371 

令
和
１０
年
度 

児童数（推計） 1,625 1,021 480 

量の見込み 426 1,238 774 344 

提
供
量
（
確
保
方
策
） 

特定教育 

・保育施設 

保育所・認定こども

園・幼稚園 
816 1,490 966 355 

確認を受け 

ない幼稚園 

上記以外の 

幼稚園 
0    

特定地域型 

保育事業 

小規模、家庭的 

居宅訪問型、 

事業所内等 

0 0 0 0 

企業主導型保育施設の地域枠   26 16 

合 計  816 1,490 992 371 

令
和
１１
年
度 

児童数（推計） 1,587 997 471 

量の見込み 416 1,209 756 338 

提
供
量
（
確
保
方
策
） 

特定教育 

・保育施設 

保育所・認定こども

園・幼稚園 
816 1,490 966 355 

確認を受け 

ない幼稚園 

上記以外の 

幼稚園 
0    

特定地域型 

保育事業 

小規模、家庭的 

居宅訪問型、 

事業所内等 

0 0 0 0 

企業主導型保育施設の地域枠   26 16 

合 計  816 1,490 992 371 
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（３）教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の確保 

保育と未就学児の教育の双方に対応する教育・保育ニーズの一体的な提供に対応す

るため、保育所と幼稚園の両方の機能を持つ認定こども園への移行や幼稚園による長

時間預かり保育の支援に取り組みます。 

また、質の高い教育・保育その他の子ども・子育て支援を提供するために、保育士

や幼稚園教諭等に対する研修の充実等を支援します。あわせて、定期的な協議や情報

共有により、教育・保育施設やその他の子ども・子育て支援を行う者との連携を行う

とともに、保育所等と小学校においてこども一人一人の育ちに係る情報を共有するな

ど、こどもの発達や学びの連続性の確保に向けた取組を進めます。 

 

（４）子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保 

令和元年 10 月の子ども・子育て支援法の改正により、子ども・子育て支援新制度

による「子どものための教育・保育給付」の給付対象である保育所、幼稚園等に通う

主に 3歳以上の保育料が無償化されたことに加え、新たに「子育てのための施設等利

用給付」が創設され、新制度に移行していない幼稚園や届出保育施設、幼稚園の預か

り保育等の利用料の給付制度が定められています。 

この新たな取組となる「子育てのための施設等利用給付」に関して、認定手続きや

給付方法について、適正かつ円滑な実施を確保することにより、子育て世帯の経済的

な負担軽減を図っていきます。 
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 ３ 地域子ども・子育て支援事業 

子ども・子育て支援法第 59 条に定める地域子ども・子育て支援事業について、現状

と量の見込み、確保方策の内容を設定します。 

 事 業 名 事 業 概 要 

１ 
一時預かり事業 
・幼稚園型 
・幼稚園型以外 

<幼 稚 園 型 >幼稚園や認定こども園（幼稚園機能部分）において、通常
の教育時間の前後や長期休業日等に在園児を預かる 

<幼稚園型以外>保育所、子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・セン
ター）、子育て短期支援事業（トワイライトステイ）において、
保護者が病気や急用の場合等に、一時的にこどもを預かる 

２ 
延長保育事業 
（時間外保育事業） 

認定こども園（保育機能部分）や保育所において、通常の開所時間を延長
して保育を実施する 

３ 利用者支援事業 
利用者が教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよ
う、身近な場所で情報の収集と提供を行い、必要に応じ相談・援助等を行
うとともに、関係機関との連絡調整等により支援する 

４ 
放課後児童健全育成事業 
（学童保育所・学童クラブ） 

保護者が就労により家庭にいない児童等に対して、放課後等に適切な遊びや生
活の場を提供し、その健全育成を図る 

５ 
子育て短期支援事業 
（ショートステイ） 

保護者の疾病や仕事等により、家庭で児童を養育することが一時的に困難
になった場合に、児童養護施設等において必要な養育等を行う 

６ 乳児家庭全戸訪問事業 
生後 4 か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問することにより、子育てに
関する情報の提供や乳児及びその保護者の心身の状況・養育環境の把握を
行うほか、養育相談や助言その他の援助を行う 

７ 

養育支援訪問事業 
乳児家庭全戸訪問事業等により把握した支援することが特に必要と認めら
れる乳幼児や保護者等に対し、養育が適切に行われるよう当該居宅におい
て、養育に関する相談、指導・助言、その他必要な支援を行う 

子どもを守る地域ネット
ワーク機能強化事業 

子ども支援ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の調整機関職員や
ネットワーク構成員（関係機関）の専門性向上と連携強化を図るととも
に、児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応のための取組を実施する 

８ 
地域子育て支援拠点事業 
（つどいの広場） 

3 歳以下の乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育
てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う 

９ 病児・病後児保育事業 
こどもが病気等で保育所等に預けられないが、保護者が就労等で家庭での
保育が難しい時に、こどもを認定こども園等に併設した施設で預かる 

10 
ファミリー・サポート・
センター事業 
（子育て援助活動支援事業） 

乳幼児又は小学生を対象に、育児の援助をしたい者と育児の援助を受けた
い者からなる会員組織であり、こどもの預かりを主とした相互援助活動を
行う 

11 妊婦健康診査 妊娠中に定期的な健康診査を行うことにより、母児の健康管理を行う 

12 
実費徴収に係る補足給付
を行う事業 

教育・保育施設の利用において、実費徴収を行うことができるとされてい
る食事の提供に要する費用及び日用品、文房具等の購入に要する費用等に
ついて、低所得世帯を対象にその費用の一部を補助する 

13 
多様な事業者の参入促
進・能力活用事業 

多様な新規事業者の参入を支援するほか、私立認定こども園における特別
な支援が必要なこどもの受入体制を構築するために、職員の加配に必要な
費用の一部を補助する 

14 子育て世帯訪問支援事業 
家事・子育て等に不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦等の家庭を支援
員が訪問し、家事や育児の支援や子育てに関する相談・助言等を行う 

15 児童育成支援拠点事業 
家庭や学校に居場所のない児童等の居場所となる場を開設し、生活習慣の
形成や学習のサポート、食事の提供等を行うとともに、関係機関へのつな
ぎ等を行う 

16 親子関係形成支援事業 
児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱える保護者及びその児童に対
し、相談及び助言を実施するとともに、保護者同士が情報交換できる場を
設ける等その他の必要な支援を行う 

17 妊婦等包括相談支援事業 
妊婦・その配偶者等に対して面談等により情報提供や相談等（伴走型相談
支援）を行う 

18 産後ケア事業 
出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、安心して 
子育てができる支援体制の確保を行う 

19 
乳児等通園支援事業 
（こども誰でも通園制度） 

就労要件を問わず時間単位等で保育所や認定こども園等を柔軟に利用でき
る新たな制度（満 3 歳未満で保育所等に通っていないこどもを対象、月一
定時間まで利用でき、利用料は一時預かり事業と同水準の想定） 

※12・13 は、事業の特性により、量の見込みは定めない。 
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（１）一時預かり事業 

① 一時預かり事業（幼稚園型） 

【 現状 と 量の見込み 】 

令和 5年度は、幼稚園 3か所、認定こども園 9か所の全ての施設で実施しており、

その中で市の補助を受けているのは、幼稚園 2か所、認定こども園 5か所です。 

対象年齢における過去 5か年の平均利用割合と推計人口を勘案し、量の見込みを

設定します。 
（単位：人日／年） 

 
実 績 推 計 

令和 5 年度 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 48,408 52,282 48,333 46,358 44,279 43,240 

確保方策 48,408 52,282 48,333 46,358 44,279 43,240 
 

【 確保方策の内容 】 

市の補助事業に加え、私学助成による預かり保育や自主事業による預かりを含め

た事業の実施により対応します。 
 

② 一時預かり事業（幼稚園型以外） 

【 現状 と 量の見込み 】 

令和 5年度は、一時預かり事業を保育所 6か所、ファミリー・サポート・センタ

ー事業（子育て援助活動支援事業）を社会福祉法人に委託して 1 か所、子育て短期

支援事業（トワイライトステイ）を令和 4年度まで委託していた社会福祉法人に加

えて新たに 12月から民間事業者に委託して計 4か所で実施しています。 

子育て短期支援事業以外については、対象年齢における過去 5 か年の平均利用割

合と推計人口を勘案し、量の見込みを設定します。 

子育て短期支援事業は、令和 6年度の実績見込みと対象年齢における推計人口を

勘案し、量の見込みを設定します。 
（単位：人日／年） 

 
実 績 推 計 

令和 5 年度 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 1,415  1,351 1,278 1,235 1,193 1,166 

 一時預かり事業 791  956 904 874 844 825 

 
ファミリー・サポート・センター事業
(子育て援助活動支援事業) 616 368 349 337 325 318 

 
子育て短期支援事業 
（トワイライトステイ） 8  27 25 24 24 23 

確保方策 1,415 1,351 1,278 1,235 1,193 1,166 

 一時預かり事業 791  956 904 874 844 825 

 
ファミリー・サポート・センター事業
(子育て援助活動支援事業) 616  368 349 337 325 318 

 
子育て短期支援事業 
（トワイライトステイ） 8  27 25 24 24 23 

    ※ファミリー・サポート・センター事業の量の見込み及び確保方策の数値は就学前児童利用分。 
 

【 確保方策の内容 】 

今後も保育所等において継続して実施します。 



55 

 

（２）延長保育事業（時間外保育事業） 

 

【 現状 と 量の見込み 】 

令和 5年度は、保育所 21か所、認定こども園 9か所で実施しており、その中で市

の補助を受けているのは、保育所 7か所、認定こども園 1か所です。 

対象年齢における過去 5か年の平均利用割合と推計人口を勘案し、量の見込みを

設定します。 
（単位：人／日） 

 
実 績 推 計 

令和 5 年度 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 429 403 381 368 356 348 

確保方策 429 403 381 368 356 348 
 

【 確保方策の内容 】 

市の補助事業に加え、自主事業による事業の実施により対応します。 

  



56 

 

（３）利用者支援事業 

 

【 現状 と 量の見込み 】 

事業形態は、基本型（独立した事業として行われている形態）、特定型（主として

市町村の窓口で行う形態）、こども家庭センター型（こども家庭センターとの一体的

な運営を通じて専門職が支援や連携を行う形態）の 3種類があり、令和 5年度は特

定型を 1か所、母子保健型（令和 6年度からこども家庭センター型へ移行）を 1か

所実施しています。 

また、中学校区に 1か所を目安に、子育て家庭の身近なところで相談や情報提供

を行う地域子育て相談機関（実施場所は保育所、幼稚園、認定こども園、つどいの

広場等）の整備に努めることとされています。 
 

     ①利用者支援事業                                （単位：箇所） 

 
実 績 推 計 

令和 5 年度 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 3 3 3 3 3 

 基本型 0 1 1 1 1 1 

 特定型 1 1 1 1 1 1 

 こども家庭センター型 1 1 1 1 1 1 

確保方策 2 3 3 3 3 3 

 基本型 0 1 1 1 1 1 

 特定型 1 1 1 1 1 1 

 こども家庭センター型 1 1 1 1 1 1 

 

     ②地域子育て相談機関                              （単位：箇所） 

 
実 績 推 計 

令和 5 年度 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 0 1 1 1 1 1 

確保方策 0 1 1 1 1 1 
 

【 確保方策の内容 】 

特定型、こども家庭センター型ともに 1か所で継続して事業を実施するとともに、

地域子育て相談機関を 1か所設置し、その地域子育て相談機関において基本型を新た

に実施します。 

地域子育て相談機関は、中学校の適正規模・適正配置による再編整備を踏まえ、

各中学校区への整備を検討します。 
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（４）放課後児童健全育成事業（学童保育所・学童クラブ） 

 

【 現状 と 量の見込み 】 

令和 5年度は、19の小学校区のうち 17 校区に学童保育所・学童クラブを設置し

ており、未設置の 2校区で児童送迎事業を実施しています。全ての利用希望に対応

できておらず、毎年待機児童が発生していることから、施設整備等により待機児童

の解消に取り組んでいます（令和 6年 4月 1日時点の待機児童数 24人）。 

学年別の平均利用割合と対象年齢における推計人口を勘案し、量の見込みを設定

します。 

（単位：人／日） 

 
実 績 推 計 

令和 5 年度 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 852 1,094 1,138 1,128 1,106 1,059 

 １年生 324 371 354 313 311 280 

 ２年生 262 321 324 314 279 280 

 ３年生 171 227 248 253 247 223 

 ４年生 69 106 130 147 152 149 

 ５年生 20 48 57 67 78 82 

 ６年生 6 21 25 34 39 45 

定  員 840 1,000 1,040 1,040 1,040 1,040 

確保方策 920 1,100 1,144 1,144 1,144 1,144 

      ※原則、定員の 110％の範囲内で入所の承認を行っているため、確保方策は定員の 110％としています。 
 

【 確保方策の内容 】 

待機児童の解消に向けて、学童保育所の整備等により、提供体制を確保します。 

 

（５）子育て短期支援事業（ショートステイ） 

 

【 現状 と 量の見込み 】 

令和 5年度は、令和 4年度まで委託していた社会福祉法人に加えて新たに 12月か

ら民間事業者に委託し、計 4か所で実施しています。 

実施施設の拡大後、利用が大きく増加していることから、令和 6年度の実績見込

みを勘案し、量の見込みを設定します。 
（単位：人日／年） 

 
実 績 推 計 

令和 5 年度 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 62 866 866 866 866 866 

確保方策 62 866 866 866 866 866 
 

【 確保方策の内容 】 

社会福祉法人及び民間事業者において、今後も継続して実施します。 
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（６）乳児家庭全戸訪問事業 

 

【 現状 と 量の見込み 】 

生後 4か月頃までの乳児がいる全家庭を、助産師・保健師が訪問しています。 

妊婦等包括相談支援事業における出産後の伴走型相談支援の機会として家庭訪問を

行い、情報提供や相談等を行います。 

0歳児の推計人口を量の見込みとして設定します。 

（単位：件／年） 

 
実 績 推 計 

令和 5 年度 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 531 518 503 490 480 471 

確保方策 531 518 503 490 480 471 
 

【 確保方策の内容 】 

今後も継続して実施します。 

実施体制：大牟田市子ども家庭課、福岡県助産師会 

 

（７）養育支援訪問事業、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

① 養育支援訪問事業  

【 現状 と 量の見込み 】 

支援が必要な乳幼児と保護者を対象に、保健師が家庭を訪問し、子育てに関する

相談、保健指導、助言を行っています。 

 出生数・人口は減少するものの、要支援家庭は現状程度で推移すると想定し、過去

5 か年の訪問世帯数及び延べ訪問数の平均値を勘案し、量の見込みを設定します。 

（単位：件／年） 

 
実 績 推 計 

令和 5 年度  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 

訪問世帯数 223 210 210 210 210 210 

延べ訪問数 755 472 472 472 472 472 

確保 

方策 

訪問世帯数 223 210 210 210 210 210 

延べ訪問数 755 472 472 472 472 472 
 

【 確保方策の内容 】 

今後も継続して実施します。 
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② 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業  

【 確保方策の内容 】 

児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応のため、関係者の専門性向上と連携強

化に取り組むとともに、地域住民への周知を図る活動を実施します。あわせて、支

援対象児童等に関する情報の共有、状況に応じた支援内容等についての協議、判断

を迅速かつ適切に行っていきます。 
 

（８）地域子育て支援拠点事業（つどいの広場） 

 

【 現状 と 量の見込み 】 

令和 5年度は、市民活動等多目的交流施設「えるる」1か所で実施しています。 

対象年齢における過去 5か年の平均利用割合と推計人口を勘案し、量の見込みを

設定します。 
（単位：人回／月、箇所） 

 
実 績 推 計 

令和 5 年度  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 利用者数 696 579 553 539 528 516 

確保方策 箇所数 1 1 1 1 1 1 
 

【 確保方策の内容 】 

更なるニーズに対応するための機能充実を検討しながら、今後も継続して実施し

ます。 
 

（９）病児・病後児保育事業 

 

【 現状 と 量の見込み 】 

令和 5年度は、学校法人 1か所への委託により実施するとともに、民間事業者 1

か所が実施しています。令和 5年 4月から福岡県事業により、福岡県内居住者は利

用料が無料となっています。 

令和 5年度の利用割合と令和 6年度の伸び率、対象年齢における推計人口を勘案

し、量の見込みを設定します。 
（単位：人日／年） 

 
実 績 推 計 

令和 5 年度 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 1,162 1,642 1,622 1,608 1,595 1,580 

確保方策 2,926 4,606 4,606 4,606 4,606 4,606 
 

【 確保方策の内容 】 

今後も継続して実施します。 
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（10）ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 

 

【 現状 と 量の見込み 】 

本市では 1か所で実施しており、令和 6年 3月末時点での会員数は 779人（内訳：

依頼会員 623人、提供会員 131人、両方会員 25人）です。 

対象年齢における過去 5か年の平均利用割合と推計人口を勘案し、量の見込みを

設定します。 

（単位：人日／年） 

 
実 績 推 計 

令和 5 年度 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 557 696 671 641 615 584 

確保方策 557 696 671 641 615 584 

     ※量の見込み及び確保方策の数値は小学生利用分。 
 

【 確保方策の内容 】 

今後も継続して実施します。 

 

（11）妊婦健康診査 

 

【 現状 と 量の見込み 】 

母子健康手帳交付時に妊婦健康診査受診券を交付しています。 

令和 5年度の平均健診回数 12.2回に、0歳児の推計人口を勘案し、量の見込みを

設定します。 

（単位：人／年、回／年） 

 
実 績 推 計 

令和 5 年度 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 

受診対象者数 519 518 503 490 480 471 

健診回数 6,339 6,320 6,137 5,978 5,856 5,746 

確保方策 健診回数 6,339 6,320 6,137 5,978 5,856 5,746 
 

【 確保方策の内容 】 

今後も母子健康手帳交付時に妊婦健康診査受診券を交付します。受診券は福岡県・

熊本県・佐賀県・大分県の医療機関と福岡県内の助産所で使用できます。受診券が使

用できない地域で受診した場合は、申請により基準額を上限として助成を行います。 

検査項目：妊娠時期に応じた検査を実施 

実施時期（望ましい基準）：妊娠初期から妊娠 23週まで  概ね 4週間に 1回 

妊娠 24週から妊娠 35週まで 概ね 2週間に 1回 

妊娠 36週から出産まで    概ね 1週間に 1回 
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（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

 

【 確保方策の内容 】 

新制度に移行していない幼稚園を利用する低所得世帯の負担軽減を図るため、 

保護者が負担する副食費の一部を補助します。 

 

（13）多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

 

【 確保方策の内容 】 

特別な支援が必要なこどもを受け入れる私立認定こども園の設置者に対し、職員

の加配に必要な費用の一部を補助します。 

 

（14）子育て世帯訪問支援事業 

 

【 現状 と 量の見込み 】 

本事業は、令和 4年の児童福祉法改正（令和 6年 4月 1日施行）により、新たに

「地域子ども・子育て支援事業」に位置付けられた事業です。 

子ども支援ネットワークにおいて継続支援している世帯のうち、家事支援等が必

要とされる家庭を勘案し、量の見込みを設定します。 

（単位：人日／年） 

 
推 計 

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 - 48 96 144 144 

確保方策 - 48 96 144 144 
 

【 確保方策の内容 】 

子ども支援ネットワークにおける相談支援や妊婦等包括相談支援事業と連携した

取組として、令和 8年度からの実施に向けて検討していきます。 

 

（15）児童育成支援拠点事業 

 

【 確保方策の内容 】 

本事業は、令和 4年の児童福祉法改正（令和 6年 4月 1日施行）により、新たに

「地域子ども・子育て支援事業」に位置付けられた事業です。 

本市では、民間団体等により、令和 6年度に不登校・ひきこもりの当事者の居場

所となるような場が開設されており、不登校児童生徒等に対し、学習支援や社会体

験等を通して、基本的な生活習慣を育む支援等が行われています。 

こうした民間の活動や取組を踏まえながら、事業の必要性や実施について検討し

ていきます。 
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（16）親子関係形成支援事業 

 

【 確保方策の内容 】 

本事業は、令和 4年の児童福祉法改正（令和 6年 4月 1日施行）により、新たに

「地域子ども・子育て支援事業」に位置付けられた事業です。 

本市では、市内の社会福祉法人において、療育のためのペアレント・トレーニング

や県児童相談所から委託を受け、通所等での指導が実施されています。また、本市が

社会福祉法人に委託し、発達障害のあるこどもや保護者等が交流し、悩み相談や情報

交換を行う場を開設しています。 

こうした取組を踏まえながら、令和 8 年度からの実施に向けて検討していきます。 

 

（17）妊婦等包括相談支援事業 

 

【 現状 と 量の見込み 】 

本事業は、令和 6 年の子ども・子育て支援法改正（令和 7 年 4 月 1 日施行）によ

り、新たに「地域子ども・子育て支援事業」に位置付けられた事業です。 

妊婦・その配偶者等に対して、妊娠期から出産・子育てまで寄り添い、面談等の

実施により、必要な情報提供や相談に応じるとともに、ニーズに応じて必要な支援

につなげる伴走型相談支援を妊婦のための支援給付（経済的支援）と一体的に実施

しています。 

面談等の回数と 0歳児の推計人口を勘案し、量の見込みを設定します。 
（単位：回／年） 

 
推 計 

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 1,554 1,509 1,470 1,440 1,413 

確保方策 1,554 1,509 1,470 1,440 1,413 
 

【 確保方策の内容 】 

妊娠届出時面談、妊娠 8か月頃の電話等による相談（希望者に対して面談を実

施）、出産後に助産師・保健師による家庭訪問を実施します。 
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（18）産後ケア事業 

 

【 現状 と 量の見込み 】 

本事業は、令和 6 年の子ども・子育て支援法改正（令和 7 年 4 月 1 日施行）によ

り、新たに「地域子ども・子育て支援事業」に位置付けられた事業です。 

市内及び荒尾市の産科医療機関で、宿泊（ショートステイ）型、通所（デイサー

ビス）型（個別）を実施しています。 

過去 5か年の平均利用割合と平均利用日数、推計産婦数を勘案し、量の見込みを

設定します。 
（単位：人日／年） 

 
推 計 

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 153 166 178 191 204 

確保方策 153 166 178 191 204 
 

【 確保方策の内容 】 

今後も希望者が利用できるように産科医療機関と連携して実施します。 

 

（19）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

 

【 確保方策の内容 】 

本事業は、令和 6 年の子ども・子育て支援法改正（令和 7 年 4 月 1 日施行）によ

り、令和 7年度に「地域子ども・子育て支援事業」として制度化され、令和 8年度か

らは給付制度として実施されることになっています。 

今後、国の動向や試行的に取り組んでいる他自治体の実施状況を注視しながら、事

業の実施について検討していきます。 
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 資料編 
 

１ 計画策定の経過 

 

時 期 内 容 

令和6年2月20日 

市議会市民教育厚生委員会 

主な議題 

・大牟田市こども計画について（策定の趣旨、進め方 など） 

令和6年3月8日 

令和 5 年度 第 4 回大牟田市子ども・子育て委員会（庁内会議） 

主な議題 

・大牟田市こども計画について（策定の趣旨、進め方 など） 

・大牟田市こども計画に係るニーズ調査の実施について 
（調査概要、調査項目 など） 

令和6年3月18日 

令和 5 年度 第 4 回大牟田市子ども・子育て会議 

主な議題 

・大牟田市こども計画について（策定の趣旨、進め方 など） 

・大牟田市こども計画に係るニーズ調査の実施について 
（調査概要、調査項目 など） 

令和6年7月5日 

大牟田市子ども・子育て会議条例改正 

改正概要 

・市町村こども計画を審議するため、趣旨及び担任事務を改正 

・委員数を 14 人から 20 人に増員し、「経済団体」と「大学又は高等
専門学校の学生」を追加 

令和6年7月1日 

   ～7月19日 

大牟田市子ども・子育て会議 市民委員募集 

・広報おおむた、市ホームページ、LINE、教育・保育施設や学童保育
所等でのポスター掲示により周知 

・募集 3 人に対し 4 人応募 

令和6年7月1日 

   ～7月22日 

大牟田市こども計画に係る市民アンケート調査 

・実施概要は P.14、調査結果は P.15～20 に記載 

令和6年8月9日 

（書面開催） 

令和 6 年度 第 1 回大牟田市子ども・子育て委員会（庁内会議） 

主な議題 

・大牟田市こども計画策定に係る市民アンケートについて 
（調査票、実施状況の報告） 

令和6年8月20日 

令和 6 年度 第 1 回大牟田市子ども・子育て会議 

・委員 20 人に委嘱 

主な議題 

・大牟田市こども計画策定に係る市民アンケートについて 
（調査票、実施状況の報告） 

令和6年9月30日 

令和元年度 第 2 回大牟田市子ども・子育て委員会（庁内会議） 

主な議題 

・大牟田市こども計画策定に係る市民アンケートの結果について 

・大牟田市こども計画の骨子案について 
（計画の概要、大牟田市の現状と課題等） 

令和6年10月7日 

令和 6 年度 第 2 回大牟田市子ども・子育て会議 

主な議題 

・大牟田市こども計画策定に係る市民アンケートの結果について 

・大牟田市こども計画の骨子案について 
（計画の概要、大牟田市の現状と課題等） 
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時 期 内 容 

令和6年11月7日 

市議会市民教育厚生委員会 

主な議題 

・大牟田市こども計画策定に係る市民アンケートの結果について 

・大牟田市こども計画の骨子案について 
（計画の概要、大牟田市の現状と課題等） 

令和6年11月21日 

令和 6 年度 第 3 回大牟田市子ども・子育て委員会（庁内会議） 

主な議題 

・大牟田市こども計画の案について 
（基本目標と具体的な取組、子ども・子育て支援事業計画部分等） 

令和6年12月18日 

市議会市民教育厚生委員会 

主な議題 

・大牟田市こども計画（案）について 
（基本目標と具体的な取組、子ども・子育て支援事業計画部分等） 

・市民意見募集の実施について 

令和6年12月23日 

令和 6 年度 第 3 回大牟田市子ども・子育て会議 

主な議題 

・大牟田市こども計画の案について 
（基本目標と具体的な取組、子ども・子育て支援事業計画部分等） 

 令和7年1月6日 

～令和7年１月31日 

市民意見募集（パブリックコメント）実施 

・寄せられた意見等は P.72～78 に記載 

令和7年2月7日 

令和 6 年度 第 4 回大牟田市子ども・子育て委員会（庁内会議） 

主な議題 

・大牟田市こども計画（案）の市民意見募集結果について 

・大牟田市こども計画の最終案について 

令和7年2月21日 

市議会市民教育厚生委員会 

主な議題 

・大牟田市こども計画（案）の市民意見募集結果について 

・大牟田市こども計画の最終案について 

令和7年3月13日 

令和 6 年度 第 4 回大牟田市子ども・子育て会議 

主な議題 

・大牟田市こども計画（案）の市民意見募集結果について 

・大牟田市こども計画の最終案について 

令和7年3月 大牟田市こども計画策定 
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 ２ 大牟田市子ども・子育て会議 

（１）大牟田市子ども・子育て会議条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」とい

う。）第72条第１項に規定する合議制の機関及び地方自治法（昭和22年法律第67号）第

138条の４第３項に規定する市長の附属機関として設置する大牟田市子ども・子育て会

議（以下「子ども・子育て会議」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（担任事務） 

第２条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。 

(１) 法第72条第１項各号に掲げる事務 

(２) こども基本法（令和４年法律第77号）第10条第２項に規定する市町村こども計画

の策定又は変更に関し必要な事項について調査審議すること。 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 経済、教育、福祉、保健若しくは医療に関する団体の代表者又はその団体から推

薦を受けた者 

(３) 公募による市民 

(４) 市立小学校の校長 

(５) 大学又は高等専門学校の学生 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 市長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に支障があると認めるとき、又は特に必

要があると認めるときは、当該委員を解任することができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 子ども・子育て会議の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 
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４ 会長は、必要があると認めるときは、子ども・子育て会議の会議に関係者の出席を求

め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉部において処理する。 

（補則） 

第８条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の組織及び運営に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

付 則（令和５年３月29日条例第30号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

付 則（令和５年６月28日条例第４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の大牟田市子ども・子育て会議条例（以下「旧条例」

という。）の規定により大牟田市子ども・子育て会議の委員に任命され、又は会長若し

くは副会長に互選されている者は、改正後の大牟田市子ども・子育て会議条例（以下

「新条例」という。）の規定により大牟田市子ども・子育て会議の委員に任命され、又

は会長若しくは副会長に互選されたものとみなす。この場合において、新条例の規定に

より委員に任命されたものとみなされる者の任期は、旧条例の規定により委員に任命さ

れている者の任期の残任期間（以下「旧条例による委員の残任期間」という。）とす

る。 

（新たに委員となった者の任期） 

３ この条例の施行の日から旧条例による委員の残任期間の末日までの間において、委員

の増員のために新たに大牟田市子ども・子育て会議の委員に任命された者の任期は、同

条例第３条第１項の規定にかかわらず、旧条例による委員の残任期間の末日までとす

る。 

付 則（令和６年７月５日条例第４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

  



68 

 

（２）大牟田市子ども・子育て会議委員名簿 

 

区 分 団 体 名 氏 名 備 考 

学識経験者 前大牟田市教育委員会教育長 宮田 忠雄 会長 

福祉団体の関係者 

甘木山学園 坂口 明夫  

大牟田市保育所連絡協議会 猿渡 保生  

大牟田市民生委員・児童委員協議会 奥薗 睦子  

大牟田市社会福祉協議会 
内田 勉 R6.7.1から 

馬場 朋文 R6.6.30まで 

大牟田市学童保育所・学童クラブ 

連絡協議会 

早川 由美子 R6.7.1から 

福島 昭二 R6.6.30まで 

福岡県障がい児等療育支援施設 

(りんどう学園) 
北野 真由美  

保健医療団体の関係者 大牟田医師会 辻 裕子 副会長 

教育団体の関係者 

大牟田市小学校長会 
古賀 初 R6.7.1から 

堤 さゆり R6.6.30まで 

大牟田市立小・中・特別支援学校 

ＰＴＡ連合会 

坂口 志津香 R6.7.1から 

西田 真理 R6.6.30まで 

大牟田地区私立幼稚園協会 安元 大介  

スクールソーシャルワーカー 高口 恵美 R6.7.1から 

大牟田市子どもの居場所等連絡 

協議会 
齊木 聖子 R6.7.1から 

経済団体の関係者 

大牟田商工会議所青年部 吉川 哲平 R6.7.1から 

大牟田青年会議所 

城戸 信清 R7.1.20 から 

坂上 沙織 
R6.7.1から 

R6.12.27 まで 

若者（ 学生） 
帝京大学学友会 野口 理穏 R6.7.1から 

有明工業高等専門学校 学生 田中 凛太朗 R6.7.1から 

市民公募委員 

※幼稚園・認定こども園児の保護者 
阿野 奈々美 R6.7.1から 

妹尾 嘉奈子 R6.6.30まで 

※保育所児童、小学生の保護者 
一木 香織 R6.7.1から 

渡部 綾 R6.6.30まで 

※保育所児童、小学生（学童保育所） 

の保護者 

尾下 愛美 R6.7.1から 

井形 美里 R6.6.30まで 
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 ３ 大牟田市子ども・子育て委員会 

（１）大牟田市子ども・子育て委員会要綱 

（設置） 

第１条 本市において、子ども・子育て支援法(平成２４年法律第６５号）に基づく大牟田

市子ども・子育て支援事業計画の策定及び推進を図るとともに、子どもやその保護者に

関する行政施策を総合的かつ効果的に推進するため、大牟田市子ども・子育て委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 大牟田市子ども・子育て支援事業計画（以下｢事業計画」という。）の策定及び

推進に関すること。 

(２) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。 

(３) その他子ども・子育て支援施策の推進に関し必要なこと。 

（組織）  

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員９人以内をもって組織する。 

２ 委員長には保健福祉部子ども未来室長を、副委員長には保健福祉部子ども未来室子ど

も育成課長をもって充てる。 

３ 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職

務を代理する。 

５ 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

（会議） 

第４条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、意見を

聴き、若しくは説明をさせ、又は資料の提出を求めることができる。 

（作業部会） 

第５条 事業計画の策定及び推進に関する具体的な事項について調査し、研究し、及び協

議するため、委員会に作業部会を置くことができる。 

２ 作業部会は、委員の属する課の職員をもって構成する。 

（事務局） 

第６条 委員会の事務を処理するため、保健福祉部子ども未来室子ども育成課に事務局を

置く。 

２ 委員会の事務局は、保健福祉部子ども未来室子ども育成課の職員をもって構成する。 

（補則）  

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に

定める。 
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付 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２９年８月７日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成３０年１０月１５日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

部  名 職    名 

企画総務部 総合政策課長 

 

市民協働部 

  

生涯学習課 地域学習担当課長 

人権・同和・男女共同参画課長 

保健福祉部 

保健福祉総務課 企画担当課長 

福祉支援室 

福祉課長  

福祉支援室 

福祉課 障害福祉担当課長 

子ども未来室 

子ども家庭課長 

教育委員会事務局 
学校教育課長 

学校教育課指導室長 
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（２）大牟田市子ども・子育て委員会名簿 

令和 5年度 

役 職 氏 名 職 名 

委員長 原 美佳 保健福祉部 子ども未来室長 

副委員長 吉澤 恵美 保健福祉部 子ども未来室 子ども育成課長 

委 員 

新田 成剛 総合政策課長 

村上 陽子 生涯学習課 地域学習担当課長 

平田 浩司 人権・同和・男女共同参画課長 

前田 宣博 保健福祉総務課 企画担当課長 

大曲 美絵 福祉支援室 福祉課長  

鷹尾 俊介 福祉支援室 福祉課 障害福祉担当課長 

橋本 強 子ども未来室 子ども家庭課長 

小宮 武 学校教育課長 

杉野 浩二 学校教育課指導室長 

 

令和 6年度 

役 職 氏 名 職 名 

委員長 原 美佳 保健福祉部 子ども未来室長 

副委員長 橋本 浩二 保健福祉部 子ども未来室 子ども育成課長 

委 員 

新田 成剛 総合政策課長 

浦川 一浩 生涯学習課 地域学習担当課長 

佐藤 恭代 人権・同和・男女共同参画課長 

前田 宣博 保健福祉総務課 企画担当課長 

大曲 美絵 福祉支援室 福祉課長  

岡村 潤子 福祉支援室 福祉課 障害福祉担当課長 

橋本 強 子ども未来室 子ども家庭課長 

田上 修 学校教育課長 

杉野 浩二 学校教育課指導室長 
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 ４ 市民意見募集で寄せられた意見等 

(1)意見提出数 23件（提出した市民 6名） 

(2)意見の内容及び回答 

①市民意見の回答区分 

回答区分 件  数 

意見を踏まえて修正  3件 

参考意見とするもの 13件 

その他（質問）  7件 

②具体的な市民意見及び回答 

以下のとおり 

№ 
該当
ページ 寄せられた意見 市の回答・考え方 等 

対
応 

1 6 出生数・出生率の推移において、
令和 2年から令和 4年までの出生
数が 12 ページの 0 歳の数値と合
致していません。統計の基準日の
相違等何か理由があるのでしょ
うか。 

出生数は１年間に生まれた子の合計数です。一
方、12 ページの児童人口の実績における 0 歳の数
は、4 月 1 日時点で本市の住民基本台帳に登録さ
れている 0 歳児の数であるため、出生数とは数値
が異なっています。 

質
問
回
答 

2 7 女性の年齢別就業率の推移にお
いて、「M 字カーブ」と記されてい
ますが、M 字には見えないので他
の表現にした方が良いのではな
いのでしょうか。 

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 
 
【修正内容】 
結婚や出産を機に一旦離職すること等による減少
は、平成 27 年の調査と同様に少なくなっていま
す。 

修
正 

3 8 育児休業の取得率の推移におい
て、全国の市区町村の女性職員の
令和 5 年度の数値が 100.1％と記
されていますが、100％を超える
理由を教えてください。また、大
牟田市における男性の子育て目
的の特別休暇取得率が令和 4 年
度から令和 5 年度で約 6％減少し
た理由を教えてください。 

育児休業取得率は、当該年度中に新たに子が生ま
れた職員数（取得可能となった職員数）（＝分
母）に占める当該年度中に新たに育児休業を取得
した職員数（＝分子）の割合を示しています。例
えば、令和 4 年度に子が生まれた職員が令和 5 年
度になって育児休業を取得した場合、令和 5 年度
の育児休業取得率の計算において、この職員は分
子にだけ含まれることになります。このため、取
得率が 100%を超える場合があります。 
ご意見を踏まえ、100％を超える理由について、
育児休業取得率の注記に追記します。 
また、大牟田市における男性の子育て目的の特別
休暇取得率が令和 5 年度に減少した理由は、休暇
を取得できなかった職員がいたためですが、取得
できなかった理由は把握していません。 

修
正 

4 9 児童発達支援等の利用者数の推
移において、毎年利用者が増加し
ていますが、その理由が分かれば
教えてください。 

発達障害に関する認知が進んだことや、障害児通
所支援事業所の開設や定員増により利用がしやす
くなったことなどが要因と考えています。 

質
問
回
答 
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№ 
該当
ページ 寄せられた意見（原文校正） 市の回答・考え方 等 

対
応 

5 10 教育相談の推移において、不登校
の相談件数が毎年増加していま
すが、その理由は把握されている
でしょうか。また、改善に向けて
の対策は講じられているでしょ
うか。 

不登校の理由は複雑化・多様化しており、様々な
背景があります。近年の傾向としては、小中学校
とも生活リズムの不調に関する相談件数が多く、
スマートフォン等の所持年齢が低年齢化している
こととも関連していると考えています。そのた
め、各学校で保護者と連携して「早寝早起き朝ご
はん運動」を推進しています。また、学校生活に
対してやる気がでない等の相談も多いため、児童
会・生徒会活動を充実させて居心地のよい学校を
目指すとともに、各学校の特色を生かした魅力あ
る学校づくりを進めています。加えて、スクール
カウンセラーやスクールソーシャルワーカーを各
中学校区に配置し、児童生徒の心のケアを行うと
ともに、家庭に対する支援も実施しています。 

質
問
回
答 

6 11 支援が必要な小・中学生の児童生
徒の推移において、全児童生徒数
が減少しているのに、支援が必要
な児童生徒数や出現率が増加し
ていますが、特別な理由があるの
でしょうか。 

令和 4 年 12 月に文部科学省から出された「通常
の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする
児童生徒に関する調査結果について」において、
「増加の理由を特定することは困難であるが、教
師や保護者の特別支援教育に関する理解が進み、
今まで見過ごされてきた困難のある子供たちによ
り目を向けるようになったことが一つの理由とし
て考えられる。」とあるように、特別支援教育へ
の理解が進んだことが理由の一つとして考えられ
ます。 

質
問
回
答 

7 12 就学前児童・小学生児童の人口の
推計値で、0 歳の人口は減少する
ものの、令和 9 年から対前年比の
減少率がわずかながら改善され
る数値になっています。減少が改
善されると想定される理由を教
えてください。 
また、就学前児童・小学生児童の
人口の推計値で、0 歳が 1 歳、2
歳・・・となるにつれて人口が増
加していますが、要因は何なので
しょうか。 

0 歳児の推計人口は、15～49 歳の女性の年齢別変
化率を算出し、取得可能な直近の実績である令和
4 年の出生率と年齢別に掛け合わせたものを合算
することで算出しています。推計する 5 年間の各
年で 15～49 歳となる女性の人数が年齢別にばら
つきがあるため、0 歳児の減少率は一定とはなっ
ておりません。 
また、0 歳児以外の児童人口の推計は、令和 2 年
から 6 年の過去 5 年間における 4 月 1 日時点の大
牟田市住民基本台帳年齢別人口をもとに、年齢別
変化率平均を算出し、コーホート変化率法で推計
しています。 
過去 5 年間の実績において 0→1 歳、1→2 歳…の
変化率平均が 1 を超えている部分については、推
計値も増加しています。 

質
問
回
答 

8 14 情報発信に力を入れてほしいと
いう意見がある中で、私は大牟田
市の公式ラインに登録していま
すが、このアンケートフォーム
（市民意見募集）の話が通知され
なかったのは、ダメなんじゃない
でしょうか。 

大牟田市公式 LINE については、登録された時点
では、防災情報や緊急情報、その他登録者全員に
お知らせが必要な情報を通知する仕様になってお
り、子育て情報や観光・イベント情報など、受信
したい情報がある場合は、登録後に受信設定をし
ていただく必要があります。 
今回の意見募集については、受信設定で「ジャン
ル」の「子育て」または「お出かけ、市からの情
報」の「その他、市からのお知らせ」の受信設定
をされている方に通知しています。 

参
考
意
見 
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№ 
該当
ページ 寄せられた意見（原文校正） 市の回答・考え方 等 

対
応 

9 16 子どもの医療費について、幼児小
中学生だけでなく、高校生まで助
成の対象にしてほしい。 

子ども医療費については、令和 7 年 1 月から助成
拡充を行っており、通院医療費については、就学
前まで無料、小・中学生は 500 円に引き下げ、入
院医療費については中学生まで無料としていま
す。対象を高校生まで拡大する場合、更に多くの
財源が必要となりますので、本市単独の財源で実
施することは現時点では難しい状況です。このた
め、国や県に対し、制度の見直しや財政支援につ
いて要望を行っているところです。今後、国や県
の動向を注視しながら、更なる支援の拡充につい
て検討していきます。 

参
考
意
見 

10 20 アンケートで「こどもの遊び場・
居場所が少ない」という回答が
50%弱を占めています。これに対
し、市の対策は 45 ページかと思
いますが、既存施設の改修だと遊
び場は増えないと考えますが、ど
うでしょうか。 
47 ページの成果指標では、「居場
所」の数は増える見込みですが、
「遊び場」の数も増やして市民の
不満を解決しないと、子育てをし
やすいと思う市民は増えないと
思います。 

こどもの遊び場や活動する場の充実に当たって
は、新たな施設の整備には多額の費用が必要にな
るため、民間施設も含めて、既存施設の機能充実
や空きスペースの有効活用をしていきたいと考え
ています。また、アンケート調査では、休みの日
や雨の日にこどもを連れて行ける場所が不足して
いるという声も多くいただいていますので、そう
したニーズも踏まえながら、遊び場の確保を検討
していきます。 

参
考
意
見 

11 33 母親が主にこどもを育てるとい
うことが定着しすぎています。昨
今、父親の育児参加が増えてきて
いるのも事実ですが、まだまだ意
識の上では足りてないと思いま
す。 
小さい時から性教育を充実させ
ることで、命の尊さ、お父さんお
母さん 2 人で小さい命を育んで
いくことの責任、喜び、希望、そ
ういったものが芽生えて、いずれ
花を咲かせるのではないでしょ
うか。 
ただ、家事を分担してこどもにご
飯を食べさせることが育児では
ありません。こどもの成長に向け
て、両親で話し合い、助け合い、
支え合い協力していかなければ
なりません。やむを得ず離婚をす
ることになっても、こどもが大人
になるまで、その義務を果たす責
任があるということを、こどもの
頃からきちんと教育することの
重要性に気づいてほしいです。 

就学前児童の保護者へのアンケート調査では、子
育てを主に行っているのは「父母ともに」が
60.9％（5 年前の前回調査では 53.7％）、「主に母
親」が 37.8％（前回 43.6％）となっており、父
親の育児参加が進んできている状況がうかがえま
す。しかし、いまだ 4 割近くが「主に母親」とい
う回答になっていることから、共働き・共育てを
しやすい環境づくりを更に進めていくため、事業
者等への働きかけや啓発等に取り組んでいきま
す。 
また、結婚や子育てを含んだ将来のライフプラン
を考えるに当たって、その前提となる妊娠・出
産・子育て等に関する正しい知識や情報を適切な
時期に得ることが重要です。このため、市内の小
中学校では、大牟田市立病院の助産師や県から紹
介されるアドバイザーなど、様々な外部講師を招
き、命の尊さや性について学ぶ性教育に取り組ん
でいます。 

参
考
意
見 
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№ 
該当
ページ 寄せられた意見（原文校正） 市の回答・考え方 等 

対
応 

12 33 基本施策１の施策推進の視点１
にこども・若者の権利の保障が書
かれ、こどもたちの意見を尊重し
てともに施策を進めるとされて
いるのが良いと思いました。権利
の保障が、こどもたちの主体性を
育み、主権意識の育ちにつながる
ことを期待します。また、一部の
こどもたちの意見表明や参画と
いうのではなく、例えば、学校な
どを通してすべてのこどもたち
が意見を出し合える機会を設け
ることも望まれます。特に、学校
に行けていないこどもたちの声
を聞くには、更なる工夫が必要だ
と思います。 

こどもや若者の意見を聴くに当たっては、積極的
に意見を言える・言いたいこどもや若者だけでな
く、様々な状況にあるこどもや若者が参画できる
場や機会を確保し、多様な意見を聴くように努め
ていく必要があると考えています。このため、国
や他自治体の取組などを研究しながら、こどもや
若者が参加しやすく、安全・安心に意見を伝えら
れる仕組みづくりや環境づくりに取り組んでいき
ます。 

参
考
意
見 

13 35 乳幼児健診や予防接種は、以前の
ように、市内の保健センターのよ
うなところで同じ月齢の子たち
を対象に実施すれば、親同士知り
合う機会にもなります。 
また、共働きの方のために、月に
一度、予約制でもいいので、夕方
から健診や予防接種を受けられ
るようにするとか、医師会に働き
かけるなどできないでしょうか。 

乳幼児健診や予防接種は、かかりつけ医を通じて
各家庭が柔軟に受けられるよう、市内の医療機関
で個別に実施しています。健康相談を含めた日常
的なフォローが受けられるため、継続的な健康管
理にもつながると考えています。また、1 歳 6 か
月児と 3 歳児の歯科健診は保健センター｢らふる｣
で月 2 回、集団で実施しています。 
共働き家庭に配慮した健診・予防接種の実施につ
いては、いただいたご意見を大牟田医師会と共有
しながら、より良い環境づくりに努めていきま
す。 

参
考
意
見 

14 35 保育料や授業料が無料だから、子
ども手当がもらえるからとか、そ
んな安易な策で釣られるような
親の中に、こどもをきちんと見て
いる人がどれくらいいるでしょ
うか。 
もちろん、病気などを理由に仕事
に就けず、助かっている方もいる
と思うので、それはそれで役に立
っているとは思いますが、目先の
お得さだけではなく、長い目で見
て、必要な知識を身につけたり、
必要なケアを行えるような体制
を整えていただけるようお考え
ください。 

安心してこどもを産み、育てることができる環境
づくりを目指し、妊娠届時から妊婦全員に面談を
し、妊娠後期には電話等による相談を行っていま
す。出産後には全ての家庭に助産師や保健師が訪
問することにより、育児不安や負担を軽減するた
めの伴走型相談支援に取り組み、妊娠期から子育
て期にわたる切れ目のない支援を行っています。 
また、妊婦やパートナーを対象とする「パパ・マ
マ育児専科」を開催し、出産・育児に関する知識
について学び、妊婦やパートナーの絆とともに親
子の関係性を育み、参加者同士の交流を図ってい
ます。さらに、１歳未満の赤ちゃんや保護者を対
象に「赤ちゃん広場」を開催し、参加者同士の交
流を通して、育児不安等の解消を図っています。 
加えて、地区公民館等で幼児・小学生・中学生の
保護者を対象に、家庭教育に関する学習の機会づ
くりに取り組んでおり、引き続き充実を図ってい
きます。 

参
考
意
見 
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№ 
該当
ページ 寄せられた意見（原文校正） 市の回答・考え方 等 

対
応 

15 36 

39 

昔より少しずつ子育てしやすい
まちになっているのかもしれま
せんが、他の市町村で実施してい
ると聞いた保育料 0 歳児無償化
を切に願います。我が家で言え
ば、上の子と下の子が 6 学年離れ
ており、下の子が 0 歳児から保育
料を払っていますが、半額になら
ず全額負担しており、更に上の子
の学童の利用料を払っています。
大変生活が苦しいです。せめて、
上の子が在園中でなくても 2 人
目を半額にしてほしいです。 

保育所等を利用する 0 歳児から 2 歳児について
は、世帯の市民税の課税状況や課税額に応じて、
保護者の皆様に保育料を負担していただいていま
す。この保育料については、国が標準的な金額
（月額保育料）を設定していますが、本市では、
保護者の経済的負担を軽減する観点から、一定の
市費を投じて、階層区分を細分化するとともに国
の設定額よりも安い金額としています。そうした
取組に加え、0 歳児の保育料無償化や多子世帯の
保育料負担の軽減を実施する場合、更に多くの財
源が必要となりますので、国や県の財政負担なし
に本市単独の財源で実施することは現時点では難
しい状況です。また、多子世帯の保育料軽減につ
いては、国の制度に基づき実施していますが、同
じ多子世帯でありながら、きょうだいの年齢構成
や所得の状況によって軽減や免除が適用されない
場合があり、不合理な格差が生じていますので、
国や県に対し、制度の拡充や財源の支援を要望し
ているところです。今後、国や県の動向を注視し
ながら、更なる保育料負担の軽減について検討し
ていきます。 

参
考
意
見 

16 38 「障害」という表記が使用されて
いますが、大牟田市のホームペー
ジでは「障がい」と表記されてい
ます。同じ市の文書でありながら
使い分けている理由を教えてく
ださい。 

本市では国の表記と合わせて「障害」の表記を基
本としており、本計画でもそのように表記してい
ます。ただし、福岡県は「障がい」の表記を使用
しているため、県の文章を引用・転記している場
合や、県からの通知を掲載している場合などにお
いて、「障がい」の表記となっていることがあり
ます。 

質
問
回
答 

17 40 

41 

小学校や中学校で、支援員を増や
したり、支援員の定期的な講習を
行うなどして、教員の負担を減ら
すことはできないでしょうか。 
インフルエンザなどの感染症が
流行する兆しが見えた時点で、せ
っかく 1人 1台タブレットを配布
しているので、希望者だけでも早
めにオンライン授業に切り替え
ることはできないでしょうか。 

教職員の業務内容が増大する中、市教育委員会で
は、「大牟田市教職員の働き方改革取組指針」（平
成 31 年 4 月策定、令和 5 年 3 月改定）に基づ
き、教職員の意識改革、業務改善の推進、部活動
の負担軽減、教職員の役割の見直しと専門スタッ
フの活用等の 4 つの観点で、教職員の長時間勤務
の改善に取り組んでいます。 
教職員の役割の見直しと専門スタッフの活用等の
具体的な取組として、教職員の多忙な業務を軽減
し、児童生徒への指導や支援の時間が確保できる
よう、訪問指導員、学習指導員、スタディサポー
ター等の配置や派遣をしています。また、教職員
が困難な課題を抱え込むことのないよう、スクー
ルカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、
特別支援教育支援員、スクールサポーターの配置
や派遣も行っています。 
感染症罹患者が増加した場合のオンラインでの対
応については、学級閉鎖を行った場合に、適宜、
状況に応じて実施を考えていきます。 

参
考
意
見 
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№ 
該当
ページ 寄せられた意見（原文校正） 市の回答・考え方 等 

対
応 

18 42 【取組 3-②】学校・家庭・地域の
連携で「響育」と記されています
が、地域にはどのようなことを求
める予定ですか。 

小中一貫教育を推進していくに当たって、小中学
校の教職員が教育目標と目指す児童生徒像を共有
し、義務教育の 9 年間を見通した教育課程を編成
して、系統的・連続的な指導を目指しています。
その中で、学校と地域をつなぐ「地域学校協働活
動推進員」を順次配置しています。学校と地域が
連携・協働して、学校の教育活動を充実させてい
くとともに、地域の方々も学校教育活動や地域活
動への参画により、生き生きと活動できるように
することで、「地域とともにある学校」「学校を核
とした地域づくり」を目指していきます。 
まずは、各中学校区に学校運営協議会を設置し、
PTA や地域の代表の皆様等と協議しながら進めて
いきます。 

質
問
回
答 

19 45 18 歳までの事業の支援は楽しみ
な取組のひとつです。採用された
事業はライン等で発信いただき、
街で応援していきたいですね。 

本市では、令和 2 年度から、高校生がまちづくり
に関わる活動を支援する取組を実施しています。
今年度は、高校生等が部活動のように集まって、
自分たちでできることを考え、企画し、地域のた
めに活動する「高校生まちづくり部」を立ち上
げ、まちのゴミ拾い活動やイベントのお手伝い等
に参加しています。こうした活動の様子について
は、市ホームページに加え、インスタグラム等で
情報発信を行っています。 
今後も様々な方々に応援していただけるよう、印
刷物や SNS を活用して情報発信していきます。 

参
考
意
見 

20 45 第 3 章の「基本目標と基本施策」
の中には、福祉的な面からの取組
が書かれていますが、それだけで
は足りないと思います。心豊かな
こどもたちの育ちには、文化環境
が大きく影響すると思います。大
牟田市には、文化会館や図書館、
絵本美術館などの文化施設や動
物園や諏訪公園などがあり、それ
ぞれの施設の努力はもちろん見
えますが、充分とは言えません。
特に、こどもたちのための文化施
設は少なく、動物園の中にある絵
本美術館のみでしょうか。施設面
や入館料などの利用しやすさな
どが大事だと思います。大牟田市
のすべてのこどもたちの生活の
中に、様々な文化に触れ心豊かな
時間を保障できる文化施策を望
みます。こどもたちが安心して自
由に足を運べる文化施設が必要
です。 

本市では、大牟田市文化芸術振興プラン（2024～
2028）に基づき、文化芸術を通してこどもや若者
の未来を育む取組を進めています。具体的には、
文化芸術活動者を学校へ派遣し、学校教育の中で
様々な文化芸術に触れる機会づくりを行う事業
や、演劇鑑賞等を通じてこどもの好奇心や感性等
を育み、自らが文化芸術に取り組むきっかけづく
りを行う事業などに取り組んでいます。また、市
内在住の小・中・特別支援学校の児童生徒が毎年
2 月に開催される日本フィルハーモニー交響楽団
大牟田公演を無料で鑑賞できる事業も行っていま
す。市内の文化施設では、こどもたちが文化芸術
に触れる様々な機会が設けられていますが、この
うち、大牟田文化会館内にあるプラネタリウムに
おいては、市内小・中・特別支援学校の児童生徒
が、教育課程としてプラネタリウムを観覧すると
きは、年１回に限り観覧料が無料となる制度が設
けられています。また、カルタックスおおむた内
にある三池カルタ・歴史資料館は、指定管理者の
判断で入館料が無料となっているなど、こどもた
ちが気軽に学習や文化芸術に触れる機会が設けら
れているところです。今後も文化芸術振興プラン
に基づき、こどもの頃から文化芸術に触れること
ができる取組を進めていきます。 

参
考
意
見 
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№ 
該当
ページ 寄せられた意見（原文校正） 市の回答・考え方 等 

対
応 

21 47 成果指標の「学校や地域のために
何かをしてみたいと答えた生徒
の割合」には違和感を感じまし
た。 
「○○のために何かをしたい」と
いう気持ちは、この地域に住んで
良かった、この学校でこんな仲間
に出会えて良かったといった自
己肯定感や幸福度を上げること
からしか生まれないと思います。
成果指標に設定するなら、まずは
自己肯定感などを聞いてみては
どうでしょうか。また、こどもた
ちが社会に能動的に関わること
ができるような具体的な施策も
必要なのではないかと思いまし
た。 

本計画の基本目標を「未来を担う心豊かで元気な
“こども”が育まれるまち」としており、こども
や若者のウェルビーイングを高めていくことが重
要と捉えているため、成果指標の 1 つに「こども
の幸福度」を設定しています。 
自己肯定感については、全国学力・学習状況調査
における児童生徒質問紙調査（対象：小学 6 年
生、中学 3 年生）の中で把握しており、地域や社
会貢献に関する質問も同調査で設定されていま
す。 
各学校において、ESD/SDGs を推進しており、様々
な取組による学びを通して、地域や社会に能動的
に参画しようとする児童生徒を育んでいきます。 

参
考
意
見 

22 51 

52 

就学前児童の人口は毎年変動し
ていくのに（12 ページ）、教育・
保育の各認定区分の量の見込み
が、各年度の児童数に対し同じ比
率で計算されているのはなぜで
しょうか。 

教育・保育の認定区分ごとの量の見込みは、過去
の利用者数の実績から児童人口に対する認定区分
ごとの利用者数の割合（平均利用率）を算出し、
児童人口の推計値に平均利用率を乗じて算出して
います。 
ご意見を踏まえ、量の見込みの算出方法について
追記します。 

修
正 

23 ― 少子化を食い止めるために試行
錯誤されてあることは分かりま
した。こどもたちや親御さんたち
の意見も頷けるものでした。今の
こどもたちが、親の姿を見て、将
来自分も親になってこどもを産
み育てたいと思える機会が果た
して幾度としてあるでしょうか。
今のこどもたちの中には、生きづ
らさや孤独を感じている子も多
いです。それがグレーゾーンの子
たちが増えていることからもう
かがえると思います。親御さんた
ちも大なり小なり心を病んでい
る方も多くいます。核家族化、貧
困、社会に対する不平不満、良く
も悪くも個々の考え方の多様化、
高学歴化、不十分な性教育、平和
ボケ、ネット上からの情報過多な
ど様々なことが原因ではないで
しょうか。親子が楽しく生活でき
るように整えれば、心が満たさ
れ、こどもたちも将来こんな家庭
が築きたいと希望を持って成長
できる。そうすれば、少子化の問
題も解決していくのではないで
しょうか。お金をばら撒いても解
決しません。こどもを持つ親への
手厚いサポート、こどもたちへの
性教育を含めた教育などが足り
ていないと思います。 

近年、少子化の進行をはじめ、家庭や社会におけ
る子育て力の低下、児童虐待やいじめ、不登校、
貧困、ヤングケアラーなど、こどもや子育てを取
り巻く状況は深刻化しており、その対応が喫緊の
課題となっています。こうした中、こども基本法
に基づき国が定めている「こども大綱」では、
「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」を
「こどもまんなか社会」と位置付け、その実現を
目指すこととされています。そうした社会の実現
に向けて、本市においても、「大牟田市子ども・
子育て応援条例」を制定し、こどもの最善の利益
を第一に考え、まち全体でこどもの成長と子育て
を応援していくこととしています。本計画はその
ために必要な施策・取組をまとめたものとなって
いますので、こどもたちが将来に希望を持てるよ
う、本計画に基づき、着実に取組を進めていきま
す。 

参
考
意
見 
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 ５ 大牟田市子ども・子育て応援条例 

子どもたちは、生まれながらにして一人一人がかけがえのない存在です。そして、まち

の未来、社会の未来を創り出す「宝」です。 

しかし、近年、少子化の進行をはじめ、家庭や社会における子育て力の低下、子どもが

巻き込まれる事件・事故の多発等、子どもをめぐる様々な問題が顕在化・深刻化してお

り、子どもや子育てを取り巻く環境は厳しい状況にあります。 

こうした厳しい状況にあっても、安心して子どもを産み育てることができ、子どもたち

が誰一人取り残されることなく健やかに成長できるまちを目指していくためには、私たち

みんなで子どもたちを見守り、育んでいくことが必要です。 

このような考えのもと、子どもたちが有明海や三池の山々に抱かれた自然豊かなこのま

ちで、家族や友人、地域住民の深い愛情と理解に包まれて育ち、将来に向かって大きく羽

ばたくことを願い、まち全体で子どもの成長と子育てを応援していくため、ここに大牟田

市子ども・子育て応援条例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、子ども・子育てを応援するための基本理念を定め、子どもの権利、

子どもが大切にすること、市の責務並びに保護者、学校等、地域住民及び事業者の役割

等、子ども・子育てを総合的に応援していくための基本的事項を明らかにすることによ

り、安心して子どもを産み育てることができ、子どもが誰一人取り残されることなく健

やかに成長できるまちにしていくことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 子ども 18歳未満の者その他心身の発達の過程にある者をいう。 

(２) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護するものを

いう。 

(３) 学校等 保育所、幼稚園、認定こども園、学校その他子どもが通い、又は入所等

をすることにより、支援を受け、学び、又は育つための施設をいう。 

(４) 地域住民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び市内で活動を行う非営利

の団体等をいう。 

(５) 事業者 市内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。 

（基本理念） 

第３条 子ども・子育ての応援は、次に掲げる事項を基本理念として、市全体で推進する

ものとする。 

(１) 全ての子どもの健やかな成長及び自立が図られること並びに子どもの有する権利

を十分に尊重し、子どもの最善の利益を第一に考えること。 

(２) 市、学校等、地域住民及び事業者は、協働で子ども・子育ての応援に取り組むこ

と。 

（子どもの権利） 
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第４条 子どもは、児童の権利に関する条約を踏まえ、次に掲げる権利を有することを尊

重されなければならない。 

(１) 自分を取り巻く人々から温かく見守られ、健康に配慮されるとともに適切な支援

を受けることができる権利 

(２) 差別、虐待、放置、体罰、いじめ、不当な干渉等の肉体的及び精神的な苦痛から

守られる権利 

(３) 多様な体験の機会が与えられ、知識や経験を得ながら、自分らしく育つことがで

きる権利 

(４) 自分が関わる事柄について、意見を述べること及び参加することができる権利 

（子どもが大切にすること） 

第５条 子どもは、その発達及び年齢に応じて、次に掲げる事項を大切にするよう努める

ものとする。 

(１) 自らを大切にし、自らの権利について考えること。 

(２) 他人を思いやる気持ちを養い、他人の権利を尊重すること。 

(３) 遊び及び学びを通して、豊かな人間性及び社会性を養うこと。 

(４) 自立に向けて、生きる力及び主体性を養うこと。 

（市の責務） 

第６条 市は、誰もが安心して子どもを産み育てることができ、子どもが生きる力を養

い、誰一人取り残されることなく健やかに成長することができる環境の整備に取り組ま

なければならない。 

２ 市は、保護者、学校等、地域住民及び事業者との連携に努めるとともに、国及び他の

地方公共団体と連携して子どもの育成と子育て支援に関する様々な取組を総合的かつ計

画的に実施しなければならない。 

３ 市は、子どもの視点や意見を反映させて子ども施策に係る取組を推進しなければなら

ない。 

４ 市は、この条例が目指すものや内容を子どもにも大人にも分かりやすく広めなければ

ならない。 

（保護者の役割） 

第７条 保護者は、子育てに大きな役割があることを認識し、子どもに愛情を持って接す

るとともに、状況に応じて周囲から必要な支援や協力を得て、子どもを守り育てるよう

努めるものとする。 

２ 保護者は、子どもが安心して生活することができる養育環境をつくるよう努めるもの

とする。 

３ 保護者は、子どもが豊かな人間性及び社会性を養うことができるよう、子どもの人格

を尊重しながら、養育に努めるものとする。 

（学校等の役割） 

第８条 学校等は、子どもの成長及び発達に応じて、子どもが主体的に学び、育つことが

できるよう、また、能力や可能性を最大限に伸ばすことができるよう、多様な学びの場

や機会を提供し、支援に努めるものとする。 
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２ 学校等は、子どもが集団生活を通じ、豊かな人間性及び社会性を身に付けることがで

きるよう支援に努めるものとする。 

３ 学校等は、関係機関等と連携し、差別、虐待、体罰、いじめ等の未然防止、早期の発

見及び対応に努めなければならない。 

（地域住民の役割） 

第９条 地域住民は、地域の中で子どもを見守り、子どもが安心して過ごすことができる

よう努めるものとする。 

２ 地域住民は、相互に連携協力し、子どもが地域の一員として地域の行事や活動に参加

し、地域の自然や文化、歴史に触れる機会を提供するよう努めるものとする。 

３ 地域住民は、子育てへの関心と理解を深め、子育て家庭を応援するよう努めるものと

する。 

（事業者の役割） 

第10条 事業者は、職場において保護者が安心して仕事と子育ての両立ができる環境づく

りに努めるものとする。 

２ 事業者は、地域の一員として学校等、地域住民及び市と連携し、子どもを見守り、子

育て家庭を応援するよう努めるものとする。 

（取組の推進等） 

第11条 市は、第６条第２項に規定する取組の実施状況及びこの条例の運用状況につい

て、大牟田市子ども・子育て会議条例（平成26年条例第32号）第１条に規定する大牟田

市子ども・子育て会議において定期的に検証するものとする。 

（委任） 

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

付 則 

この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

 

 

 

  ＜大牟田市子ども・子育て応援条例 ロゴマーク＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一番左は“親”その“親”が手をそえ

ているのが“こども”。くるっとなってい

るところは「i」で、左からそれぞれ

「ｃ・a・i（Children are important）

＝ こどもは大切」というメッセージを 

表現しています。 
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 ６ 用語集 

●「こども」と「子ども」の書き分け 

こども家庭庁設立準備室が令和 4年 9月に発出した事務連絡「「こども」表記の 

推奨について（依頼）」で示された判断基準に沿って、書き分けを行っています。 

【判断基準】（１）特別な場合を除き、平仮名表記の「こども」を用いる。 

      （２）特別な場合とは例えば以下の場合をいう。 

        ① 法令に根拠がある語を用いる場合 

② 固有名詞を用いる場合 

③ 他の語との関係で「こども」以外の表記を用いる必要がある場合 
 
●「こども」と「若者」の定義 

「こども」…18歳未満の者その他心身の発達の過程にある者。 

※本計画の名称や一部の文脈においては、国のこども大綱やこども施策と同様に、 

若者を含む表現として使用。 

「若 者」…思春期、青年期（概ね 18 歳から概ね 30 歳未満まで）の者。及び施策

によっては、40 歳未満の者も対象。 
 

●用語説明 

医療的ケア児 
日常生活を送るうえで医療的なケアと医療機器を必要とするこど
も。具体的には、たん吸引が欠かせないこどもや、胃や腸などから
経管栄養を受けているこどもなど。 

ウェルビーイング 身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態のこと。 

家庭教育 
家庭内で行われる教育的行為のことであり、一生涯にわたり、発達
段階・年齢等に応じ、自らの資質の向上のために継続的に学習する
という「生涯学習」の一つ。 

こども家庭センター 

子育て家庭に対する相談支援を一体的な組織として実施すること
により、母子保健・児童福祉の両機能の連携・協働を深め、虐待へ
の予防的な対応から子育てに困難を抱える家庭まで、切れ目なく、
漏れなく対応することを目的として市町村が設置する機関。 

こども大綱 
こども施策を総合的に推進するためのこども施策に関する大綱。
こども施策に関する基本的な方針や重要事項、推進するために必
要な事項について、政府が定めているもの。 

婚姻率・出生率、 

合計特殊出生率 

婚姻率・出生率は、人口千人に対する婚姻数・出生数の割合。 
合計特殊出生率は、15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計し
たもので、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとし
たときのこどもの数に相当する。 

特別支援教育 

障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組
みを支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人ひとりの教育
的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改
善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。 

不登校等 

不登校児童生徒の定義は、何等かの心理的、情緒的、身体的あるい
は社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできな
い状況にあるために年間 30日以上欠席した者のうち、病気や経済
的な理由による者を除いたもの。 

ヤングケアラー、 

若者ケアラー 

「通学や仕事のかたわら、障害や病気のある親や祖父母、年下の兄
弟など、本来、大人が担うと想定されている家族のケアをしている
18歳未満のこども」のことを言う。また、同様の状況の「18歳か
ら概ね 30代までの若者」を、若者ケアラーという。 

要保護・要支援児童等 
保護者のない児童、保護者に監護させることが不適当な児童及び
その保護者、保護者の養育を支援することが必要な児童等をいう。
虐待を受けたこどもに限らず、非行児童も含まれる。 

 


