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Ⅰ はじめに                           

１ 計画策定の趣旨  

全てのこども・若者（＊１）は、誰もが個人として尊重され、適切に養育され、その生活を保障

され、愛され、保護され、心身ともに健やかに育成される権利を有する存在です。そのため、誰一

人取り残されず、夢や希望を持って健やかに成長し、持てる能力を生かし自立・活躍できるよう、

地域全体で支えていくことが重要です。 

さらに、安心してこどもを生むことや、育てることができる環境をつくるためには、結婚から妊

娠・出産、子育てまでの切れ目のない支援に加え、経済・雇用、教育、まちづくりなどの幅広い分

野にわたって、総合的な取組を継続的に実施していくことが必要となります。 

こども・若者、子育てへの支援が求められる中、こども政策を総合的に推進することを目的とし

て、令和５年（２０２３年）４月に「こども基本法」が施行されました。「こども基本法」では、

基本理念として全てのこどもの基本的人権の保障、意見表明や教育を受ける機会の確保、地方公共

団体がこども等の意見を施策に反映させるために必要な措置を講ずることなどが定められました。

さらに令和５年（２０２３年）１２月に閣議決定された「こども大綱」では、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「こどもまんなか社会（＊２）」を目

指すことが掲げられています。また、令和６年（２０２４年）１０月には議員提案による「埼玉県こ

ども・若者基本条例」が施行され、子育ち（＊３）・子育てに関する施策を総合的かつ計画的に推

進していくことが定められました。 

こどもまんなか社会を実現することは、その結果として、少子化の流れを変えることにつながり

ます。令和５年（２０２３年）の本県の合計特殊出生率は１．１４（全国４１位）と全国平均１．

２０を下回り、全国的な傾向と同じく本県においても少子化傾向は続いています。また、いじめや

不登校、貧困など様々な困難を有するこども・若者の問題への対応とともに、ヤングケアラーの問

題の顕在化や性の多様性への意識の高まりなど、新たな課題への取組も求められます。 

本県ではこれまで「埼玉県子育て応援行動計画」及び「埼玉県青少年健全育成・支援プラン」に

おいて、こども・若者、子育てに係る取組を総合的に実施してまいりましたが、「こども基本法」

や「埼玉県こども・若者基本条例」等を踏まえ、こどもまんなか社会の実現に向けた取組の内容、

目標等を明確にするために、「埼玉県こども・若者計画」（以下「本計画」という。）（計画期間：

令和７年度～令和１１年度）を策定しました。 

本計画に基づき、国、市町村、事業者、地域社会、民間支援団体などと連携し、こども・

若者が幸福に生活し、こどもを生むことや、育てることに希望を持ち、子育てに喜びを感

じられる社会づくりを進めます。 

また、平成２７年（２０１５年）９月の国連サミットにおいて採択された、誰一人取り残さない

持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現するための国際目標である「持続可能な開発目

標」（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）の達成に貢献していきます。 

 

 

 

 

 

※下線部分は県議会による修正 

―　2　―



 

 
 

２ 計画の位置付け

本計画は、こども・若者、子育て支援に関連する次の法律等に基づく計画として位置付

けます。 

・ こども基本法、埼玉県こども・若者基本条例に基づき策定する「都道府県こども計画」 

・ 子ども・子育て支援法に基づく「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」 

・ 次世代育成支援対策推進法に基づく「都道府県行動計画」 

・ こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に基づく「都道府県計画」 

・ 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく「都道府県自立促進計画」 

・ 子ども・若者育成支援推進法に基づく「都道府県子ども・若者計画」 

・ 厚生労働省通知（＊４）に基づく「都道府県成育医療等に関する計画」 

・ 厚生労働省通知（＊５）に基づく「都道府県社会的養育推進計画」 

・ 埼玉県青少年健全育成条例に基づく、青少年の健全な育成に関する総合的な計画 

 

３ 計画の期間 

令和７年度（２０２５年度）から令和１１年度（２０２９年度）までの５年間とします。 

 

４ ＥＢＰＭに基づく施策立案と計画の進行管理、公表 

施策の立案に当たっては、客観的データなどのファクト（事実）により現状を把握・分析し、得られたエビ

デンス（合理的根拠）に基づいて施策立案を行う手法（ＥＢＰＭ（＊６））を用いて、施策の有効性を高めま

す。そのほか、こども・若者、子育て当事者などの意見を聴き、施策立案に生かします。 

本計画を着実に推進していくため、「埼玉県次世代育成支援対策推進庁内会議」に加え、プロジェクト

マネジメントの手法を活用しながら、庁内の関係部局が横断的かつ一体的に連携し、こども・若者、子育

て施策の検討・調整や進行管理を行い、各指標の達成状況等を埼玉県児童福祉審議会及び県議会に

毎年度報告するとともに、広く県民に公表します。 

また、社会経済情勢の著しい変化や制度の大幅な変更が生じた場合など、必要に応じて計画の見直

しを行っていきます。 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

＊１ 本計画では、こども基本法やこども大綱と同様に、主に「こども」や「こども・若者」という用語を使用しているが、対
象となる者の呼称・年齢区分は法令等により様々であることから、施策によっては、「児童」「生徒」「少年」「子供」「若
者」「青少年」等の用語を併用する。 

 
＊２ 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（「こども大綱」より） 

 
＊３ こども・若者が有する権利が保障され、こども・若者が主体性を持って、自分らしく健やかに、かつ、幸せに

成長すること 
 
＊４ 「成育医療等基本方針に基づく評価指標及び計画策定指針について」（令和５年３月３１日付け子発０３３１第１８号

厚生労働省子ども家庭局長通知）。成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針「成
育医療等基本方針」に基づく計画策定指針を示したもの。計画の主体は市町村及び都道府県としている。 

 
＊５ 「「都道府県社会的養育推進計画」の策定について」（平成３０年７月６日付け子発０７０６第１号厚生労働省子ども

家庭局長通知）。平成２８年改正児童福祉法の理念のもとに「新しい社会的養育ビジョン」がまとめられたことを踏ま
え、都道府県社会的養育推進計画の策定要領を示したもの。「家庭養育優先原則」を徹底し、こどもの最善の利益
を実現していくこと等が求められている。 

 
＊６ Evidence-Based Policy Making の略。客観的なデータ（エビデンス）に基づく政策立案 
 

※下線部分は県議会による修正 
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（２） こどもまんなか社会をめぐる現状 

本県の県政サポーターアンケート（令和６年度）において、「今の社会は「こどもまんなか社

会」の実現に向かっていると思いますか。」に「そう思う」、「どちらかというとそう思う」と答えた

人は合わせて２４．１％となっています。また、「「こどもまんなか社会」を実現するためには、結

婚、妊娠、こども・子育てに温かい社会であることも重要です。あなたは、今の社会が「結婚、

妊娠、こども・子育てに温かい社会」の実現に向かっていると思いますか。」に「そう思う」、「ど

ちらかというとそう思う」と答えた人は合わせて２１．１％となっています。 

さらに、本県がこどもを対象に実施したアンケート（令和６年度）において、「あなたは、学校

や社会の中などで、自分の意見を言える機会（チャンス）があると感じますか。」に「そう思う」、

「どちらかというとそう思う」と答えたこどもは合わせて７２．１％となっています。 

  

（図表２）「こどもまんなか社会の実現に向かっている」と思う人の割合（埼玉県） 

そう思う  3.7％ 

どちらかというとそう思う 20.4％ 

どちらかというとそう思わない   34.7％ 

そう思わない 30.7％ 

わからない 10.6％ 

    （資料：令和６年度埼玉県「県政サポーターアンケート」 ※県内在住、１６～４９歳） 

 

（図表３）「結婚、妊娠、こども・子育てに温かい社会の実現に向かっている」と 

思う人の割合（埼玉県） 

そう思う  3.1％ 

どちらかというとそう思う 18.0％ 

どちらかというとそう思わない   33.6％ 

そう思わない 39.3％ 

わからない 6.0％ 

     （資料：令和６年度埼玉県「県政サポーターアンケート」 ※県内在住、１６～４９歳） 

 

（図表４）「学校や社会全体等で、自分の意見を言える機会がある」と感じる 

こどもの割合(埼玉県） 

そう思う  36.6％ 

どちらかというとそう思う 35.5％ 

どちらかというとそう思わない   14.0％ 

そう思わない 8.4％ 

わからない 5.5％ 

      （資料：令和６年度埼玉県「さいたまけん★こどものこえアンケート」 ※県内在住、未就学児～高校生年齢相当） 

 

 ※ 端数処理の関係で合計が１００％にならないことがあります。 
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（３） 出生数及び合計特殊出生率の推移 

こどもまんなか社会を実現することは、その結果として、少子化の流れを変えることにつな

がります。 

本県における出生数は昭和４８年（１９７３年）以降、平成２年（１９９０年）頃まで減少を続け、

その後いったん増加したものの、平成１２年（２０００年）から減少傾向にあります。合計特殊出

生率を見ると、平成２年（１９９０年）から平成１７年（２００５年）にかけて、１．５０から１．２２へと

減少し、それ以降上昇に転じたものの、近年は減少が続いています。令和５年（２０２３年）は１．

１４で、これは全国の１．２０を下回り、全国第４１位となっています。 
 

（図表５）出生数及び合計特殊出生率の推移（埼玉県） 

 
（資料：令和５年厚生労働省「人口動態統計」） 
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（４） 予定こども数と理想こども数 

令和３年（２０２１年）における、全国の、夫婦にとっての理想的なこどもの数（理想こども

数）が平均で２．２５人であるのに対して、実際に持つつもりのこどもの数（予定こども数）は２．

０１人となっています。 
 

（図表６）予定こども数・理想こども数（全国） 

 
（資料：令和３年国立社会保障・人口問題研究所「第１６回出生動向基本調査」） 

 

※ 対象は妻の年齢５０歳未満の初婚どうしの夫婦。予定こども数は現存こども数と追加予定こども数の和。理想・予定こども

数不詳を除き、８人以上を８人として平均値を算出。 
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予定こども数が理想こども数を下回る理由としては、「子育てや教育にお金がかかりすぎ

る」が第１位で、以下「高年齢で生むのはいやだから」、「欲しいけれどできない」の順となって

います。 
 

（図表７）予定こども数が理想こども数を下回る理由（全国） 

 

（資料：令和３年国立社会保障・人口問題研究所「第１６回出生動向基本調査」） 

 

（５） 未婚率 

本県における未婚率は男女ともに上昇しています。男性では、平成２年（１９９０年）に２５～

２９歳で６５．０％、３０～３４歳で３３．５％、３５～３９歳で１９．９％、５０歳時で５．２％であった

のに対し、令和２年（２０２０年）にはそれぞれ７４．４％、４９．１％、３６．２％、２８．１％となって

います。女性では、平成２年（１９９０年）に２５～２９歳で３９．１％、３０～３４歳で１２．１％、３５

～３９歳で５．８％、５０歳時で３．０％であったのに対し、令和２年（２０２０年）にはそれぞれ６４．

０％、３５．３％、２３．２％、１５．８％となっています。 

令和２年（２０２０年）において、本県の男性は全ての年代において全国平均よりも未婚率が

高く、女性は２５～２９歳、３０～３４歳の各年代において全国平均よりも未婚率が高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

（％） 
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未婚率の推移（埼玉県） 

（図表８－１）①男性 

 

                          （資料：平成２年～令和２年総務省「国勢調査」） 

 

（図表８－２）②女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         （資料：平成２年～令和２年総務省「国勢調査」） 

 

 

 

 

全国（令和２年） 

２５～２９歳 ７２．９％ 

３０～３４歳 ４７．４％ 

３５～３９歳 ３４．５％ 

５０歳時   ２５．７％ 

全国（令和２年） 

２５～２９歳 ６２．４％ 

３０～３４歳 ３５．２％ 

３５～３９歳 ２３．６％ 

５０歳時   １６．４％ 

（％） 
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（６） 平均初婚年齢と第１子出産年齢の上昇 

本県における平均初婚年齢は、男女ともに上昇傾向にあります。夫の初婚年齢は平成１２

年（２０００年）の２９．１歳から令和５年（２０２３年）には３１．７歳に、妻の初婚年齢は平成１２年

（２０００年）の２７．１歳から令和５年（２０２３年）には３０．１歳に上昇していることから、年々晩

婚化が進んでいることが分かります。 

本県における第１子出産年齢は、平成１２年（２０００年）の２８．３歳から令和５年（２０２３

年）には３１．２歳に上昇し、全国平均と比較すると、平均初婚年齢、第１子出産年齢のいずれ

も本県の方が高く、晩婚化、晩産化が進んでいることが分かります。 
 

平均初婚年齢の推移 

（図表９－１）（埼玉県）           （図表９－２）（全国） 

  
（資料：令和５年厚生労働省「人口動態統計」） 
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（図表１０）第１子出産年齢の推移（埼玉県、全国） 

 
                             （資料：平成１２年～令和５年厚生労働省「人口動態統計」） 

 

２ 子育てや就労をめぐる状況 

（１） 世帯の状況 

世帯の状況の変化について見ると、一般世帯に占める三世代世帯の割合は、全国的に減

少しています。本県においても、全国平均を少し下回る水準で減少傾向にあり、平成１２年（２０００

年）の８．３％から令和２年（２０２０年）には３．３％となり、子育て中に親からの援助を受けにく

くなっていることがうかがえます。 

また、本県における１８歳未満の児童のいる世帯は、平成１３年（２００１年）の約７７万３，００

０世帯から令和４年（２０２２年）には約５４万９，０００世帯に減少し、児童のいる世帯における平

均児童数も１．７１人から１．６４人に減少しています。 
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（図表１１）一般世帯に占める三世代世帯の割合の推移（埼玉県、全国） 

 
                                  （資料：平成１２年～令和２年総務省「国勢調査」） 

 

（図表１２）児童のいる世帯数と１世帯当たりの平均児童数（埼玉県） 

 

                         （資料：平成１３年～令和４年厚生労働省「国民生活基礎調査」） 
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（２） 家事や育児の担い手 

「家庭において家事や子育てを主に行っているのは誰か」について調べたところ、「主として

女性」との回答が最も多く、女性の負担が大きくなっています。 
  

 （図表１３）家庭生活での役割分担（埼玉県） 

 

（資料：埼玉県「令和２年度男女共同参画に関する意識・実態調査」） 

 

（３） 就学前のこどもの状況 

本県のこどもの昼間の主な居場所を見ると、０歳から２歳までのこどもの３３．６％が保育所

や認可外保育施設に、３．１％が認定こども園に通っており、６３．３％が家庭等で育てられて

います。 

また、３歳から５歳まででは、４３．５％が保育所や認可外保育施設に、４２．５％が幼稚園

に、１０．９％が認定こども園に通っており、家庭等で育てられているこどもは３．１％となりま

す。 
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（図表１４）就学前児童の保育等の状況（埼玉県） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資料：令和６年度県こども支援課調べ） 

 

（４） 働く女性の増加 

本県の女性就業者は令和２年（２０２０年）には約１４６万１，０００人となっており、中でも雇

用労働者の占める割合が増えています。令和２年（２０２０年）の女性雇用労働者は、女性就業

者の９２．４％の約１３５万人となっています。 
 

（図表１５）女性就業者数の推移（埼玉県） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資料：昭和３５年～令和２年総務省「国勢調査」） 

※ 端数処理の関係で内訳の合計が総数に一致しないことがあります。 

45.1 
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女性の労働力率を年代別に見ると、３０歳代に落ち込みが見られる、いわゆる「Ｍ字カーブ

＊」を描いているものの、そのカーブは以前に比べて緩やかになっており、Ｍ字の底となる年

齢階級も上昇しています。 

Ｍ字の底は平成１２年（２０００年）が５２．２％、平成１７年（２００５年）が５９．１％、平成２

２年（２０１０年）が６４．３％、平成２７年（２０１５年）が６８．７％、令和２年（２０２０年）が７４．４％と

上昇しており、仕事と子育ての両立を図る女性が増えています。 

＊ Ｍ字カーブの底が深いほど結婚や出産を機に仕事を離れ、その後再就職する女性が多いと考えられる。 

 

（図表１６）女性の労働力率の推移（埼玉県・年代別） 

 
（資料：平成１２年～令和２年総務省「国勢調査」） 
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（図表１７）女性の労働力率（埼玉県、全国）（令和２年（２０２０年）） 

 
（資料：令和２年総務省「国勢調査」） 

 

（５） 学齢期のこどもの状況 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終了後に適切な遊びや生

活の場を与えて、その健全な育成を図る放課後児童健全育成事業については、女性就業率

の上昇等もあり年々利用希望者が増加しています。 
 

（図表１８）放課後児童クラブの利用希望者（登録児童＋待機児童）の推移（埼玉県） 

     
         （資料：令和２年～令和４年厚生労働省、令和５年こども家庭庁「放課後児童健全育成事業の実施状況調査」） 
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（６） 就業時間の状況 

本県の２５歳から４４歳までの就業者（年間就業日数２００日以上）のうち、週６０時間以上

働いている男性の割合は他県と比べて高い水準であり、子育て期にある世代の男性が長時

間の労働により、子育てに充てる時間が取りにくくなっていることがうかがえます。 

 

（図表１９）２５～４４歳の男性の就業者のうち週６０時間以上就業している者の

割合（全国）（令和４年（２０２２年）） 

 

（資料：令和４年総務省「就業構造基本調査」） 
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（７） ひとり親世帯の状況 

本県におけるひとり親世帯数は、令和２年（２０２０年）には３６，５８９世帯であり、平成７年（１

９９５年）の２６，８７９世帯と比較すると約１．４倍に増加しています。ひとり親世帯のうち約９割

が母子家庭となっており、ひとり親世帯になった理由としては、離婚が約８割を占めています。 
 

（図表２０）ひとり親世帯数の推移（埼玉県） 

 
（資料：平成７年～令和２年総務省「国勢調査」） 

 
 

（８） ひとり親世帯の平均年間所得と悩み 

全国の母子世帯の平均年間所得の推移を見ると、平成９年（１９９７年）から令和４年（２０２２

年）までほぼ横ばいとなっており、母子世帯は依然として、全世帯、とりわけ児童のいる世帯と

比べて平均年間所得に大きな差がある状況です。 

また、全国のひとり親世帯の悩みとして、母子・父子世帯ともに「家計」との回答が最も高い

割合となっており、特に母子世帯では約５割を占めています。 
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（図表２１）世帯当たりの平均年間所得（全国） 

 

 

（資料：平成１０年～令和５年厚生労働省「国民生活基礎調査」） 

 

 

（図表２２）ひとり親世帯の悩み（全国） 

 
（資料：厚生労働省「令和３年度全国ひとり親世帯等調査」） 
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３ こどもの貧困の状況 

（１） こどもの貧困率 

全国のこどもの貧困率は、令和３年（２０２１年）で１１．５％となっており、９人に１人のこども

が貧困状態にあります。また、ひとり親世帯の貧困率は４４．５％となっており、５割近くが貧困

状態にあります。 

 

（図表２３）こどもの貧困率の推移（全国） 

 

（資料：令和４年厚生労働省「国民生活基礎調査」） 

 

＊１ 相対的貧困率…可処分所得（税や社会保険料などを除いた手取り収入）が貧困線（＊４）に満たない者の割合。 

＊２ こどもの貧困率…こども（１７歳以下の者）全体に占める、可処分所得が貧困線に満たないこどもの割合。 

＊３ 大人が２人以上世帯の貧困率…こどもがいる現役世帯のうち、大人が２人以上世帯の貧困率。 

＊４ 貧困線…世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所得の中央値の半分の額。 
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（２） 就学援助を受けている児童生徒数 

経済的理由により就学困難な状況にあるため就学援助を受けている小・中学生は、減少傾

向にあります。令和４年度（２０２２年度）における就学援助の対象となる全国の要保護児童

生徒数は約８万５，０００人、準要保護児童生徒数は約１１７万２，０００人となっています。 

 

（図表２４）要保護・準要保護児童生徒数（全国） 

 
（資料：平成２９年度～令和５年度文部科学省「就学援助実施状況等調査」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） 
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４ 児童虐待・社会的養育をめぐる状況 

（１） 児童虐待相談対応の状況 

県内の児童相談所における児童虐待相談対応件数は、令和５年度（２０２３年度）は１７，４

７２件（さいたま市を含む。）となり、依然として多い状況となっています。通告経路では警察か

らの通告が６４．６％と最も多くなっています。これらの児童虐待通告に迅速に対応するために

は、児童相談所の体制や機能強化、関係機関との連携強化が必要です。 

 

（図表２５）児童相談所における児童虐待相談対応件数（埼玉県） 

 
※厚生労働省及びこども家庭庁からの通知に基づき、令和４年度以降は調査の結果、虐待が無いことが確認されたケースを件数から除外しています 

（資料：平成２６年度～令和４年度厚生労働省「福祉行政報告例」、令和５年度件数は県こども安全課調べ） 
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（図表２６）児童相談所における児童虐待相談対応件数（全国） 

 
（資料：平成２５年度～令和４年度厚生労働省「福祉行政報告例」） 

 

（図表２７）虐待通告経路の割合（埼玉県） 

 
（資料：平成３０年度～令和４年度厚生労働省「福祉行政報告例」、令和５年度割合は県こども安全課調べ） 

 

 

 

 

 

（年度） 
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（２） 一時保護の状況 

県内の一時保護児童数が増加する中で、こどもの安全を最優先とした迅速かつ的確な一

時保護が求められています。また、それぞれのこどもの状況に応じた適切な支援を確保でき

るよう、施設や里親への保護委託を行っています。 
 

（図表２８）一時保護対応数（埼玉県） 

 
（資料：平成２６年度～令和４年度厚生労働省「福祉行政報告例」、令和５年度件数は県こども安全課調べ） 
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（３） 里親等委託の状況 

社会的養護が必要なこどもを里親等（里親又はファミリーホーム）に委託する数は年々増加

しています。家庭に近い環境での養育を推進するため、さらに里親等への委託を増やしていく

必要があります。 

 

（図表２９）里親等委託数・委託率の推移（埼玉県） 

 
（資料：平成２６年度～令和４年度厚生労働省「福祉行政報告例」、 

※令和５年度データは県こども安全課調べ（ただし「里親等委託率（全国）（％）」は国未公表のため未記載）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人） 

―　25　―



 

 
 

 

本県の里親の登録数は、平成２６年度（２０１４年度）の５９２人に対して令和５年度（２０２３

年度）は８７０人となっており、順調に増加しています。一方、こどもを受託している里親の数は

横ばいとなっています。 

登録した里親とこどもとの交流や委託後の訪問など、きめ細かな支援を実施し、里親委託

を進めていく必要があります。 

 

（図表３０）登録里親数・受託里親数（埼玉県） 

 
   （資料：平成２６年度～令和４年度厚生労働省「福祉行政報告例」、 

※令和５年度データは県こども安全課調べ（ただし「受託率（全国）（％）」は国未公表のため未記載）） 
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（４） 施設養育の状況  

児童養護施設は、令和５年度末（２０２３年度末）で県内に２２施設あり、定員は１，３７９人で

す。家庭により近い環境での養育を進めるため、施設の小規模化、地域分散化を進めており、

児童養護施設の小規模ユニットの定員は、６５８人に増加しています。また、乳児院は令和５

年度末（２０２３年度末）で県内に８施設あり、定員は２３９人となっています。今後、こどものケ

アニーズ等に応じたきめ細かな養育が行われるよう、乳児院についても小規模ユニット化が

求められています。 

 

（図表３１）児童養護施設・乳児院の定員（埼玉県） 

 
（資料：平成２７年度～令和６年度県こども安全課調べ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人） 
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５ こども・若者をめぐる状況 

（１） 非行 

本県の刑法犯少年（＊１）の数は減少傾向で推移していましたが、令和５年（２０２３年）は１，

２７１人と、前年に比べて３５０人増加しています。一方で、刑法犯少年のうち犯罪少年（＊２）

の再犯者率は、令和５年（２０２３年）は２８．２％で、全国平均の３０．２％を下回っています。 

刑法犯少年の検挙人員は、少年の人口比において減少傾向で推移していましたが、令和５

年（２０２３年）は人口比で０．２７％（人口千人当たり２．７人）と前年に比べ増加に転じており、

成人の人口比と比較すると、高い状態にあります。 

  

（図表３２）刑法犯少年の推移、再犯者率の推移（埼玉県） 

 
（資料：令和５年埼玉県警察本部「少年非行等の概況」） 

 

＊１ 刑法犯少年…刑法等に規定する罪（交通関係を除く。）を犯した（犯罪に触れる行為をした）少年をいう。 

＊２ 犯罪少年…罪を犯した１４歳以上２０歳未満の少年をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―　28　―



 

 
 

（図表３３）刑法犯少年の人口比の推移（埼玉県） 

 
（資料：令和５年埼玉県警察本部「少年非行等の概況」） 

 

不良行為少年も令和３年（２０２１年）までは全体として減少傾向にありましたが、令和４年

（２０２２年）以降増加傾向に転じています。行為別でみると深夜はいかいと喫煙は増加傾向に

あります。 

 

（図表３４）不良行為少年の推移（埼玉県） 

 

（資料：令和５年埼玉県警察本部「少年非行等の概況」） 
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（２） 若年無業者（ニート）、ひきこもり 

全国の１５歳から３４歳までの人口に占める無業者（若年無業者（ニート））の割合は、２％

台で推移しており、令和５年（２０２３年）の若年無業者（ニート）は全国で約５９万人となってい

ます。 

   

（図表３５）若年無業者数及び１５歳～３４歳人口に占める無業者の割合の 

推移（全国） 

 
（資料：令和５年総務省「労働力調査」） 
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また、令和４年度（２０２２年度）のひきこもりの若者（１５歳から３９歳）は、全国で６１万９，０

００人と推計されています。 

 

 （図表３６）ひきこもり群の定義と推計数（全国） 

 

（資料：令和４年度内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査」） 

 

（３） 障害のあるこども・若者への支援 

本県の１８歳未満の障害者手帳所持者の数は、令和５年度末（２０２３年度末）時点で、延

べ２２，８３８人となっています。 

 

（図表３７）１８歳未満の障害者手帳所持者数（埼玉県） 

 

 （資料：令和６年度県障害者福祉推進課調べ） 
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（４） いじめ、不登校、高校中退 

本県の国公私立小学校、中学校、高校、特別支援学校におけるいじめの認知件数は、令

和５年度（２０２３年度）には３６，３２１件となり増加傾向にあります。 

 

（図表３８）いじめの認知件数（埼玉県） 

 

   （資料：平成３０年度～令和５年度文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,604 

23,261 

26,241

31,111 

35,325 36,321 
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本県の国公私立小・中学校における令和５年度（２０２３年度）の不登校児童生徒数は

１７，０５４人と、前年度から２，７００人増加しています。 

 

（図表３９）不登校児童生徒数（埼玉県） 

 
   （資料：平成３０年度～令和５年度文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,771 8,457 
9,088 

11,362 

14,354 

17,054 
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また、本県の国公私立高校中途退学者数は、令和５年度（２０２３年度）は１，８７０人と、前

年度から２０５人増加しています。 

 

（図表４０）国公私立高校の中途退学者及び中途退学率（埼玉県） 

 
（資料：平成３０年度～令和５年度文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」） 

 

（５） 雇用情勢の変化 

本県の有効求人倍率は、平成２０年（２００８年）に発生したリーマンショック後から平成３０

年（２０１８年）にかけて上昇を続け、雇用情勢は着実に改善が進んできました。 

しかし、令和２年（２０２０年）に入ると新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動は

停滞し、県内の有効求人倍率は低下するとともに、完全失業率は上昇し、完全失業者数も増

加しました。こうした中、下降傾向にあった県内の大学新規卒業者に占める不安定雇用者（＊

１）の割合も上昇しました。 

このほか、若者の就業をめぐっては、不本意ながら非正規雇用者（＊２）でいる者や長期間

就業等をしていない者の存在などの課題もあります。 

 

＊１ 不安定雇用者…有期雇用労働者及び臨時労働者 

＊２ 非正規雇用者…期間の定めのないフルタイムの労働契約で働く労働者を正規雇用者とし、それ以外の雇

用者の総称総務省統計局の労働力調査では、勤め先で一般社員・正社員などと呼ばれている人を「正規の

従業員」、それ以外のパート・アルバイト・派遣社員・契約社員・嘱託などを「非正規の従業員」と分類している 
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（図表４１）求人・求職及び求人倍率の推移（埼玉県） 

 

（資料：厚生労働省「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）」） 

 

（図表４２）大学新規卒業者に占める不安定雇用者の割合（埼玉県） 

 
（資料：平成２７年度～令和６年度文部科学省「学校基本調査」） 

 

 

 

 

 

 

 

（年） 

（年度） 
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（６） ヤングケアラー 

「埼玉県ケアラー支援条例」では、「高齢、身体上又は精神上の障害又は疾病等により援助

を必要とする親族、友人その他身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話そ

の他の援助を提供する者」をケアラーと定義し、そのうち小学生や中学生、高校生など１８歳

未満の者をヤングケアラーと定義しています。県のヤングケアラー実態調査（令和２年度）で

は、高校２年生のうち、約４．１％が、「自分がヤングケアラーである、または過去にそうであっ

たと思う」と回答しています。 

家族のケアによる自分の生活への影響について尋ねたところ、「影響なし」が４１．９％と最

も高く、次いで「ケアについて話せる人がいなくて孤独を感じる」が１９．１％、「ストレスを感じて

いる」が１７．４％、「勉強時間が充分に取れない」が１０．２％となっています。 

また、小学校低学年からが１２．１％、高学年からが２０．１％、中学生からが３４．９％と、小

中学生の頃からケアを開始しているこどもたちの存在も明らかになっています。 
 

（図表４３）家族のケアによる自分の生活への影響（複数回答）（埼玉県） 

 
（資料：令和２年度埼玉県「埼玉県ケアラー支援計画のためのヤングケアラー実態調査」）  

（図表４４）ケアの開始時期（埼玉県） 

 
（資料：令和２年度埼玉県「埼玉県ケアラー支援計画のためのヤングケアラー実態調査」） 
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（７） 若者の自殺、犯罪被害、交通事故 

本県の２０歳未満の自殺者数は、増加傾向が見られていたところ、令和２年（２０２０年）に

急増し、その後は横ばいとなっています。１５歳から３９歳までの死因の第１位を自殺が占めて

おり、極めて重大な問題です。 

 

（図表４５）自殺者数の推移（埼玉県） 

 

（資料：平成２６年～令和５年厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」） 
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（図表４６）死因順位別・年齢階級別死亡数（埼玉県）（令和５年（２０２３年）） 

 

（資料：埼玉県「令和５年 埼玉県の人口動態概況」） 

 

こども・若者が犯罪に巻き込まれる事件が多数発生しており、少年の福祉と保護を目的とし

た各種特別法や条例等に違反する犯罪（福祉犯罪）による令和５年（２０２３年）の検挙件数は、

３５８件となっています。 

また、中学生以下の交通事故死傷者数は令和２年（２０２０年）までは減少傾向にありました

が、令和３年（２０２１年）に増加し、その後、横ばいが続いています。交通事故は依然として毎

年多数発生しており、令和５年（２０２３年）の交通事故死傷者数は高校生で７７８人、中学生

以下で１，３０６人となっています。 
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（図表４７）福祉犯罪の法令別検挙状況（埼玉県） 

 

（資料：埼玉県警察本部調べ） 

 

（図表４８）交通事故死傷者数の推移（埼玉県） 

 
（資料：埼玉県警察本部「交通事故年報「交通安全のために」」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

―　39　―



 

 
 

（８） グローバル化の進展 

本県における令和５年末（２０２３年末）の在留外国人数は、約２３万５，０００人となり、県人

口に占める割合は約３．２％となっています。 

在留外国人や海外在留邦人などの増加に伴い、支援が必要な外国人児童生徒や帰国児

童生徒などが増加しており、日本語指導が必要な外国人児童生徒は令和５年度（２０２３

年度）で３，８８１人と、令和３年度（２０２１年度）より７４８人増加しています。また、帰国児童

生徒や国際結婚により家庭内言語が日本語以外の場合など、日本語指導が必要な日本国籍

の児童生徒も増える傾向にあります。 

 

（図表４９）在留外国人数（埼玉県、全国）（各年１２月末時点） 

 
（資料：平成２６年～令和５年出入国在留管理庁「在留外国人統計」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（年） 
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（図表５０）日本語指導が必要な児童生徒数（埼玉県） 

 

（資料：平成２２年度～令和５年度文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」） 
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（９） インターネットの利用 

令和３年度埼玉青少年の意識と行動調査によると、スマートフォンの保有率は、小学生で

は３８．２％、中学生では７５．６％、高校生では９９．１％と年齢が上がるにつれて上昇してい

ます。 

インターネットを利用する目的については、「友達とＬＩＮＥなどＳＮＳでメッセージをやりとりす

る」「動画や画像を見たり、ダウンロードする」「オンラインゲームをする」などが多く、他に「学

習のための情報しゅう集をする」「塾や学校などがやっているオンライン学習をする」といった

利用もありました。 

 

（図表５１）所有している情報端末機器の保有率（埼玉県） 

 
（資料：埼玉県「令和３年度埼玉青少年の意識と行動調査」） 
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（図表５２）インターネットを利用する目的（埼玉県） 

 
（資料：埼玉県「令和３年度埼玉青少年の意識と行動調査」） 
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Ⅲ 将来像 

こども・若者、子育てをめぐる状況が多様化・複雑化する中で、本計画では、これま

での取組の充実を図りつつ、新たな課題に対応し、こどもまんなか社会の実現を目指し

ます。 

 

 

こども・若者は、「社会の大切な宝」であり、次世代の担い手です。 

全てのこども・若者は、個人として尊重され、その基本的人権が保障されること、人

種、国籍、性別、障害の有無等による差別的な取扱いを受けないこと、自己に直接関係

する全ての事項に関して、様々な場面でその年齢及び発達の程度に応じて意見を表明す

る機会が確保されることが必要です。 

また、次代を担うこども・若者が健やかに成長・活躍する社会を実現するためには、

こども・若者が愛され、夢や希望を持ちながら、その持てる能力を十分に発揮できるこ

とが重要です。 

さらに、こどもを持つことに希望を持ち、その希望が叶う社会を目指すためには、地

域全体で子育て当事者を支え、こどもを育てることに喜びを実感できることが大切とな

ります。 

これらは、本県が目指す「日本一暮らしやすい埼玉」の理念にも共通するものです。 

こども・若者が誰一人取り残されず、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せ

な状態で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現を目指します。 
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将来像１ こども・若者の意見が尊重され、最善の利益が優先される社会 

 

（１）背景 

こどもを権利の主体とし、こどもの最善の利益を第一に考えることを原則に、こ

どもの様々な権利を定めた「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」に沿っ

て、「こども基本法」が制定・施行されました。 

「こども基本法」では、こどもたちが意見を表明する機会が確保されること、意

見が尊重され最善の利益が優先して考慮されること、こども施策に当事者であるこ

どもたちの意見を反映すること等が求められています。 

 

（２）目指すべき将来像 

全てのこども・若者が、一人ひとり多様な人格を持った個人として尊重され、そ

の権利が保障されるために、様々な場面でその年齢及び発達の程度に応じてこど

も・若者の意見表明の機会を確保するとともに、自己選択や自己実現を促す取組を

進め、こども・若者の最善の利益が優先して考慮される社会を目指します。 

また、人種、国籍、性別、障害の有無等による差別的な取扱いを受けない社会を

目指します。 

 

将来像２ こども・若者が夢や希望を持ち、健やかに成長・活躍できる社会 

 

（１）背景 

こども・若者を取り巻く環境は変化しており、いじめや不登校、貧困などの様々

な困難を有するこども・若者の問題に加え、ヤングケアラーに関する問題の顕在化、

性の多様性への意識の高まりなど、新たな課題への対応も求められます。 

全てのこども・若者が、生まれ育った環境に左右されずに夢や希望を持ってチャ

レンジできる環境をつくり、適切に養育・保護されながら成長・活躍できるよう、

こども・若者を地域全体で見守り、手を差し伸べていくことが重要です。 

 

（２）目指すべき将来像 

こども・若者が安心して過ごすことができ、様々な学びや多様な活動に接するこ

とのできる、こども・若者の成長を育む居場所の充実を目指します。また、こども・

若者の社会的活動への参画の推進を目指します。 

親と子の健康支援や、様々な状況にあるこども・若者への支援、こども・若者を

取り巻く犯罪などの危険への対策等により、全てのこども・若者が健やかに成長す

ることを目指します。 

虐待のない社会を実現するとともに、家庭養育を優先しながら、実親による養育

が困難であれば、家庭と同様の養育環境である里親等による養育を行うなど、生ま

れ育った環境に左右されずに成長し、自立できるように支援（＊）する社会を目指

します。*こども・若者等が自立をした後も、必要な支援を実施します。 

キャリア教育や就労支援により、自らの可能性に挑戦するこども・若者が未来を

切り拓いていけることを目指します。 
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将来像３ こどもを生むことや、育てることに希望を持ち、子育てに喜びを実感できる

とともに、子育て当事者が地域全体から支えられる社会 

 

（１）背景 

 未婚化や晩婚化、非正規雇用者の増加など、様々な要因により少子化が進む中、

結婚や出産を考える世代が、結婚、妊娠・出産、子育てに希望を持ち、その希望が

叶えられる社会が求められます。 

 こどもが教育を受ける機会を確保するとともに、体験活動等を通じた自立的な成

長を支援することが求められます。 

 子育て支援策の充実やワークライフバランスの推進などにより、安心してこども

を生むことや、育てることができる環境づくりが必要です。 

 

（２）目指すべき将来像 

 こども・若者や子育て当事者、こども・若者を養育しようと思う者等が暮らしや

すい社会に向けた気運の醸成やまちづくりを目指します。 

 結婚・出産や子育てに希望を持つ人が、安心・安全にこどもを生むことや、育て

ることができるように、家庭での子育てを支援するとともに、地域全体で子育て当

事者を支えることで、孤独や不安を軽減し、安心して子育てできる社会を目指しま

す。 

 変化する時代にこども・若者が対応する力を持てるよう、学校教育の充実や自立

的な「子育ち」の推進を目指します。 

 学校や地域、ＮＰＯ等の多様な担い手が、それぞれの得意分野や知見を生かし、

子育てしやすい環境づくりに向けた活動ができる社会、働き方改革の進展と、家族

で共に家事・育児を担う「共育て（＊７）」の推進を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊７ こどもを育てることに共に責任を持つ保護者・養育者が、こどもと過ごす時間をつくり、協力しながら子
育てをすること 
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第２章 施策の展開 
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計画の体系 

施策の柱 

  

 「こども大綱」の「こども施策に関する重要事項」を踏まえ、本計画では次の１２の施策の柱

に基づき、施策を展開します。 

 

 

 １ こどもの権利擁護、意見の反映 

 ２ 居場所づくり、社会的活動の参画支援 

 ３ 親と子の健康・医療の充実 

 ４ 「こどもの貧困」対策の推進、配慮を要するこどもへの支援 

 ５ 児童虐待防止・社会的養育の充実 

 ６ 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 

 ７ こども・若者、子育てにやさしい社会づくりの推進 

 ８ 結婚・出産の希望実現 

 ９ 「子育て」と「子育ち」の支援 

 １０ 未来を切り拓くこども・若者の応援  

 １１ こども・若者の健やかな成長を支える担い手の養成・支援 

 １２ ワークライフバランス・男女の働き方改革の推進 

 

※ 施策の柱１～７が「ライフステージを通した施策」、８～１２が「ライフステージ別の施策」。 
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将来像１ こども・若者の意見が尊重され、最善の利益が優先される社会 

１ こどもの権利擁護、意見の反映 

将来像２ こども・若者が夢や希望を持ち、健やかに成長・活躍できる社会 

２ 居場所づくり、社会的活動の参画支援 

３ 親と子の健康・医療の充実 

４ 「こどもの貧困」対策の推進、配慮

を要するこどもへの支援 

５ 児童虐待防止・社会的養育の充実 

６ 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 

１０ 未来を切り拓くこども・若者の応

援 

 計画の体系 

 

  

 

 

 【ライフステージを通した施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 【ライフステージを通した施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 【ライフステージ別の施策】 

 

 

 

施策の柱 

（１） こどもの人権が尊重される社会環境づくり 

（２） こども等が意見を表明する機会の確保 

具体的施策 

施策の柱 

（１） こども・若者と共につくる切れ目のない居場所づくり

の支援 

（２） こども・若者の社会形成への参画支援 

具体的施策 

（１） 妊娠から子育てまでの切れ目のない支援 

（２） 医療提供体制の充実 

（３） 医療に係る経済的支援 

（１） 「こどもの貧困」対策の推進 

（２） ひとり親家庭への支援 

（３） 障害などのあるこども・若者への支援 

（４） ヤングケアラーへの支援 

（５） ニート、ひきこもり、不登校等のこども・若者への支

援 

（６）一人ひとりの状況に応じた支援 

（１） こどもを虐待から守る地域づくり 

（２） 社会的養育の充実 

（１） こども・若者の自殺対策 

（２） インターネット対策の推進 

（３） こども・若者に対する性犯罪・性暴力対策 

（４） 犯罪被害、事故、災害からこどもを守る環境整備 

（５） 非行防止と立ち直り支援 

（１） 若者の職業的自立、就労等支援 

（２） 若年者の経済的自立の支援 

（３） グローバル社会で活躍する人材の育成 
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将来像３ こどもを生むことや、育てることに希望を持ち、子育てに喜びを実感できるとともに、子

育て当事者が地域全体から支えられる社会 

７ こども・若者、子育てにやさしい社

会づくりの推進 

８ 結婚・出産の希望実現 

９ 「子育て」と「子育ち」の支援 

１１ こども・若者の健やかな成長を支

える担い手の養成・支援 

１２ ワークライフバランス・男女の働

き方改革の推進 

 

 

 

 

 【ライフステージを通した施策】 

 

 

 

 

 

【ライフステージ別の施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の柱 

（１） こどもまんなか社会への気運醸成 

（２） こども政策ＤＸの推進 

（３） こどもにとって安全・安心なまちづくりの推進 

（４） 子育てしやすい住環境の整備 

 

具体的施策 

（１） 結婚を望む人への支援 

（２） 不妊・不育症に悩む人への支援 

（３） プレコンセプションケアの推進 

（１） 家庭の子育て力の充実 

（２） 「孤育て」にしない地域の子育て力の充実 

（３） 質の高い幼児教育・保育の充実 

（４） 学校教育の充実 

（５） 自立的な子育ちの支援 

（６） 子育てに係る経済的負担の軽減 

（１） 分野横断的な支援人材の育成 

（２） 多様な担い手による持続的な活動の推進 

（１） 企業による働き方改革の推進、社会全体の気運醸

成 

（２） 共働き・共育ての推進、男性の家事・育児の促進 

※下線部分は県議会による修正 
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１ こどもの権利擁護、意見の反映 

（１）こどもの人権が尊重される社会環境づくり 

ア こどもや若者の有する権利についての関心や理解が深まるように、こども・若者や

子育て当事者をはじめ広く県民に対し、「こども基本法」や「埼玉県こども・若者基

本条例」等の趣旨や内容に関して県ホームページやＳＮＳ等を通じた分かりやすい情

報発信を行います。 

 

イ こどもの権利侵害の問題を解決するため、子どもの権利擁護委員会においてこども

から意見聴取を行い、調査や是正の働き掛けを行うなど、こどもの権利擁護に取り組

みます。 

 

ウ 子育てに悩む保護者・養育者、また、身の回りの出来事に関して悩みを抱えるこど

もからの相談を受ける「子どもスマイルネット」について、相談者の気持ちに寄り添

って話を聞き、いじめ、体罰、虐待などこどもに関わる様々な悩みに関する相談に対

応するとともに、相談方法の拡大や関係機関との更なる連携を図ることなどにより、

こどもが相談しやすい環境を整備していきます。 

 

エ 児童相談所職員がこどもの意向をくみ取る能力を高める研修を実施するなどし、児

童への面接を適切に実施します。 

 

オ 社会的養育を受けるこどもの権利をこども自身に伝えるため、全ての児童養護施設

等入所児童及び里親等委託児童に「子どもの権利ノート」を配布・説明し、こどもが

意見を述べることができる機会を確保します。 

 

カ 児童養護施設等が民間機関等による第三者評価制度を活用し、入所児童の意向等の

客観的な把握や施設運営の改善ができるよう指導・助言します。 

 

キ 親権を行う者がいないこどもの権利利益を守るため、未成年後見人制度の活用に向

けて専門家と連携して適切に支援します。 

 

ク 性的マイノリティのこどもが安心して施設で生活できるよう、児童養護施設等の職

員を対象に研修を実施します。 

 

ケ 性的マイノリティについての正しい理解が進むよう、県民や企業に対する啓発を実

施するとともに、専門窓口で性的マイノリティ当事者やその家族等からの相談に対応

します。また、児童生徒の発達段階に応じた性の多様性に係る教育を行うとともに、

※下線部分は県議会による修正 
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教職員等を対象とした研修を実施し、性の多様性の尊重についての正しい理解を深め

ます。 

 

コ 教職員を対象とした研修において「児童の権利に関する条約」及び「こども基本法」

について理解の促進を図り、こどもの権利や最善の利益を擁護する取組を推進します。 

 

サ 人権教育等を通じて、こどもの権利や最善の利益について、児童生徒の理解促進を

図るとともに、その権利が侵害された時など、悩みを抱えたときに相談できる場所を

周知します。 

 

（２）こども等が意見を表明する機会の確保 

ア こども等の意見を施策に反映するため、「さいたまけん★こどものこえ」等により、

こどもや子育て当事者等からの意見を聴取します。こども等の意見表明を支援する人

材を育成・確保するとともに、こどもからの意見聴取に当たっては、その年齢・発達

の程度に応じた分かりやすい情報提供を行います。 

 

イ 社会的養護が必要なこどもの意見表明を支援する仕組み（アドボケイト制度）を構

築します。 

 

ウ 学校評価の一環として、学校評価懇話会において生徒に意見表明の機会を提供しま

す。 

 

エ 「総合的な探究の時間」等において、こどもたちが地域活動への参画や地域課題の

解決に取り組む中で、その地域に対する意見を表明する機会を確保する等、こどもが

主体的に取り組む活動を推進します。 

 

オ 児童生徒に関わるルール（校則など）等の制定や見直しに際し、児童生徒自身が意

見を表明する機会を確保する取組や児童生徒自身が主体となって参画する取組を推

進します。 

  

カ こどもたちが様々な課題の解決に向け、自ら考え行動を起こすことができる力を育

成するため、地域の課題や特性を踏まえて設定したＳＤＧｓのテーマに基づき、地域

の企業、団体等と連携した教科等横断的な視点による教育課程の編成・実施を支援し

ます。 

 

 

 

※下線部分は県議会による修正 
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２ 居場所づくり、社会的活動の参画支援 

（１）こども・若者と共につくる切れ目のない居場所づくりの支援 

ア 生活困窮世帯及び生活保護世帯の小学生、中学生、高校生を対象とした学習・生活

支援事業を実施し、貧困の連鎖の解消を目指します。 

  

イ こども食堂や学習支援、プレーパークなどの居場所（以下「こどもの居場所」とい

う。）を支える人材を養成するとともに、企業とこどもの居場所づくりに取り組む団

体をマッチングすることで、継続的な支援体制を構築します。 

 

ウ 「こどもの居場所づくりアドバイザー」を養成し派遣するなど、こどもの居場所の

立ち上げと安定的な運営を支援します。 

 

エ こどもの居場所づくりに取り組む団体等の好事例を紹介し横展開を図るとともに、

こどもの居場所を中心に多様な主体がこども支援に携わる「地域ネットワーク」の充

実を支援します。 

 

オ 社会貢献活動等に取り組む団体や個人のネットワーク「こども応援ネットワーク埼

玉」を活用して県民の社会貢献活動の推進を図るとともに、専用のポータルサイトに

より、会員間のマッチングや取組の情報発信を行い、地域全体でこどもを育てる社会

づくりを進めます。 

   

カ メタバース空間に、小学生から義務教育修了後の大学生程度までのこども・若者が

安心して気軽に参加でき、体験・交流・相談等の機能を備えた居場所であるバーチャ

ルユースセンターを設置し、こども・若者の意見を反映しながら運営し、その過程で

得られたノウハウを提供することで、市町村のユースセンター設置を後押しします。 

   

キ こどもの居場所づくりに取り組むＮＰＯ等を会員とする孤独・孤立対策官民連携プ

ラットフォームを運営し、活動情報の発信や事例の共有などにより会員の活動を支援

します。 

 

ク 地域における安全・安心なこどもの居場所づくりを支援するとともに、市町村に対

する好事例の紹介や活動の中核となる地域人材を育成する研修会の開催によって、放

課後や週末などに地域の多様な人材の参画を得たプログラムを実施する取組を支援

します。 

 

ケ 高校における中途退学を防ぐため、ＮＰＯ等と連携して、学校内に生徒が安心でき

―　53　―



 

る居場所として「居場所カフェ」を作るなど、学校生活への意欲を高める取組を推進

することで、高校生の社会的自立に向けた支援を推進します。 

 

コ 市町村が主体となって質と量の両面からこどもの居場所づくりを計画的に推進す

るよう、こどもの居場所づくりへのこども・若者の意見表明及び参画を進めながら市

町村の取組を支えるとともに、広域的なこどもの居場所づくりの環境整備を行います。 

 

（２）こども・若者の社会形成への参画支援 

ア こども・若者が広い視野に立ち物事を考える力や感受性を養うため、若い世代を含

めた県民の声の把握、選挙や政治への関心を高める主権者教育や啓発活動に取り組み

ます。 

 

イ 社会福祉協議会と連携した小・中学生、高校生に対するボランティア体験学習の実

施、若者による社会貢献活動の支援、こども・若者の育成支援に積極的に取り組む団

体等の運営支援や寄附を行った企業・個人等への表彰など、こども・若者の地域課題

への理解と解決に向けた行動を促進します。 

 

ウ メタバース空間に、小学生から義務教育修了後の大学生程度までのこども・若者が

安心して気軽に参加でき、体験・交流・相談等の機能を備えた居場所として設置・運

営するバーチャルユースセンターにおいても、こども・若者が社会参画につながる意

見を言えるように支援します。また、市町村のユースセンター設置を後押しする際に

も同様の機能にします。 

 

３ 親と子の健康・医療の充実 

（１）妊娠から子育てまでの切れ目のない支援 

ア 普及啓発 

(ｱ) 妊娠中の健康管理と胎児への影響、妊婦健診・乳幼児健診・定期予防接種の重

要性などの母子の健康保持に関する知識、発達段階に応じた親子の関わりや父母

が共に育てることなどの親としての心構えについて、母子健康手帳副読本等によ

り、市町村と連携して普及啓発を図ります。 

 

(ｲ) 流早産や先天性風しん症候群等を予防するため、麻しん・風しんに関する正し

い知識や予防接種について普及啓発を進めます。 
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(ｳ) 妊産婦に優しい環境づくりのため、市町村とともにマタニティマークの普及啓

発に努めます。 

 

(ｴ) 安心で安全で健やかな妊娠・出産、産後を支援するため、妊娠期から子育て期

まで切れ目のない支援体制の充実に取り組みます。 

 

イ 情報提供・相談支援 

(ｱ) 市町村による乳児家庭の孤立防止や養育上の諸問題への支援を図るための「乳

児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」及び「養育支援訪問事業」の実

施に関し、家庭への支援が適切に実施されるよう、情報の提供その他の必要な支

援を行います。 

 

(ｲ) 「埼玉県結婚・妊娠・出産・子育て応援公式サイト」やＳＮＳを活用して、妊

娠・出産・子育てに役立つ情報を発信します。 

 

(ｳ) 妊娠や出産後の子の養育、経済的不安などに対応できる相談窓口について、母

子健康手帳副読本等により妊産婦やその家族へ情報提供を行います。 

 

(ｴ) 妊娠・出産・育児に関する様々な相談にワンストップで応じ、母子保健機能と

児童福祉機能との相互連携により、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を

行うこども家庭センターの設置・運営を支援します。 

 

(ｵ) 予期せぬ妊娠に悩む方からの相談に対して正しい情報を提供し、必要に応じて

こども家庭センター等へつなげることで、関係機関が連携して支援を行います。 

 

(ｶ) 産後のメンタルヘルス対策と、養育支援が必要な親への支援が効果的に実施さ

れるよう市町村保健師を対象とした事例検討会や研修会を開催し、資質の向上を

図ります。 

 

(ｷ) 流産・死産を経験された方への心理的支援のために相談窓口を設置するととも

に、市町村における支援の質を高めるため、市町村保健師等を対象とした研修会

を開催し資質の向上を図ります。 

 

ウ 新生児の健全育成支援 

(ｱ) 新生児に対するマススクリーニング検査の実施により、先天性の疾病を早期に

発見し、適切な治療につなげ、健全育成を図ります。 
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(ｲ) 管内市町村における新生児聴覚検査実施状況や医療機関における検査の実施状

況等を把握するとともに、県の母子保健運営協議会において新生児聴覚検査につ

いて協議し、聴覚障害の早期発見・早期療育を図ります。 

 

（２）医療提供体制の充実 

ア 周産期医療の充実 

(ｱ) 周産期医療施設の運営支援などにより、周産期医療体制の充実を図ります。 

 

(ｲ) 病状に応じた搬送先の調整を行うコーディネーターの配置などにより、ハイリ

スクな妊産婦や新生児を適切に高度医療に繋ぐ体制を整備します。 

 

(ｳ) 産科、小児科などを目指す研修医に対して研修資金を貸与し、県内周産期母子

医療センターその他の県内の病院への誘導・定着を図ります。 

 

イ 小児医療の充実（医療提供体制の充実） 

(ｱ) 小児専門病院や大学病院などの小児科医を県内各地域の小児救急医療機関の当

直医等として派遣するシステムを構築するなど、小児救急医療体制の充実を図り

ます。 

 

(ｲ) 初期救急から第三次救急までの機能が適切に発揮されるよう、市町村と連携し

て小児医療体制の整備に取り組みます。 

 

(ｳ) 開業医が地域の小児医療拠点病院等において軽症患者等の診察を行うことによ

り、病院勤務医の負担軽減を図ります。 

 

(ｴ) 心の健康に関する問題を抱えるこどもを含めた精神保健相談体制を充実させま

す。 

 

(ｵ) １７圏域（さいたま市及び中核市を除く人口約３０万人圏域）において、在宅

の障害児（者）に対し、訪問や外来による療育指導や相談を行う体制整備を推進

します。 
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ウ 小児医療の充実（相談支援・普及啓発） 

(ｱ) こどもの急な病気やけがに対する保護者・養育者の不安に対応し、救急医療機

関の負担を軽減するため、小児救急電話相談やＡＩ救急相談の周知、こどもの急

病等の対応等について啓発を実施します。 

 

(ｲ) 保健所において定期的に、医師など専門職によるこどもの心の健康相談を実施

します。 

 

(ｳ) こどもの心の問題に関する対応技術の向上を図るため、専門的知識を有する医

師等による研修や福祉・教育機関等とのネットワーク会議を開催します。 

 

(ｴ) 慢性的な疾病により長期療養をしているこどもの自立と成長を支援するととも

に、家族の負担軽減を図るため、相談支援を行います。 

 

（３）医療に係る経済的支援 

ア 長期の治療と高額な医療費負担が必要となる小児慢性特定疾病にかかっているこ

どもに対する医療費の助成を行います。 

 

イ 養育のため病院に入院することを必要とする未熟児に対し、養育医療の給付を行い

ます。 

 

ウ 身体に障害があるこども、又は医療を行わなければ将来において障害が残ると認め

られるこどもで、その障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担

額を助成します。また、結核に罹患するこどもに対して療育の給付を行います。 

 

エ ４３歳未満のがん患者が将来こどもを授かる可能性を残すため、卵子、精子等の凍

結保存の費用の一部を助成します。 

 

オ こども、ひとり親家庭等及び重度心身障害者（児）の医療費の自己負担額を助成し、

経済的負担の軽減を行います。 
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４ 「こどもの貧困」対策の推進、配慮を要するこどもへの支援 

（１）「こどもの貧困」対策の推進 

ア 学習支援 

(ｱ) 生活困窮世帯及び生活保護世帯の小学生、中学生、高校生を対象とした学習・

生活支援事業を実施し、貧困の連鎖の解消を目指します。（再掲） 

 

(ｲ) 児童生徒の心理又は福祉に関する専門的な知識・経験を有する人材を活用する

とともに、市町村が行う教育相談体制の整備を支援するなど、教育相談活動を推

進します。 

 

(ｳ) 児童養護施設等の入所児童等に対する学習費等の支援を通じ、児童が高等学校

等に通学し、希望に応じた進学・就職等の進路を選択できるように支援します。 

 

(ｴ) 経済的理由により修学が困難な生徒などに対し、授業料等の負担を軽減するこ

とで、修学機会の確保を図ります。 

 

(ｵ) 高等学校・大学等における修学に関する奨学金を貸与し、経済的理由により修

学が困難な生徒・学生に対し支援します。 

 

(ｶ) 社会経済的な背景などにより学力に課題を抱える児童に対し、学力向上の支援

に取り組みます。 

 

(ｷ) 生活困窮世帯及び生活保護世帯のこどもを支援するため、関係機関が連携し、

高校進学に向けた学習支援や高校中退防止、卒業後の就労相談など一人一人の課

題に応じた相談支援を行います。 

 

イ 生活支援 

(ｱ) 生活困窮世帯や生活保護世帯の保護者を対象にした自立支援の取組を推進しま

す。 

 

(ｲ) 進学や就労を目指す生活困窮世帯のこどもを支援するため、自立相談支援機関

を活用して、関係機関が連携した包括的な支援を行います。 

 

(ｳ) 子育て世帯をはじめ、所得が少なく、住宅に困窮している世帯に住まいのセー
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フティーネットとしての県営住宅を供給します。 

 

(ｴ) 子育て世帯をはじめ、賃貸住宅への入居制限を受けやすい方々（低額所得者等）

をサポートし、入居の円滑化と安定した賃貸借関係の構築を支援します。 

 

(ｵ) 児童養護施設等の退所者等が円滑に自立生活を営めるよう、就学、就労、住宅、

生活相談、資金貸付、身元保証など総合的な支援を行います。また、大学・専門

学校等に進学した退所者等の就学と生活の両立を図るため、住宅と生活相談を一

体とした支援を行います。 

 

(ｶ) 児童養護施設等において個々のこどもに応じたきめ細かいケアができるよう職

員体制を充実させ、機能の強化を図ります。 

 

(ｷ) 「こども応援ネットワーク埼玉」の団体会員、個人会員と連携し、孤立しがち

なひとり親家庭等との接点づくりを進め、ひとり親家庭等に向けた情報提供やフ

ードパントリー活動、居場所づくりを支援します。 

 

ウ 保護者に対する就労支援 

(ｱ) 生活困窮世帯や生活保護世帯の保護者を対象に個々の状況に応じて、自立に向

けた段階的な就労支援を行います。 

 

(ｲ) 埼玉しごとセンターにおいて、情報提供やキャリアカウンセリング、職業紹介

などにより就職活動をワンストップで支援します。 

 

(ｳ) 県の福祉事務所に専門の職員を配置し、ひとり親家庭の就業相談や就業情報の

提供など一貫した就業支援を行います。 

 

(ｴ) 埼玉県女性キャリアセンターにおいて、働くことを希望しながら子育てとの両

立や職業上のブランクに課題を抱えている女性を後押しするため、個別相談やセ

ミナーの実施のほか、職業紹介などを行い、女性の就業を総合的に支援します。 

 

（２）ひとり親家庭への支援 

ア 経済的自立と生活支援 

(ｱ) 埼玉県母子・父子福祉センターに専門の職員を配置し、ひとり親家庭からの相

談をワンストップで受け付け、自立に向けた支援を行います。 
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(ｲ) 養育費の取決めの重要性や法制度を理解してもらうため、普及啓発に努めます。

また、養育費の確保等法律的な問題については、弁護士による相談を行います。 

 

(ｳ) 児童扶養手当の支給、福祉資金の貸付けなどにより、経済的に厳しい状況にあ

るひとり親家庭を支援します。 

 

(ｴ) こども、ひとり親家庭等及び重度心身障害者（児）の医療費の自己負担額を助

成し、経済的負担の軽減を行います。（再掲） 

 

(ｵ) 「こども応援ネットワーク埼玉」の団体会員、個人会員と連携し、孤立しがち

なひとり親家庭等との接点づくりを進め、ひとり親家庭等に向けた情報提供やフ

ードパントリー活動、居場所づくりを支援します。（再掲） 

 

(ｶ) ＤＶ被害母子の心のケアをすることで、ＤＶ被害母子の自立とこどもの健全な

成長を支援し、将来的なＤＶの連鎖を防止する取組を進めます。またＤＶ被害父

子の相談に取り組みます。 

 

(ｷ) 離婚により離れて暮らすことになった、別居する親とこどもとの面談や電話、

手紙等による定期的な交流を行うための支援を行います。 

 

イ 自立に向けた就労支援や就労に役立つ資格取得支援 

(ｱ) 県の福祉事務所に専門の職員を配置し、ひとり親家庭の就業相談や就業情報の

提供など一貫した就業支援を行います。（再掲） 

 

(ｲ) ひとり親がより条件のよい就職・転職に結びつくよう、安定した就労につなが

りやすい資格取得を支援します。 

 

(ｳ) ひとり親家庭の自立支援のため、母子・父子自立支援員による各種相談支援や

就業支援を行います。 

   

(ｴ) 児童扶養手当の支給、福祉資金の貸付け、医療費の自己負担額の助成などによ

り、経済的に厳しい状況にあるひとり親家庭等を支援します。 
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（３）障害などのあるこども・若者への支援 

ア 障害等のあるこども・若者への支援 

(ｱ) 障害のある乳幼児の健全な発達を促進するため、そのこどもの障害特性を理解

し、こどもに寄り添った幼児教育・保育の機会の充実を図ります。 

 

(ｲ) 障害のあるこどもへの支援が適切に行われるために、就学・卒業時の支援が円

滑に移行されることを含め、学校、事業所、施設等の連携を図ります。 

 

(ｳ) 在宅障害児に対する日常生活における基本動作の支援、集団生活への適応支援

などを障害児通所支援事業（児童発達支援、放課後等デイサービス）により実施

し、障害児の療育支援体制の整備を推進します。 

 

(ｴ) 障害児（者）やその家族の多様なニーズに対応するため、障害児通所支援事業

や訪問系サービスを運営する事業者による民間活力を生かして個々の生活にあっ

た柔軟なサービスの提供を行い、住み慣れた地域での生活を支援します。 

 

(ｵ) 放課後児童クラブの利用を希望する障害児の受入を進めるとともに、円滑な受

入を行うため、放課後児童支援員を対象とした専門的知識の習得を図るための研

修を行うとともに、対応する放課後児童支援員等の確保に努める市町村を支援し

ます。 

 

(ｶ) １７圏域（さいたま市及び中核市を除く人口約３０万人圏域）において、在宅

の障害児（者）に対し、訪問や外来による療育指導や相談を行う体制整備を推進しま

す。（再掲） 

 

(ｷ) 障害のある学齢児の生活を保障するために放課後児童クラブと放課後等デイサ

ービスの連携と協力を進めます。 

 

(ｸ) 高次脳機能障害を有する障害児が適切な支援を受けられるよう、医療や療育な

どの関係者の理解を深めるとともに、地域における支援体制づくりを進めます。 

 

(ｹ) 強度行動障害を有する障害児に対して、障害福祉サービス等において適切な支

援ができるよう、人材育成等を通じて支援体制の整備を図ります。 

 

(ｺ) 障害のある人もない人も共に生きる共生社会の実現に向けて障害者差別の解消

に取り組むほか、障害や障害者についての県民の理解を深めるため、障害者週間
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などを中心に普及啓発に取り組みます。 

 

(ｻ) インクルーシブ教育システムの構築の視点に立った特別支援教育を推進するた

め、障害のあるこどもと障害のないこどもが可能な限り共に過ごすための条件整

備や一人一人のニーズに応じた連続性のある多様な学びの場の充実を図ります。 

 

(ｼ) 障害のある生徒の自立と社会参加を実現するため、企業や就労支援アドバイザ

ーと連携しながら、特別支援学校の生徒の就労支援の充実を図ります。 

また、障害者就業・生活支援センターにおいて、障害者の就業面や生活面での支

援を一体的に行い、障害者の就業とその継続を進めます。 

 

(ｽ) 多様であることを認め合う豊かな共生社会の実現を目指し、障害者による芸

術・文化・スポーツ活動の発表や体験の場を創出するとともに、障害者による芸

術・文化とスポーツの魅力発信に取り組みます。 

 

(ｾ) 小児慢性特定疾病により長期療養を要する児童等の健全な育成を図るため、ピ

アカウンセリングなどの相談支援や日常生活に必要な生活用具の給付などの支援

に取り組みます。 

 

(ｿ) ４３歳未満のがん患者が将来こどもを授かる可能性を残すため、卵子、精子等

の凍結保存の費用の一部を助成します。（再掲） 

 

(ﾀ) 医療的ケア児者への支援を推進するとともに、地域の支援体制整備の促進を図

ります。 

 

(ﾁ) 医療的ケア児が保育所等の利用を希望する場合に、受入れが可能となるよう、

保育所等の体制を整備する市町村を支援し、医療的ケア児の地域生活支援の向上

を図ります。 

 

  イ 発達障害者支援体制の整備 

(ｱ) 発達に課題を抱えるこどもの早期発見と早期支援のため、乳幼児健診に関わる

保健師や、保育士・幼稚園教諭、小学校教員、市町村職員等の資質向上と関係機

関の連携を図ります。 

 

(ｲ) 発達障害総合支援センターにおいて、発達が気になるこどもやその家族等から

相談を受けるほか、関係機関に対して研修や助言指導を行います。 
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(ｳ) 地域の関係機関において、発達障害への適切な対応や親への支援ができるよう、

医療・療育の専門職や、障害児通所支援事業所の職員等の人材を育成します。 

 

(ｴ) 保育所、幼稚園及び認定こども園から小学校へ継続的に支援が進められるよう、

小学校教員を対象に研修を実施します。 

 

(ｵ) 発達障害の診療・療育を一貫して行う拠点施設である中核発達支援センターと、

個別療育と親の子育て支援を行う地域療育センターを運営し、診療・療育体制の

強化を図ります。 

 

(ｶ) 発達障害児を育てた経験のある親（ペアレントメンター）が、自らの経験や知

識を生かし、同じく発達障害児を持つ親に対し相談支援を実施します。 

 

(ｷ) １９歳以上の発達障害者やその家族からの相談への適切な指導や助言、就労相

談から職場定着まで総合的な支援に取り組みます。 

 

（４）ヤングケアラーへの支援 

ア 埼玉県ケアラー支援条例及び埼玉県ケアラー支援計画の基本理念に基づき、ヤング

ケアラーや１８歳からおおむね３０歳代までの若者ケアラーを含めた全てのケアラ

ーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができるよう、支援体制の

構築・強化を行います。 

 

イ ヤングケアラーに関する理解を促進するため、こどもたちや学校関係者をはじめ広

く県民に対し広報・啓発を実施するとともに、福祉分野と教育分野の連携構築や、専

門職、民間支援団体等への研修等を行い、ヤングケアラー支援体制の構築を支援しま

す。 

 

ウ ヤングケアラーや若者ケアラーが抱える悩みや問題等について気軽に相談できる

環境を整備します。 

 

（５）ニート、ひきこもり、不登校等のこども・若者への支援 

ア 若者自立支援センター埼玉において、若年無業者（ニート）などの職業的自立に悩

みを抱える若者とその家族を対象に就業支援を行います。 

 

イ ひきこもりに関する専門的な相談窓口を設置し、電話・来所・メール・訪問・Zoom

にて、ひきこもり支援コーディネーターがひきこもりに悩む本人や家族等からの相談
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に対応し、助言や情報提供など適切な支援を行います。相談窓口については、X での

発信や YouTube 掲載の活動動画等を通じて周知を図ります。 

 

ウ 不登校児童生徒等を支援するため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワ

ーカー等の配置や生徒指導重点校の指定など、教育相談体制の整備・充実を図ります。

また、「中一ギャップ」の解消を図るため、小中一貫教育構築の支援に取り組みます。 

 

エ 進路、卒業に不安や悩みを抱える高校生と保護者・養育者、中途退学をした方を対

象に「高校生活に関する相談会」を開催し、高校中途退学の防止と、中途退学後のフ

ォローアップに取り組みます。 

 

オ 不登校児童生徒の多様な学びの場の充実を図るため、市町村の設置する教育支援セ

ンターの機能強化に向けた指導・助言や学びの多様化学校（いわゆる不登校特例校）

の設置促進、民間団体との連携による支援などに取り組みます。 

 

（６）一人ひとりの状況に応じた支援 

ア 若者自立支援センター埼玉において、若年無業者（ニート）などの職業的自立に悩

みを抱える若者とその家族を対象に就業支援を行います。（再掲） 

 

イ 社会生活を円滑に営む上で困難を有する若者に対する支援を円滑かつ効果的に行

うため、支援団体・機関のネットワークを形成し、関係機関の情報共有を図るととも

に、支援者のスキルアップを図ります。 

 

ウ いじめや不登校などについて、「彩の国 よりそうみんなの電話・メール教育相談」

で相談を実施します。 

 

エ 児童生徒の心理又は福祉に関する専門的な知識・経験を有する人材を活用するとと

もに、市町村が行う教育相談体制の整備を支援するなど、教育相談活動を推進します。

（再掲） 

 

オ 外国人児童生徒等が学校生活へ円滑に適応できるよう、日本語の指導を行うための

教員等の配置や実践的な教員研修の実施、日本語指導が必要な児童生徒に対する特別

の教育課程の編成など、教育支援の充実を図ります。 

 

カ 学校や市町村等のニーズに応じた帰国児童生徒等支援アドバイザーの派遣や、県立

高校への日本語支援員の配置を行うほか、児童生徒のニーズに応じた様々な言語での

ニュースレターを発行して情報提供を行います。 
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キ 日本語を母語としないこどもと保護者・養育者のために、日本の高校進学について

多言語での説明・相談会を行うガイダンスを開催します。 

 

ク 外国人総合相談センター埼玉において、多言語による相談窓口として、生活相談の

ほか、入管相談、労働相談、法律相談や福祉相談などの専門相談に対応します。 

 

ケ 性的マイノリティの児童生徒への支援として、学校における様々な面から考えられ

る配慮について、児童生徒・保護者・養育者の心情等を踏まえつつ取組を進めていき

ます。 

 

コ 性的マイノリティについての正しい理解が進むよう、県民や企業に対する啓発を実

施するとともに、専門窓口で性的マイノリティ当事者やその家族等からの相談に対応

します。また、児童生徒の発達段階に応じた性の多様性に係る教育を行うとともに、

教職員等を対象とした研修を実施し、性の多様性の尊重についての正しい理解を深め

ます。（再掲） 

 

サ 父母の離婚等により生じるこどもの貧困問題に対応するため、離婚前後親支援の取

組を行います。 

 

シ 生活にお困りの方に対しては、自立相談支援機関において、一人ひとりの悩みに寄

り添いながら相談支援を実施します。また、アウトリーチ等に携わる人材の養成を図

る研修等を実施します。 

 

ス メタバース空間に、小学生から義務教育修了後の大学生程度までのこども・若者が

安心して気軽に参加でき、体験・交流・相談等の機能を備えた居場所であるバーチャ

ルユースセンターを設置し、こども・若者の意見を反映しながら運営します。また、

市町村のユースセンター設置を後押しします。 

 

セ 市町村において、こどもや高齢者、障害者、生活困窮者などの各分野を超えた包括

的な対応が必要なケースや各制度の狭間に陥りがちなケースなどに適切に対応でき

るよう、市町村における包括的な支援体制の構築を支援します。 
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５ 児童虐待防止・社会的養育の充実 

（１）こどもを虐待から守る地域づくり 

ア 児童相談所の体制・機能強化  

(ｱ) 児童福祉司や児童心理司などの専門職員の採用・育成を適切に行うとともに、

スーパーバイザーや里親支援、市町村支援のための児童福祉司を適切に配置する

など職員体制の充実と組織体制の強化を図ります。 

 

(ｲ) 児童相談所の職員の専門性を高めるため、階層別研修や専門研修などを充実さ

せます。 

 

(ｳ) 児童相談所に警察官ＯＢを配置し、児童福祉司と同行訪問するなどこどもの安

全確認や安全確保の徹底を図ります。 

 

(ｴ) 医師や弁護士などの専門的知見を活かし、困難な事案への対応力の強化を図り

ます。 

 

(ｵ) 休日・夜間もつながる電話相談窓口を設置し、２４時間体制で児童虐待通告へ

の対応を行います。 

 

(ｶ) 虐待情報について、児童相談所と警察署間を直接システムでつなぎ全件共有を

図ることにより、児童虐待に迅速かつ適切に対応します。また、警察と定期的に

意見交換を行い、適切に運用します。 

 

(ｷ) 児童相談所の業務について、ＩＣＴや民間の力を活用し、円滑に遂行できるよ

う取り組みます。 

 

(ｸ) 児童相談所において、虐待を含む養育、非行、発達などこどもに関する県民か

らの相談に対して指導・助言をします。 

 

(ｹ) 虐待（再発）防止のためには家族全体を含めた相談や支援を行うことが重要な

ことから、児童相談所の心理・家族支援機能を強化します。また、家族支援プロ

グラムを用いて、虐待等により施設に入所したこどもを安全に家庭環境に戻す家

族再統合を進めます。 

 

(ｺ) 中核市における児童相談所の設置について、県内中核市と継続的に意見交換を
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し、設置を希望する中核市に対し、必要な支援や助言、情報提供などを行います。 

 

イ 一時保護の充実 

(ｱ) 一時保護を要する児童の安全確保やアセスメント（評価）が適切に行われるよ

う一時保護所の体制強化を図ります。 

 

(ｲ) 一時保護所に心理職員を配置するとともに、児童精神科医によるカウンセリン

グを実施し、虐待により心に傷を負ったこどものケアを行います。 

 

(ｳ) 一時保護を必要とする、ＤＶの被害者に同伴するこどもの心理的ケアや適切に

教育を受けられる体制を整備します。 

 

(ｴ) 児童の学ぶ権利を尊重し、学習指導員の配置など、一時保護所における学習支

援の充実に努めます。 

 

(ｵ) 一時保護所において、こどもの権利を尊重し環境改善に取り組むとともに、第

三者による評価を実施するなどし運営改善に取り組みます。 

 

(ｶ) 児童養護施設等における一時保護のための施設整備を支援し、拡充に努めます。

また、児童養護施設等や里親と連携する一時保護委託の充実を図ります。 

 

(ｷ) 社会的養護が必要なこどもの意見表明を支援する仕組み（アドボケイト制度）

を構築します。（再掲） 

 

ウ 虐待防止・早期発見・早期対応の推進 

(ｱ) 子育てに悩む保護者・養育者、また、身の回りの出来事に関して悩みを抱える

こどもからの相談を受ける「子どもスマイルネット」について、相談者の気持ち

に寄り添って話を聞き、いじめ、体罰、虐待などこどもに関わる様々な悩みに関す

る相談に対応するとともに、相談方法の拡大や関係機関との更なる連携を図ること

などにより、こどもが相談しやすい環境を整備していきます。（再掲） 

 

(ｲ) 埼玉県虐待禁止条例に基づき、児童虐待の通報等を行いやすい環境を整備する

とともに、県民に対する虐待防止の普及・啓発等を行い、虐待の予防や早期発見・

早期対応につなげます。 

 

(ｳ) 妊娠や出産後の子の養育、経済的不安などに対応できる相談窓口について、母

※下線部分は県議会による修正 

―　67　―



 

子健康手帳副読本等により妊産婦やその家族へ情報提供を行います。（再掲） 

 

(ｴ) 保護者・養育者に対して各種のプログラムを実施し、親子関係の改善を図りま

す。 

 

(ｵ) 啓発リーフレットの配布やオレンジリボンの活用により、体罰禁止を含めた児

童虐待防止に関する広報及び啓発活動を展開します。また、社会貢献活動と協働

したオレンジリボンキャンペーンを展開します。 

 

(ｶ) 保育士・幼稚園教諭、民生委員・児童委員など児童福祉に関わる方などを対象

とした研修を実施することにより、児童虐待に適切に対応できる人材を確保し、

こどもを虐待から守る地域づくりを進めます。 

 

(ｷ) 小・中学校と市町村教育委員会の児童虐待対応担当者の資質向上を図り、関係

機関等と連携してこどもを虐待から守る学校づくりを推進します。 

 

(ｸ) 教職員を対象に児童虐待を早期発見、早期対応する力を養成するとともに、関

係機関等との連携などについて研修会を実施します。 

 

(ｹ) 児童虐待の疑いのある事案の積極的な通告について、医療機関に対して啓発・

周知を図ります。 

 

(ｺ) ＤＶがある家庭における児童虐待の早期発見・早期介入のため、ＤＶと児童虐

待の特性や関連性に関する理解の促進を図るとともに関係機関との連携強化を図

ります。 

 

(ｻ) ＤＶ被害母子の心のケアをすることで、ＤＶ被害母子の自立とこどもの健全な

成長を支援し、将来的なＤＶの連鎖を防止する取組を進めます。またＤＶ被害父

子の相談に取り組みます。（再掲） 

 

(ｼ) ＤＶがある家庭における児童虐待の早期発見・早期介入と被害親子に寄り添っ

た保護が行われるように、配偶者暴力相談支援センター等の対応力向上のための

研修を行います。 

 

(ｽ) 虐待情報について、児童相談所と警察署間を直接システムでつなぎ全件共有を

図ることにより、児童虐待に迅速かつ適切に対応します。また、警察と定期的に

意見交換を行い、適切に運用します。（再掲） 
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(ｾ) 児童虐待による重大事例が発生した際は、第三者による検証委員会を設置して

十分な検証を行い、再発防止策の策定を行います。 

 

エ 市町村のこども家庭相談体制への支援 

(ｱ) 要保護児童を早期に発見し、適切かつ継続的な支援を行うため、各市町村に設

置されている「要保護児童対策地域協議会」において情報交換や適切な役割分担

による関係機関の連携強化を図るとともに、地域の実情を踏まえた支援を促進で

きるようにその運営について積極的な支援を行います。 

 

(ｲ) 児童相談の第一義的窓口を担う市町村の児童相談体制の強化のため、職員の資

質向上に係る研修の実施など人材育成に取り組みます。また、市町村が相談等対

応する児童・家庭について心理、精神保健の分野などでの専門的、技術的な助言

を行えるよう支援します。 

 

(ｳ) 妊娠・出産・育児に関する様々な相談にワンストップで応じ、母子保健機能と

児童福祉機能との相互連携により、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を

行うこども家庭センターの設置・運営を支援します。（再掲） 

 

(ｴ) 養育支援が必要な家庭の早期把握・早期支援のため、市町村と医療機関の連携

体制を整備するとともに、研修や事例検討会による市町村担当者の資質向上を図

り、妊娠期からの支援の充実を図ります。 

 

(ｵ) 市町村による乳児家庭の孤立防止や養育上の諸問題への支援を図るための「乳

児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」及び「養育支援訪問事業」の実

施に関し、家庭への支援が適切に実施されるよう、情報の提供その他の必要な支

援を行います。（再掲） 

 

(ｶ) 児童家庭支援センターにおいてこども、家庭及び地域からの相談等に応じ、助

言・指導を行うとともに里親を支援します。また、地域への支援を適切に行うこ

とができるよう必要な支援を行います。 

 

(ｷ) 子育て家庭が地域で孤立しないよう、子育て中の親子が集い、相互交流できる

地域子育て支援拠点を整備する市町村を支援するとともに、質の充実を図ります。 

 

(ｸ) 地域子育て支援拠点等相談支援機関の職員に対し、複合課題の対応や、地域の

社会資源のネットワークを構築しコーディネートする能力を高める研修を実施し

ます。 
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(ｹ) 市町村が児童福祉施設・里親等と連携して実施する短期入所生活援助（ショー

トステイ）事業及び夜間養護等（トワイライトステイ）事業の拡充を図り、家庭

養育が適切に行われるよう支援します。 

 

(ｺ) 児童虐待の早期発見、早期対応を図るため、休日夜間に対応できる児童虐待専

用の電話通告窓口を設置するとともに、子育てに悩みを抱える保護者・養育者や、

こども本人からの相談に対して、ＳＮＳを活用した窓口を設置し、児童虐待の未

然防止、早期発見、早期対応を行います。 

また、啓発リーフレットの配布等により、児童虐待防止に関する啓発活動を実施

します。 

 

(ｻ) 市町村が実施する、訪問による生活の支援、学校や家以外のこどもの居場所支

援、親子関係の構築に向けた支援といった地域子ども子育て支援事業について適

切に行われるよう支援します。 

 

(ｼ) 生活に困難を抱える妊産婦等を母子生活支援施設等で受入れ、安心して出産、

生活できる環境を整え、妊娠期からの支援の充実を図ります。 

 

（２）社会的養育の充実 

ア 里親等委託の推進 

(ｱ) 保護を必要とするこどもの里親委託を推進するため、里親への研修や委託後の

訪問支援などを行う里親等委託調整員、親の理解を進める里親委託強化推進員を

各児童相談所に配置し、里親制度の普及啓発を進めます。また、里親委託など家

庭養育を推進するため児童相談所の職員体制の充実を図ります。 

 

(ｲ) 家庭引き取りが困難な場合、できる限り早い段階での乳幼児里親委託を推進し

ます。 

 

(ｳ) 未委託里親に社会的養育が必要なこどもの現状を知ってもらい、理解を深めて

もらうため、未委託里親と施設入所児とのふれあい交流を進めます。 

 

(ｴ) 未委託里親に対する委託中の里親宅での実習により委託の推進に取り組みます。

また、委託後も定期的に訪問するなど切れ目のない支援を行います。 

 

(ｵ) 児童養護施設等に専任の里親支援専門相談員を配置し、児童家庭支援センター
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との連携と併せて、養育相談など里親の支援を強化します。 

 

(ｶ) 市町村、里親・児童養護施設等、民間団体、企業、メディア等と連携し、広く

県民に里親制度の周知を図り、里親登録を促進します。 

 

(ｷ) 里親や里親に関心がある方の意見を聞き、里親委託の推進のための取組に活か

します。 

 

(ｸ) 里親が養育の悩みを抱え込まないよう、里親同士が情報交換できる体制づくり

に取り組みます。 

 

(ｹ) 家庭的な養育環境の体制整備を進めるため、ファミリーホーム開設の支援や、

里親等の人材確保に取り組みます。 

 

イ 特別養子縁組等の推進 

(ｱ) 児童相談所において、パーマネンシー（永続的）保障としての普通養子縁組や

特別養子縁組に関する相談・支援に取り組むとともに、養子縁組家庭も里親と同

じ途中からの養育であることから、里親委託の場合と同様に継続的な支援を行い

ます。また、民間あっせん機関に対し、特別養子縁組等に関する適切な手続や養

親等への支援について助言・指導等を行います。 

 

(ｲ) 思いがけない妊娠などで出産に悩みや不安がある妊産婦に対し、産科医療機関

と連携して出産後の生活や特別養子縁組などの相談に応じます。また、市町村等

とも連携し、相談窓口の周知や事業の理解促進を図ります。 

 

ウ 児童養護施設等の体制整備、人材確保・育成 

(ｱ) 児童養護施設等における児童の安全確保及び居住環境の向上のため、国の方針

を踏まえ、施設の計画的な整備等を支援します。 

 

(ｲ) 児童養護施設等において、国の方針及び本県の地域性を踏まえ、児童のニーズ

や施設の状況に応じて小規模化かつ地域分散化を促進します。 

 

(ｳ) 児童養護施設等の一時保護のための施設の整備や里親支援専門相談員の配置に

よる家庭養育の推進など、ニーズに合った多機能化を支援します。 

 

(ｴ) 児童福祉施設協議会等と連携して人材の確保や育成の取組を支援します。 

―　71　―



 

 

(ｵ) 児童養護施設等において個々のこどもに応じたきめ細かいケアができるよう職

員体制を充実させ、機能の強化を図ります。（再掲） 

 

(ｶ) 児童養護施設等における心理担当職員の常勤化を促進し、体制の充実を図りま

す。 

 

(ｷ) 児童養護施設等のこどもに対する心理的ケア、乳児院等の乳幼児に対する心身

障害・病虚弱乳幼児のケアを充実し、安全確保及び受入体制の強化を図ります。

また、乳児院等の乳幼児の緊急受入及び重症心身障害児の受入体制の強化を図り

ます。 

 

(ｸ) 専門的ケアを行う児童心理治療施設の機能強化を支援するとともに、児童自立

支援施設の充実を図ります。 

 

(ｹ) 母子を分離せずに保護することができる児童福祉施設である母子生活支援施設

について、ケアの充実及び施設の活用を図ります。また、母子生活支援施設を活

用し、緊急を要する母子の一時保護を実施します。 

 

(ｺ) 被措置児童等虐待の未然防止を図るため、施設職員等の研修の充実を図るとと

もに、児童養護施設等への指導・支援をきめ細かく行います。 

 

(ｻ) 児童養護施設、関係する学校、市町村教育委員会の三者の連携強化と支援の充

実を図ります。 

 

(ｼ) 児童養護施設の職員等を対象に、虐待を受けた児童生徒への効果的なケアの在

り方について研修会を実施します。 

 

(ｽ) 児童・地域のニーズに応じて一時保護の充実、里親等の家庭支援、相談機能の

充実など、児童養護施設等の多機能化を支援します。 

 

(ｾ) 児童養護施設等における一時保護のための施設整備を支援し、拡充に努めます。

また、児童養護施設等や里親と連携する一時保護委託の充実を図ります。（再掲） 

 

(ｿ) 児童家庭支援センターにおいてこども、家庭及び地域からの相談等に応じ、助

言・指導を行うとともに里親を支援します。また、地域への支援を適切に行うこ

とができるよう必要な支援を行います。（再掲） 
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(ﾀ) 児童養護施設等に専任の里親支援専門相談員を配置し、児童家庭支援センター

との連携と併せて、養育相談など里親の支援を強化します。（再掲） 

 

(ﾁ) 国の方針や地域のニーズを踏まえ、被虐待児など処遇が困難な児童の受入を進

めるため、県立児童養護施設の機能強化を図ります。 

 

(ﾂ) 障害児入所施設において、国の方針及び本県の地域性を踏まえ、できる限り良

好な家庭的環境において養育されるよう、ユニット化等によりケア単位の小規模

化を促進します。 

 

エ 入所児童等の自立支援 

(ｱ) 家庭での養育が困難な児童に対して共同生活を通じて就労援助や生活指導を行

う自立援助ホームについて、開設支援、体制整備及び利用者に対するケアの充実

を図ります。 

 

(ｲ) 児童養護施設等の入所児童に対して野外体験など多様な体験の機会を確保し、

児童の健全な成長や自立を促します。 

 

(ｳ) 児童養護施設等の入所児童等が自立後のイメージを持つことができるよう、社

会人や退所者等との交流の機会の確保に取り組みます。 

 

(ｴ) 児童養護施設等の入所児童等に対する学習費等の支援を通じ、児童が高等学校

等に通学し、希望に応じた進学・就職等の進路を選択できるように支援します。（再

掲） 

 

(ｵ) 進学、就労が困難な児童養護施設等の入所児童等に対して、学習、就労、生活

を支援する市町村などの関係機関と連携を図ります。 

 

(ｶ) 社会的養護が必要なこどもの意見表明を支援する仕組み（アドボケイト制度）

を構築します。（再掲） 

 

(ｷ) 社会的養育を受けるこどもの権利をこども自身に伝えるため、全ての児童養護

施設等入所児童及び里親等委託児童に「子どもの権利ノート」を配布・説明し、

こどもが意見を述べることができる機会を確保します。（再掲） 

 

(ｸ) 児童養護施設退所者等が気軽に集い、相談できる居場所を提供するとともに、

退所者や施設入所児童の個々のニーズに合った就労や自立のための支援を行い、
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自立した社会人として安心して生活できる体制を構築します。 

 

(ｹ) 児童養護施設等の退所者等に対して、退所者等の状況に応じて引き続き施設等

に居住させることなどにより、自立のための支援を行います。 

 

(ｺ) 児童養護施設等の退所者等が円滑に自立生活を営めるよう、就学、就労、住宅、

生活相談、資金貸付、身元保証など総合的な支援を行います。また、大学・専門

学校等に進学した退所者等の就学と生活の両立を図るため、住宅と生活相談を一

体とした支援を行います。（再掲） 

 

(ｻ) 児童養護施設等の退所者等のニーズに合った自立支援を行うため、入所者及び

社会的養育経験者の意見を聞き、その取組に活かします。 

 

６ 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 

（１）こども・若者の自殺対策 

ア 若年層の自殺防止対策として、小学校４年生から高校生までの児童生徒を対象とし

て、メッセージと相談窓口を記載したカードを配布するなど、自殺予防の啓発に取り

組みます。 

また、民間団体や関係機関との連携や活動費補助により、ＳＮＳや電話による相談

事業に取り組みます。 

 

イ ＳＯＳの出し方に関する教育や、児童生徒1人 1台端末等を活用した心の健康観察、

教職員向け研修など、学校におけるメンタルヘルスリテラシーの向上に資する取組を

実施します。 

 

（２）インターネット対策の推進 

ア ネットアドバイザーを講師として、保護者・養育者やこどもたちにインターネット

トラブル事例を踏まえた予防策や家庭内ルールの取決めを啓発し、保護者・養育者の

見守る力とこどもたちのインターネットリテラシーの向上を図ります。 

 

イ フィルタリングサービスの利用など、インターネット上の有害情報や犯罪からこど

もを守るための方策の普及・啓発に取り組みます。また、ＳＮＳなどインターネット

に起因した犯罪からこどもを守るため、インターネットの適正な利用方法等について

の講演などの啓発活動を通じて、こどもの情報モラル向上の気運の醸成を図ります。 
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ウ サイバーパトロールや県民からの情報提供などに基づき、インターネット上に氾濫

する違法・有害情報を把握し、事件化やプロバイダ等に対する削除等依頼により、違

法・有害情報の排除に向けた取組を強化します。 

 

（３）こども・若者に対する性犯罪・性暴力対策 

ア 埼玉県青少年健全育成条例に基づき、青少年の犯罪被害を防止するため、青少年の

非行・被害防止特別強調月間キャンペーン、青少年健全育成キャンペーンでの普及・

啓発に取り組みます。 

 

イ 性暴力等犯罪被害専用相談電話「アイリスホットライン」において、性犯罪・性暴

力被害にあったこども・若者及びその家族等からの相談に応じ、被害の早期回復及び

軽減がされるよう必要な支援を行います。 

また、アイリスホットラインを紹介するカードを、学校を通じて生徒に配布するな

どし、相談窓口の周知に取り組みます。 

 

（４）犯罪被害、事故、災害からこどもを守る環境整備 

ア 犯罪被害からこどもを守る環境整備 

(ｱ) 犯罪被害からこどもを守るため、「埼玉県防犯のまちづくり推進条例」に基づき

「犯罪を起こさせにくい地域環境づくり」を推進します。 

 

(ｲ) 地域で防犯パトロールやこどもの見守りを行う自主防犯活動団体「わがまち防

犯隊」の活動を支援します。 

 

(ｳ) こどもの危険回避能力を高めるため、防犯教室を開催し、防犯意識の高揚を図

ります。 

 

(ｴ) 学校との連携によるこどもの犯罪被害防止対策や、ＰＴＡ等の学校関係者、少

年警察ボランティア、地域の青少年育成関係者、地域住民等との連携によるパト

ロール活動などの安全対策を推進します。また、学校と警察との橋渡し役として

のスクール・サポーターの効果的な運用を図ります。 

 

(ｵ) 児童生徒の心理又は福祉に関する専門的な知識・経験を有する人材を活用する

とともに、市町村が行う教育相談体制の整備を支援するなど、教育相談活動を推

進します。（再掲） 
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(ｶ) 地域におけるこどもの身体やこころの健康、薬物乱用、性、非行、いじめ、こ

どもの権利の侵害等に関する相談体制の充実を図るとともに、インターネットの

活用や学校における周知等を通じて、相談窓口等の情報提供に取り組みます。 

 

(ｷ) こども・若者支援に関する各相談機関担当者の研修等を実施して、相談機関担

当者間や市町村間のネットワークづくりを支援し、効果的な相談対応を図ります。 

 

(ｸ) 困難を抱えた場合に適切に相談を行うことができるよう、能動的かつ適切に他

者に頼る意識・態度や、ときに漠然とした自らの思いや状況等を言葉にできる力

など、自ら考え自らを守る力を育成する取組を推進します。 

また、児童生徒が消費者として自覚をもち、主体的に判断し責任をもって行動で

きるようにするために消費者教育を推進します。 

 

(ｹ) ＤＶの根絶に向け、被害者への支援として電話やインターネットによる相談体

制の充実や相談担当者のスキルアップを図り、予防のための啓発活動に取り組み

ます。 

 

(ｺ) 複雑多様化する消費者問題に対応できる「自立した消費者」の育成を推進しま

す。 

 

(ｻ) 情報社会で犯罪の被害者にも加害者にもなることを防止するため、インターネ

ットを正しく安全に利用できるようにするための教育や啓発活動を推進します。 

 

(ｼ) ネットアドバイザーを講師として、保護者・養育者やこどもたちにインターネ

ットトラブル事例を踏まえた予防策や家庭内ルールの取決めを啓発し、保護者・

養育者の見守る力とこどもたちのインターネットリテラシーの向上を図ります。

（再掲） 

 

(ｽ) フィルタリングサービスの利用など、インターネット上の有害情報や犯罪から

こどもを守るための方策の普及・啓発に取り組みます。また、ＳＮＳなどインタ

ーネットに起因した犯罪からこどもを守るため、インターネットの適正な利用方

法等についての講演などの啓発活動を通じて、こどもの情報モラル向上の気運の

醸成を図ります。（再掲） 

 

(ｾ) サイバーパトロールや県民からの情報提供などに基づき、インターネット上に

氾濫する違法・有害情報を把握し、事件化やプロバイダ等に対する削除等依頼に

より、違法・有害情報の排除に向けた取組を強化します。（再掲） 

 

※下線部分は県議会による修正 
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(ｿ) ネットいじめ・トラブルの未然防止を図るため、児童生徒のインターネット利

用実態把握のためのサイトの監視を行い、必要な情報を市町村教育委員会、学校、

児童生徒、保護者・養育者に発信するとともに、児童生徒自身が主体的に取り組

む仕組みを構築します。 

 

(ﾀ) 犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図るため、アイリスホットラ

インによる相談対応や、彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センターの支援体制

強化など、犯罪被害者等支援に取り組みます。 

 

(ﾁ) 自転車盗など生活に身近な犯罪の被害防止対策の普及・啓発を図るとともに、

防犯カメラの整備など犯罪を起こさせにくい地域環境づくりを支援します。 

また、犯罪からこどもを守るため、ＳＮＳ等を活用し、こどもを対象とした犯罪

や防犯対策についてタイムリーな情報発信に努めます。 

 

(ﾂ) 埼玉県青少年健全育成条例に基づき、深夜外出や有害情報に接する危険性など

を１８歳未満のこどもや保護者・養育者に啓発するほか、コンビニエンスストア

やカラオケボックスなどへの立入調査や指導等に取り組みます。 

 

(ﾃ) 関係機関、事業者、青少年関係団体と連携し、２０歳未満の喫煙・飲酒対策に

取り組みます。 

 

(ﾄ) こどもを含む県民を対象としたリーフレットの配布などにより、様々な依存症

の予防及び依存症についての正しい理解の普及に取り組みます。 

 

(ﾅ) 学校における薬物乱用防止教室の開催などを通して、薬物乱用の未然防止を図

ります。 

 

(ﾆ) （成年年齢の引下げに伴う）消費者教育の一環として、消費相談窓口の周知等

の取組を推進します。 

 

(ﾇ) 不同意わいせつ等の性犯罪に対しては、撲滅に向けた社会機運の醸成を図るた

め広報啓発活動を推進するとともに若者を中心とした性犯罪被害者を生まないた

めにも関係機関と連携した防犯対策を進めます。 

 

(ﾈ) 少年が、いわゆる「闇バイト」に安易に応募し、犯罪に加担しないよう、学校、

教育委員会と連携し、非行防止教室等による情報リテラシー教育を推進するとと

もに、ＳＮＳやホームページ等を活用した情報発信等の広報・啓発を推進します。 
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(ﾉ) ＳＮＳ等を通じた闇バイトなどの新たな課題について、関係機関と連携し、教

職員や児童生徒及びその保護者・養育者への啓発を行います。 

 

イ 事故・災害からこどもを守る環境整備 

(ｱ) こどもに対する交通安全教育を推進するため、交通安全教育に当たる交通安全

ボランティア等の育成・支援に努めます。 

 

(ｲ) 「交通安全教育指針」に則した年齢、通行の態様に応じた体系的な交通安全教

育を推進して、交通ルールの周知を図ります。 

 

(ｳ) 交通事故発生時における被害軽減等、チャイルドシートの必要性について、あ

らゆる機会を通じて周知するとともに、着用率の向上に努めます。 

 

(ｴ) こどもに対し、交通安全教育等を通じて、自転車の交通ルールや安全な乗り方

について指導するとともに、自転車ヘルメットの着用と反射材の普及を促進しま

す。 

 

(ｵ) こどもに対する自転車運転免許制度の普及や「自転車安全利用五則」等を用い

た啓発活動を展開して、交通ルールの周知を図り、自転車の安全利用を促進しま

す。 

 

(ｶ) 県、県警察、県教育委員会、市町村、市町村教育委員会、関係機関・団体が連

携して、交通安全運動などの交通安全対策に取り組むとともに、交通安全教室の

実施などを通じて、こどもの自転車や自動二輪車等による交通事故の防止とマナ

ー向上に努めます。また、事件、事故、災害から身を守るため、学校で行う安全

教育を通じて、児童生徒が自ら危険を予測し、回避する能力を育成します。 

 

(ｷ) イツモ防災講座の実施支援や防災マニュアルブック配布などにより、若い世代

に対して防災に関する知識の普及啓発を図ります。 

 

（５）非行防止と立ち直り支援 

ア 非行防止の取組の推進 

(ｱ) 埼玉県青少年健全育成条例に基づき、深夜外出や有害情報に接する危険性など

を１８歳未満のこどもや保護者・養育者に啓発するほか、コンビニエンスストア

やカラオケボックスなどへの立入調査や指導等に取り組みます。 
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学校が保護者・養育者、地域、警察等の関係機関と連携して児童生徒を対象とし

た非行防止教室を実施し、非行・問題行動等の予防・根絶を目指します。       

生徒の非行・問題行動が深刻化している中学校等からの要請に基づきスクール・

サポーターを派遣し、教職員や保護者・養育者等と連携して学校運営の正常化に向

けた支援を行います。 

 

(ｲ) 青少年の非行を防止するため、青少年育成埼玉県民会議が市町村や青少年育成

推進団体等と連携して実施する非行防止パトロール活動を積極的に支援し、地域

ぐるみでの非行防止活動を推進します。 

 

(ｳ) 少年警察ボランティアや市町村の非行防止ボランティア、学校など関係機関と

連携して街頭補導活動を積極的に推進し、少年の非行防止に取り組みます。 

また、関係する業界団体の自主的な取組を積極的に促進するとともに県と業界団

体との連携を強化し、青少年の健全育成に取り組みます。 

 

(ｴ) 関係機関、事業者、青少年関係団体と連携し、２０歳未満の喫煙・飲酒対策に

取り組みます。 

薬物乱用防止の啓発活動や保健所等における相談などを通じて、薬物乱用の未然

防止を図ります。また、麻薬などの取扱施設に対する監視指導や乱用薬物に係るイ

ンターネット監視などの取締りを徹底します。 

学校における薬物乱用防止教室の開催などを通じて、薬物乱用防止教育の充実に

取り組みます。 

 

イ 立ち直りに向けた支援 

(ｱ) 少年相談や親子カウンセリングを通じて、非行などの問題を抱える少年の立ち

直りを支援するとともに、非行少年の立ち直りに関する相談を実施し、保護者・

養育者等の支援に取り組みます。 

また、県内の企業や団体の協力により、非行少年が社会活動や就労等の体験を通

して社会とのつながりを自覚する取組を実施するとともに、専門家等による講演、

同じ悩みを持つ方と意見交換できる体験交流会を実施し、非行少年の立ち直りを促

進します。 

さらに、関係機関が連携して支援できるよう、支援団体間のネットワーク形成や

支援者のスキルアップを図るほか、再非行防止に向けた地域の機運醸成を推進しま

す。 

 

(ｲ) 再犯防止対策を推進するため、埼玉県再犯防止推進関係機関連絡会議を設置す

るとともに刑事司法関係機関と地域の社会資源をつなぐネットワークの構築を行
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います。 

 

７ こども・若者、子育てにやさしい社会づくりの推進 

（１）こどもまんなか社会への気運醸成 

ア こども・若者の有する権利についての関心や理解が深まるよう広く県民に対し、こ

ども基本法や埼玉県こども・若者基本条例等に関する情報発信を行うことを通じて、

こども・若者が健やかに成長し、誰もがこども・若者、子育て当事者にやさしい社会

づくりを進めます。 

 

イ 「こどもまんなか応援サポーター」の宣言を行い、全てのこども・若者の利益を第

一に考え、こども・若者が健やかに成長できる社会を実現するためのアクションに取

り組みます。 

 

ウ 出会いの機会の提供や、これから結婚する方への新生活の支援等を通じて、結婚を

望む方の希望実現を進めます。 

 

エ 「パパ・ママ応援ショップ」（子育て家庭への優待制度）等の子育て世帯を応援す

る取組により、社会全体で子育て家庭を支える気運を高めます。 

 

オ ２０年、３０年先の将来においても地域の活力を維持し、こども・若者や子育て世

帯を含めた誰もが安心・快適に暮らせる持続可能なまちづくりを進める「埼玉版スー

パー・シティプロジェクト」を推進し、社会全体でこどもや子育て当事者を支える気

運を醸成します。 

 

（２）こども政策ＤＸの推進 

ア こども等の意見を施策に反映するため、ＷＥＢシステムを活用してこどもや子育て

当事者等からの意見を聴取します。 

 

イ 子育て関連事業者における働き方改革や利用者の利便性向上のため、保育所等での

ＩＣＴ導入及び活用促進を行います。 

 

ウ 子育て世帯の利便性向上のため、子育てに係る行政サービスのオンライン化を市町

村に働きかけます。 

 

エ 結婚を希望する男女に、デジタル技術を活用した結婚支援を行います。 
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オ メタバース空間に、小学生から義務教育修了後の大学生程度までのこども・若者が

安心して気軽に参加でき、体験・交流・相談等の機能を備えた居場所であるバーチャ

ルユースセンターを設置し、こども・若者の意見を反映しながら運営します。また、

市町村のユースセンター設置を後押しします。（再掲） 

 

（３）こどもにとって安全・安心なまちづくりの推進 

ア 市町村のコンパクト、スマート、レジリエントの３つの要素を兼ね備えたまちづく

りを県が支援する「埼玉版スーパー・シティプロジェクト」を推進し、こども・若者

や子育て世帯を含めた誰もが安心・快適に暮らせる持続可能なまちの実現を目指しま

す。 

 

イ こどもが被害者となる犯罪、特にこどもの通学路となる道路や遊び場である公園な

どの公共空間で発生する犯罪からこどもを守るため、「犯罪の防止に配慮した道路等

の構造、設備等に関する指針」に基づき、防犯のまちづくりに向けた環境整備と市町

村や施設管理者への助言に取り組みます。 

 

ウ こどもが通う施設について、敷地内の安全点検など安全管理を進めるとともに、長

期保全に資する改修工事やバリアフリー化などを推進し、安全で快適な環境を整備し

ます。 

 

エ 通学途中のこどもが犠牲になる交通事故が全国的に多発しており、次代を担うこど

もを交通事故から守るため、通学路の歩道整備を推進します。 

 

オ 駅、官公庁施設、病院等を相互に連絡する道路について、通行空間の確保やバリア

フリーに配慮した交通安全施設の整備を行い、移動等の円滑化を推進します。また、

生活道路における通過車両の進入や速度の抑制、幹線道路における交通の流れの円滑

化などを推進します。 

 

カ 小・中学校等の通学路や未就学児が園外活動等で使用する道路等について、点検等

の結果を踏まえ、交通安全施設等の整備を行い、こどもの安全な通行空間を確保しま

す。 

 

（４）子育てしやすい住環境の整備 

ア 県営住宅について、子育て世帯向けの専用募集枠を設定するなどにより子育て家庭

の居住の安定確保に努めます。 
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イ 既存県営住宅の建替えの際にバリアフリー化等を図ることにより、居住水準を向上

させ子育てしやすい住環境の整備を推進します。 

 

ウ 同居・近居などにより子育て世帯の住み替えを促進します。 

 

エ 県営住宅の建替えにより生み出した土地を活用し、民間事業者が整備・運営する子

育て支援施設などを誘致します。 

 

オ 市町村や民間企業などと協働して、官公庁施設や民間企業施設などのおむつ替えや

授乳のできるスペースを「赤ちゃんの駅」として登録し、乳幼児がいる子育て家庭が

安心して外出できる環境づくりを進めます。 

 

カ 妊産婦やこどもが円滑に利用できる建築物や公共交通の整備を促進するとともに、

妊産婦など歩行が困難な方や移動に配慮が必要な方のための駐車区画「埼玉県思いや

り駐車場」の拡充などの福祉のまちづくりに関する施策を推進します。また、エスカ

レーターは左右両側に立ち止まって利用するなど、安全な利用に向けた啓発を実施し

ます。 

 

キ こどもや家族連れの方が集い、遊べる場を提供できるように、県営公園の整備拡充

を図ります。 

 

８ 結婚・出産の希望実現 

（１）結婚を望む人への支援 

ア 「結婚・妊娠・出産・子育て応援公式サイト」から、結婚を希望する方へ出会いの

機会や結婚等に関するセミナー、イベント等の情報を発信します。 

 

イ 官民連携の結婚支援の取組である「SAITAMA 出会いサポートセンター」を県内市町

村や民間企業等とともに運営し、結婚を希望する方の出会いから結婚までの支援を行

います。 

 

ウ 結婚に伴う新生活のスタートを経済的に支援するために、市町村による「結婚新生

活支援事業費補助金」を活用した所得の低い世帯に対する助成（新居の家賃・引っ越

し費用等）の実施を促進します。 

 

エ 結婚を希望する男女を後押しして、様々な出会いの場やきっかけづくりの機会を創
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出します。 

 

（２）不妊・不育症に悩む人への支援 

ア 不妊、不育症に悩む方の精神的負担の軽減を図るため、専門職による相談を実施し

ます。 

   

イ 不妊検査及び不育症検査に要する費用を助成し、早期受診を促進させます。 

 

ウ 不妊治療の相談窓口である保健所等関係機関において、ポスターの掲示やリーフレ

ットの配架等を行い、里親制度等についての情報提供を行います。 

 

（３）プレコンセプションケアの推進 

ア 思春期にあるこどもや母子保健関係者等に対し、母子保健に関する正しい知識（妊

娠・出産、避妊や不妊、人工妊娠中絶、性感染症など）の普及・啓発を行います。 

 

イ 思春期のこどもを対象とした講座や思春期保健関係者を対象とした研修を通して、

こどもたちが妊娠・出産に関する正しい知識を身につけ、将来のライフプランを考え

る機会となるよう知識の普及啓発を行います。 

 

９ 「子育て」と「子育ち」の支援 

（１）家庭の子育て力の充実 

ア 家庭の子育て支援 

(ｱ) 市町村、保育所、幼稚園、認定こども園等と連携して、県が作成した「親の学

習」プログラムを活用し、子育て中の親を対象とした「親が親として育ち、力を

つけるための学習」を推進します。 

 

(ｲ) 保育所、幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点などにおいて、家庭や地

域と連携し、子育てに関する相談や保護者・養育者の保育参加の実施の場の提供

などにより、保護者・養育者の不安や孤立感の解消を図るなど子育ての支援を行

う市町村等を支援します。 

 

(ｳ) 家庭教育支援に興味のある方々を対象に、「親の学習」など家庭教育に関するア

ドバイザーの養成研修を実施します。また、研修を修了したアドバイザーは、県
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内各地からの要望に合わせて、講座、親子体操などの家庭教育に関する学習を支

援します。 

 

(ｴ) 地域や学校の実態に合ったＰＴＡ活動や、保護者・養育者と学校が一体となっ

た取組を支援します。 

 

(ｵ) ネットアドバイザーを講師として、保護者・養育者やこどもたちにインターネ

ットトラブル事例を踏まえた予防策や家庭内ルールの取決めを啓発し、保護者・

養育者の見守る力とこどもたちのインターネットリテラシーの向上を図ります。

（再掲） 

 

イ 家庭における食育の推進 

(ｱ) 食べ物をおいしくいただくことを通して、食は「いのち」をいただくこと、い

ろいろな人たちのおかげで食べられること、食べられる環境に生まれ育ったこと

などへの感謝の気持ちを育む取組を進めます。 

 

(ｲ) こどもに望ましい食習慣を身に付けさせるため、学校や保育所等と家庭とが連

携し、食育を推進する取組を支援します。 

 

（２）「孤育て」にしない地域の子育て力の充実 

ア 子育て家庭を支える社会的気運の醸成・地域の子育て支援ネットワークの活性化 

(ｱ) 企業等と連携し、「パパ・ママ応援ショップ」、「赤ちゃんの駅」などの一層の拡

大を図るなど、社会全体で子育て家庭を支える気運の醸成を図ります。 

 

(ｲ) 広く子育て支援に関するＮＰＯ関連の情報発信をするとともに、子育てに関す

る課題を解決しようとしているＮＰＯに対し、必要に応じて他のＮＰＯや専門家、

活動資金等をつなぐ取組を進めます。 

 

(ｳ) 地域の子育て支援など地域活動やボランティアに関心のある高齢者が活動に参

加できるきっかけづくりなどの支援を行います。 

 

(ｴ) ボランティア活動など地域福祉活動の支援やボランティア参加の促進を図るこ

とにより、地域住民が支え合う社会の構築を推進します。 
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イ 地域の子育て支援事業・アウトリーチ支援 * の充実 

 ＊ 「アウトリーチ支援」…支援の対象となる人のところに支援者が出向く、訪問型の子育て支

援。（様々な事情により地域から孤立しがちで、自ら積極的に支援を求めることが困難な状況に

ある家庭への支援については、地域子育て支援拠点などの「通所型」支援では対応ができない

ため、「アウトリーチ型」の支援が求められている。） 

 

(ｱ) 子育て家庭が地域で孤立しないよう、子育て中の親子が集い、相互交流できる

地域子育て支援拠点を整備する市町村を支援するとともに、質の充実を図ります。

（再掲） 

 

(ｲ) 地域で子育て支援を行いたい方と支援を受けたい方とをコーディネートし、地

域での子育ての支え合い機能を調整するファミリー・サポート・センター事業を

実施する市町村を支援します。 

 

(ｳ) 子育て家庭に寄り添って保護者・養育者を支えられる人材や、こどもの健やか

な成長を支える環境づくりができる人材を育成するため、保育所、認定こども園、

地域子育て支援拠点や児童館の職員、ファミリー・サポート・センター事業に関

わるコーディネーターなどを対象とした研修を実施します。 

 

(ｴ) 妊娠・出産・育児に関する様々な相談にワンストップで応じ、母子保健機能と

児童福祉機能との相互連携により、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を

行うこども家庭センターの設置・運営を支援します。（再掲） 

 

(ｵ) 子育て家庭が抱える複雑な悩みにきめ細かく対応できる体制を整備します。こ

ども家庭センターをはじめ母子保健施策と子育て支援施策が連携して、ひとり親

家庭や多胎児家庭など、支援を必要とする様々な子育て家庭のニーズを把握し、

支援の実施を目指します。 

 

(ｶ) 市町村において、こどもや高齢者、障害者、生活困窮者などの各分野を超えた

包括的な対応が必要なケースや各制度の狭間に陥りがちなケースなどに適切に対

応できるよう、市町村における包括的な支援体制の構築を支援します。（再掲） 

 

(ｷ) 学校の教育活動の活性化と家庭・地域の教育力の向上を図るため、地域住民・

保護者・養育者がボランティアとして学校の教育活動を支援する「学校応援団」

の活動の活性化を推進し、学校・家庭・地域が一体となってこどもの健全育成を

図ります。 
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(ｸ) 教育に対する県民の理解と関心を一層深めるとともに、学校・家庭・地域社会

が一体となって教育に関する取組を推進します。 

 

(ｹ) 孤立しがちな子育て家庭を地域の支援に繋ぎ支えるなど、地域で子育て支援の

橋渡しを行うＮＰＯの活動を支援します。 

 

(ｺ) 市町村が児童福祉施設・里親等と連携して実施する短期入所生活援助（ショー

トステイ）事業及び夜間養護等（トワイライトステイ）事業の拡充を図り、家庭

養育が適切に行われるよう支援します。（再掲） 

 

(ｻ) 市町村による乳児家庭の孤立防止や養育上の諸問題への支援を図るための「乳

児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」及び「養育支援訪問事業」の実

施に関し、家庭への支援が適切に実施されるよう、情報の提供その他の必要な支

援を行います。（再掲） 

 

(ｼ) 子育て中の親に寄り添うための訪問支援活動を行う市町村を支援し、孤立感や

ストレスを感じている子育て家庭を支援します。 

 

ウ 放課後児童クラブ及び放課後子供教室の充実 

(ｱ) 放課後児童クラブの待機児童対策を進めるため、「埼玉県放課後児童クラブガイ

ドライン」に定める基準を踏まえた新設・改修整備等の支援により、市町村のニ

ーズを踏まえた受入枠の確保を図ります。 

 

(ｲ) 放課後児童クラブを利用するこどもが安心・安全に過ごせるよう、「埼玉県放課

後児童クラブガイドライン」を通じた助言を行うなど、実施主体である市町村と

連携して設備・運営基準の維持・改善を含めた放課後児童クラブの環境整備を進

めます。 

 

(ｳ) 放課後児童クラブの利用を希望する障害児の受入を進めるとともに、円滑な受

入を行うため、放課後児童支援員を対象とした専門的知識の習得を図るための研

修を行うとともに、対応する放課後児童支援員等の確保に努める市町村を支援し

ます。（再掲） 

 

(ｴ) 放課後児童支援員等について、国の制度・施策を活用した処遇改善及び就職フ

ェアの開催、保育士養成校へのアプローチ等を進めるなど適切な人材の確保のた

めの取組を進めます。 
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(ｵ) 放課後児童支援員等に対し、こどもの発達に関する知識、配慮を必要とするこ

どもへの対応、保護者・養育者・関係機関との連携や組織のマネジメントなどキ

ャリアに応じて必要となる能力を身に付けるための研修を実施し、人材育成を支

援します。 

 

(ｶ) 新たに放課後児童クラブを設置するため、新設や学校の余裕教室等を活用した

改修整備を行う市町村や、放課後児童クラブでの児童の健全な育成を図る活動に

取り組む市町村を支援します。 

 

(ｷ) 市町村において、放課後児童クラブと放課後子供教室が連携して実施できるよ

う、それぞれの職員等を対象とした合同研修を開催するなど、福祉部局と教育委

員会が連携して市町村を支援します。 

 

(ｸ) 放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、地域の方々の参画を得て、

こどもたちに学習や様々な体験・交流活動の機会（放課後子供教室等）を提供し、

地域全体でこどもたちの成長を支える多様な活動を推進する市町村を支援します。 

 

（３）質の高い幼児教育・保育の充実 

ア 多様な保育ニーズに応える受け皿の確保 

(ｱ) 市町村の保育ニーズを踏まえた保育施設整備を支援し、保育所等の待機児童対

策を推進します。 

 

(ｲ) 幼稚園、保育所及び地域子育て支援の機能を兼ね備え、幼児教育と保育の一体

的な提供を図る「認定こども園」の整備を支援し、待機児童対策を推進します。 

 

(ｳ) 乳幼児に対する保育が適切かつ継続的に提供されるよう小規模保育事業等の連

携施設の確保を促進します。 

 

(ｴ) 就業形態の多様化に対応するため延長保育の実施を促進します。 

 

(ｵ) 病気になったこどもをやむを得ない理由により看病できない場合に備えて、通

常の保育所では対応できない病児保育施設の整備を促進します。 

 

(ｶ) 保護者・養育者の病気や冠婚葬祭など日常生活上の突発的な事情や社会参加、

育児疲れなどに対応するため、こどもを一時的に預かる事業の拡充に努めます。 
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(ｷ) 全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、

親の就労状況にかかわらない支援の充実を図るため、保育所等において、令和８

年度から開始される乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施を推進

します。 

 

(ｸ) 市町村と連携し、幼児教育・保育の無償化を着実に実施し子育てに係る経済的

負担を軽減するとともに、良質な幼児教育・保育環境の整備を進めます。 

 

(ｹ) 障害のある乳幼児の健全な発達を促進するため、そのこどもの障害特性を理解

し、こどもに寄り添った幼児教育・保育の機会の充実を図ります。（再掲） 

 

(ｺ) 幼稚園における預かり保育の充実が図られるよう、幼稚園を支援します。 

 

イ 保育人材の確保 

(ｱ) 保育の専門性を高める研修等の実施により保育士の資質の向上を図ります。 

 

(ｲ) 保育所等に勤務する職員の働きやすい職場環境づくりを進める市町村や保育所

等の取組を支援し、保育士の処遇改善や職場定着を推進します。 

 

(ｳ) 保育士・保育園支援センターや県内ハローワーク、保育士養成施設と連携し、

新たに保育士となる人材の県内保育所等への就職を支援するとともに、潜在保育

士の再就職支援に取り組みます。 

 

ウ 保育環境の向上 

(ｱ) 幼稚園・保育所・認定こども園と小学校の教職員の合同研修会を実施するなど、

幼児期の教育から小学校への接続を円滑にし、小学校入学時の生活の充実を図り

ます。また、小学校入学までにこどもたちに身に付けてほしいことをまとめた子

育ての目安「３つのめばえ」の活用を促進し、幼児期の教育の一層の充実を図り

ます。 

 

(ｲ) 幼稚園教育要領、保育所保育指針や幼保連携型認定こども園教育・保育要領の

内容を踏まえ、幼稚園・保育所・認定こども園において、家庭や地域と連携・協

力しつつ、「生きる力」の基礎を育む幼児教育・保育を推進します。 

 

(ｳ) 保育所等における事故防止を図るとともに、感染症への対応についての取組を

支援します。また、アレルギー等に対応した特別給食を提供する取組を支援し、
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健康・安全な保育環境の確保に努めます。 

 

(ｴ) 国が定める児童福祉施設設備運営基準を超えて保育士を配置できるように支援し

ます。 

 

(ｵ) 市町村と連携し、企業主導型保育事業を含む認可外保育施設の質の確保、向上

が図られるよう支援します。 

 

(ｶ) 保育所の第三者評価の取組を支援し、保育サービスの向上に努めます。 

 

（４）学校教育の充実 

ア 確かな学力の育成 

(ｱ) 児童生徒に対するきめ細かな指導を実現するため、少人数指導や習熟度別指導、

補充的指導など「個に応じた指導」を進めます。 

 

(ｲ) こどもたちの学習意欲を高め、確かな学力を身に付けさせるため、教員研修な

どを充実させ、基礎的・基本的な知識及び技能の習得、思考力・判断力・表現力

等の育成、学びに向かう力・人間性の向上を図る指導方法等の工夫・改善に取り

組みます。 

 

(ｳ) 児童生徒同士が相互に意見を述べることで課題を多面的に捉え、より質の高い

思考力・判断力・表現力等を身に付ける「協調学習」に取り組むなど、授業改善

を推進します。 

 

(ｴ) 児童生徒のコミュニケーション能力や問題発見・解決能力、情報活用能力など、

将来の予測が困難な時代を生きていくための基礎となる資質・能力を育成するた

め、大学や研究機関、企業と連携した取組を進めます。 

 

(ｵ) 小・中学校段階の学習内容を確実に身に付けることができるよう、児童生徒や

学校の実態を把握し、指導方法の工夫改善を図り、児童生徒一人一人を確実に伸

ばす教育を実践します。また、学校生活になじめない児童生徒に対しても、小・

中学校段階の教育の機会の確保を推進します。 

 

(ｶ) 専門高校等において企業や関係機関等と連携し、職業教育の充実を図り、専門

的知識、技術及び技能の向上を図るなど、特色・魅力ある教育活動を推進します。 
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(ｷ) 地域の課題や特性に応じて設定したＳＤＧｓのテーマに基づき、地域の企業、

団体等と連携した教科等横断的な視点による教育課程の編成・実施を支援します。 

 

イ 特別支援教育の推進 

(ｱ) 特別支援教育推進専門員、臨床心理士など専門家による巡回支援や、特別支援

学校のセンター的機能の活用を進めるとともに特別な教育的支援を必要とする児

童生徒や幼児への切れ目のない支援体制を整えます。 

 

(ｲ) 各市町村との連携の下、学校において障害のあるこどもと障害のないこどもが

共に学ぶ支援籍学習や心のバリアフリーを育む交流及び共同学習の充実を図りま

す。 

 

ウ 豊かな心を育む教育の推進 

(ｱ) こどもの夢と豊かな心を育むため、道徳の授業などにおいて、専門的な知識を

有する外部講師を招いて講演会などを実施します。 

 

(ｲ) 全ての児童生徒が、在学中に自然体験、職場体験、勤労・生産体験、社会奉仕

体験や世代間交流を行うなど、家庭・地域・企業・ＮＰＯなどと連携して、発達

の段階に応じた様々な体験活動を進めます。 

 

(ｳ) 学校単位に農園を設置し、児童生徒が複数の農業体験活動を通して、命や自然、

環境や食物などに対する理解を深めるとともに、情操や生きる力を身に付けるこ

とをねらいとした「学校ファーム」を支援します。 

 

(ｴ) 学校と美術館等や文化芸術団体との連携を図り、文化芸術教育や体験活動を行

う機会の充実を図るとともに、児童生徒が学んだ成果を社会に発信することを進

めます。 

 

(ｵ) 家庭の生活習慣等に関する質問調査の結果を、小学校４年生から中学校３年生

まで毎年度継続して本人・保護者・養育者・学校が共有・活用するなどの取組に

より、児童生徒一人ひとりの規律ある態度の育成を図ります。 

 

(ｶ) 本県独自の道徳教材「彩の国の道徳」を活用します。特に、小・中学校におい

ては「特別の教科 道徳」を要として、発達段階に応じた道徳教育の取組を推進

するとともに、家庭用「彩の国の道徳」を活用し、家庭・地域・学校が連携した

道徳教育を推進します。 
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(ｷ) 学習活動、安全確保、環境整備等のボランティアとして保護者・養育者や地域

住民の参加を積極的に進めるとともに、学校以外の人的・物的資源を活用した実

社会からの学びの充実を図るなど、「学校応援団」の活動の活性化を推進し、学校・

家庭・地域が一体となったこどもの育成を支援します。 

 

(ｸ) 地域とともにある学校づくりに取り組むコミュニティ・スクールの設置を促進

するとともに、幅広い地域住民の参画によりこどもたちの成長を支えていくため、

学校と地域が相互にパートナーとして活動を行う地域学校協働活動の普及啓発を

行います。また、地域全体で未来を担うこどもたちの成長を支えていく社会を実

現するため、学校を核とした地域づくりに取り組む市町村を支援します。 

 

エ いじめ・不登校・中途退学の防止及び対応、人権を尊重した取組の推進 

(ｱ) いじめや不登校などについて、「彩の国 よりそうみんなの電話・メール教育相

談」で相談を実施します。（再掲） 

 

(ｲ) こどもたちの悩み相談を電話やチャットで受け止める「さいたまチャイルドラ

イン」の実施主体であるＮＰＯ等の団体の活動を支援します。 

 

(ｳ) 児童生徒の心理又は福祉に関する専門的な知識・経験を有する人材を活用する

とともに、市町村が行う教育相談体制の整備を支援するなど、教育相談活動を推

進します。（再掲） 

 

(ｴ) いじめや虐待、体罰などのこどもの権利侵害に対応するため、相談窓口を設置

し、こどもの気持ちを最優先に考えて相談を実施します。 

 

(ｵ) ネットいじめ問題を解消するため、関係機関と連携し、教職員への研修を実施

するとともに、保護者・養育者や児童生徒への啓発を行います。 

 

(ｶ) 「いじめ撲滅強調月間」（１１月）を中心とした「いじめ撲滅キャンペーン」を

通じて、いじめ問題の解決に社会全体で取り組む気運の醸成を図ります。 

 

(ｷ) 児童生徒の豊かな人権感覚を育むため、参加体験型学習を取り入れた「人権感

覚育成プログラム」の活用を推進します。 

 

(ｸ) こどもの権利侵害の問題を解決するため、子どもの権利擁護委員会においてこ

どもから意見聴取を行い、調査や是正の働き掛けを行うなど、こどもの権利擁護

―　91　―



 

に取り組みます。（再掲） 

 

(ｹ) 教職員に対する研修や教育相談体制の充実を図り、いじめの未然防止、早期発

見・早期対応につながる取組を推進します。 

また、埼玉県いじめ問題対策会議等を通じて、関係機関が一体となって、いじめ

問題の根絶に取り組みます。 

 

(ｺ) 学校における体罰等を防止するため、集合研修及び各所属で行う職場内研修に

おいて、「不祥事防止研修プログラム」を活用した研修を定期的、継続的に実施し、

教職員の倫理観の向上を図ります。 

 

(ｻ) 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」に基づき、教育

職員等に対する啓発及び児童生徒等からの相談窓口の設置など、教育職員等によ

る児童生徒性暴力等の防止に取り組みます。 

 

(ｼ) 全ての県民がお互いの人権を尊重しながら共に生きる社会の実現に向けた人権

啓発に取り組みます。 

 

オ 学校・地域と連携した非行・問題行動の防止及び対応 

(ｱ) 学校、警察等による非行防止のためのネットワークづくりや中学校等からの要

請に基づくスクール・サポーターの派遣等に地域の関係機関・団体が連携して取

り組みます。 

 

(ｲ) いじめ・非行・問題行動等を防止し、有害環境からこどもを守るため、家庭・

地域と協力した取組を推進するとともに、関係機関と連携した体制の充実を図り

ます。 

 

(ｳ) 非行防止教室や薬物乱用防止教室を充実させるとともに、保護者・養育者の参

加も促し、非行・問題行動の未然防止に取り組みます。 

 

(ｴ) 少年・保護者・養育者の相談を受け、専門知識を有する職員や少年非行の取扱

い経験の豊富な職員による指導・助言を実施します。 

 

(ｵ) 関係行政機関や民間団体等と連携してキャンペーンを行うなど、非行防止の啓

発に取り組みます。 

 

(ｶ) 非行等の問題を抱える青少年を対象に、関係行政機関や民間団体等と連携し、

―　92　―



 

相談や社会体験等を行い、立ち直りを支援します。 

 

カ 学校における食育の推進 

(ｱ) こどもたちに望ましい食習慣が身に付くようにするとともに、自ら「食」を選

択する力を育むため、学校・家庭・地域が連携し、食育の推進に取り組みます。 

 

(ｲ) 学校給食における地場産物の活用を推進し、食に対する理解と関心を高める取

組を進めます。 

 

キ 日常生活能力の習得            

(ｱ) こどもたちに身に付けさせたい生活習慣や学習規律を確実に身に付けさせる取

組を推進するとともに、健康の保持促進を図るため、家庭、学校、保育所、地域

等が連携した食育の取組を推進します。 

 

(ｲ) 規範意識や思いやりの心、コミュニケーション能力を育てるため、本県独自の

教材を活用した道徳教育、非行防止教育、インターネットの適切な利用に関する

情報モラル教育を推進します。 

 

(ｳ) 性別による固定的な役割分担の見直しにつながる意識啓発や、性の多様性に関

する啓発等を行い、性別に関わらず活躍できる環境の整備を推進します。 

また、学校の教育活動を通じて、男女共同参画の視点に立った教育の充実を図る

とともに、児童生徒の発達段階に応じた性の多様性に係る教育を行います。 

 

ク 健康教育の推進と健康の確保・増進等 

(ｱ) 児童生徒が生涯を通じて心身の健康を保持増進するための資質・能力を育成す

ることを目指し、また、複雑化・多様化する児童生徒の現代的な健康課題に対応

するため、がんや薬物乱用防止、心の健康に関する指導など学習指導要領に基づ

く、保健教育や健康相談、保健指導、健康診断等の保健管理、保健組織活動等の

学校保健の充実を図ります。 

    

(ｲ) 薬物乱用を防止するため、児童生徒が薬物に関する正しい知識等を身に付ける

教育の充実に取り組みます。また、薬物乱用を防止するため関係機関と連携し、

麻薬などの取扱施設に対する指導・取締等や啓発、薬物相談を実施します。 

 

(ｳ) 小・中・高等学校等において、学習指導要領に基づく性に関する指導に加え、
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早期から発達の段階に応じて、性に関する知識や態度と生命の尊さなどを関連付

けて学ぶ「生命（いのち）の安全教育」及び人権教育により、こどもや保護者、

関係者の理解を得ながら、身体や生殖の仕組み、人間関係や人権、ジェンダー平

等、暴力と安全確保、健康と幸福を含め、性に関する知識を包括的に学ぶことが

できる教育を推進します。 

 

(ｴ) 教員の負担軽減に配慮しつつ部活動に係る指導の充実を図ることや、地域のス

ポーツ大会への参加を通して、生徒の体力向上や豊かな心を育成するとともに、

スポーツの楽しさや喜びを実感できる取組を推進します。 

 

(ｵ) 体力・運動能力に関するデータ等や実践研究の活用、指導方法の工夫・改善及

び教職員研修等の充実により、児童生徒一人一人の総合的な体力の向上と運動好

きな児童生徒の育成を図る取組を推進します。 

 

ケ 思春期の健康の確保 

(ｱ) 予期せぬ妊娠等により、身体的、精神的な悩みを抱えた妊婦や若年の男女等が

身近な地域で必要な支援を受けられるよう、相談体制の充実などの取組を推進し

ます。 

 

(ｲ) 思春期にあるこどもや母子保健関係者等に対し、母子保健に関する正しい知識

（妊娠・出産、避妊や不妊、人工妊娠中絶、性感染症など）の普及・啓発を行い

ます。（再掲） 

 

(ｳ) 安心で安全で健やかな妊娠・出産、産後を支援するため、妊娠期から子育て期

まで切れ目のない支援体制の充実に取り組みます。（再掲） 

 

(ｴ) 自殺未遂や自殺企図、摂食障害などに対する精神保健相談、精神障害者及びそ

の家族に対する訪問相談を通し、受診援助等の保健指導に取り組みます。 

また、自傷行為等をはじめとした若年層のメンタルヘルスに関する関係機関職員

向けの研修や普及・啓発に取り組みます。 

 

（５）自立的な子育ちの支援 

ア 豊かな人間性や社会性、自己肯定感、チャレンジ精神等を涵養し、「生きる力」を

育むとともに夢や目標の実現を支援するため、自然体験や社会体験、スポーツ活動な

ど、様々な体験活動等を促進します。 

 

※下線部分は県議会による修正 

―　94　―



 

イ 自然ふれあい施設で行う自然観察会や里山体験教室などを通して、こどもが自然に

親しみ、豊かな感性を養う機会を提供します。 

 

ウ 川に学び、元気に遊ぶこども（愛称「川ガキ」）を養成し、川の恵みや生き物を大

切にする心を育む取組を進めます。 

 

エ 見沼田圃公有地を活用した農業体験（米、野菜づくり）や自然観察等を通じて、参

加するこどもや家族の交流の場を提供します。 

 

オ 環境活動に取り組む「こどもエコクラブ」の活動を支援します。 

 

カ 環境科学国際センターの施設を活用した講座や観察会、実験教室の実施による環境

学習の機会を提供します。 

   

キ 環境学習の専門人材の育成・活用などを通して環境学習を支援します。 

 

ク 県内の森林や身近な緑を県民共有の財産として社会全体で支え、持続的な保全活用

を進めるため、ボランティア団体等のみどりの担い手による県民参加・地域主体のみ

どりの保全と創出を促進する取組を支援します。 

 

ケ 自然ふれあい施設やげんきプラザ等において、体験講座や自然体験活動、集団宿泊

活動の機会を提供します。農業体験活動を通じ、複合的な効果の発揮を目指す学校フ

ァームの充実を図ります。 

 

コ こども・若者の健全育成に役立つ図書の推奨や、家庭・地域・学校におけるこども

の読書活動を支援し、読書活動を推進します。 

 

サ メタバース空間に、小学生から義務教育修了後の大学生程度までのこども・若者が

安心して気軽に参加でき、体験・交流・相談等の機能を備えた居場所であるバーチャ

ルユースセンターを設置し、こども・若者の意見を反映しながら運営します。また、

市町村のユースセンター設置を後押しします。（再掲） 

 

シ 県民総合スポーツ大会の開催を始め、スポーツイベント等の開催を支援することや

県民のスポーツに親しむ機会を充実することにより、こども・若者を含めた誰もが楽

しめる本県のスポーツ・レクリエーションの振興を図ります。 

 

ス 総合型地域スポーツクラブや地域クラブ活動団体等と連携し、地域の実情に応じた、

年代や志向が変わってもスポーツが継続できる環境を整えます。 
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（６）子育てに係る経済的負担の軽減 

ア 市町村と連携し、幼児教育・保育の無償化を着実に実施し子育てに係る経済的負担

を軽減するとともに、良質な幼児教育・保育環境の整備を進めます。（再掲） 

 

イ 低所得世帯の保育所・幼稚園・認定こども園の利用者負担の軽減を図り、低所得世

帯の子育てを支援します。 

 

ウ 多子世帯の保育所・認定こども園・地域型保育事業の利用者負担の軽減を図り、多

子世帯の子育てを支援します。 

 

エ 経済的理由により修学が困難な生徒などに対し、授業料等の負担を軽減することで、

修学機会の確保を図ります。（再掲） 

 

オ 高等学校・大学等における修学に関する奨学金を貸与し、経済的理由により修学が

困難な生徒・学生に対し支援します。（再掲） 

 

１０ 未来を切り拓くこども・若者の応援 

（１）若者の職業的自立、就労等支援 

ア 職業能力・意欲の習得、就労支援の充実 

(ｱ) こども・若者が勤労観や職業観を養い、社会的・職業的自立に必要な基盤とな

る能力や態度を身に付けられるよう、キャリア教育を充実させます。 

また、就業意欲を高め、チャレンジ精神を持った人材育成につながる意識啓発に

取り組みます。 

 

(ｲ) 職業に必要な知識・技能の習得により若者の就職を支援するため、職業訓練の

充実を図ります。 

 

(ｳ) 技能者の表彰や発表の場の創出により技能習得意欲の向上を図ります。また、

次世代のものづくり技能者の育成を図ります。 

 

(ｴ) 高校生・大学生等に対し、アントレプレナーシップ教育を推進することにより、

イノベーション人材の育成を図ります。 
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イ ライフデザイン構築の支援 

(ｱ) 大学生や若年無業者（ニート）などの就職を希望する若者への就職相談、セミ

ナー、企業面接会などを開催し、若者の就業を支援します。 

 

(ｲ) 将来働くことについての意欲や関心が持てるように、学校、地域、企業などが

一体となって、中高生対象の実際の職場での体験活動や小学生対象の職場見学を

推進する取組を進めます。 

 

(ｳ) 小学校段階からの組織的・系統的なキャリア教育、高校生のインターンシップ

（就業体験）や労働に関する基本的知識（労働法令など）の理解などを通して、

望ましい勤労観や職業観を育む取組を進めます。 

 

(ｴ) ブラックバイト（労働法令違反が疑われる働き方）に悩む生徒、若者、保護者・

養育者の相談窓口である労働基準監督署、総合労働相談コーナー、埼玉県労働相

談センターの周知を図ります。 

 

(ｵ) 県内の大学や企業等と連携し、リアルな職業体験を提供することで、将来の夢

の発見、実現を支援します。特に、家庭環境等により体験活動の機会に恵まれな

いこどもたちの参加を促すため、児童養護施設やジュニア・アスポート教室等と

連携して、体験の機会を提供します。 

 

(ｶ) 中学生・高校生を対象とした「親になるための学習」を行い、子育てなどへの

理解を図るとともに、「命」の大切さを実感できるような取組を進めます。また、

妊娠・出産・不妊や人工妊娠中絶、避妊に関する正しい知識の普及啓発や性感染

症の予防・啓発を図るなど、児童生徒の心と体のバランスに配慮した性に関する

指導を進めます。 

 

(ｷ) 保育所、幼稚園及び認定こども園などにおいて、高校生が保育体験などを行う

ことにより、子育ての意義に対する認識を深める取組を進めます。 

 

(ｸ) 思春期のこどもを対象とした講座や思春期保健関係者を対象とした研修を通し

て、こどもたちが妊娠・出産に関する正しい知識を身につけ、将来のライフプラ

ンを考える機会となるよう知識の普及啓発を行います。（再掲） 

 

(ｹ) 「親の学習」の指導者を養成し、中学生・高校生が親になった場合を想定した

「親になるための学習」及び親を対象とした「親が親として育ち、力をつけるた

めの学習」を推進します。 
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（２）若年者の経済的自立の支援 

ア 求職者を対象に、就職に資する公共職業訓練を民間教育訓練機関等を活用して実施

します。 

 

イ 埼玉しごとセンターにおいて、ハローワーク等の関係機関と連携を図りながら、情

報提供、就職相談、職業紹介などにより、若年者の就職活動をワンストップで支援し

ます。 

 

ウ 高等技術専門校で知識や技能を習得する職業訓練を実施するとともに、企業実習や

就業体験の場を設けることにより、若年者の職業意識を醸成し、就職を支援します。 

 

エ 若者自立支援センター埼玉において、若年無業者（ニート）などの職業的自立に悩

みを抱える若者とその家族を対象に就業支援を行います。（再掲） 

 

（３）グローバル社会で活躍する人材の育成 

ア グローバル化する社会の中で、我が国と郷土埼玉の伝統・文化を尊重する教育を推

進するとともに、異文化に対しても理解を深める取組を推進します。 

また、次世代を担う文化芸術の人材育成を推進します。 

 

イ 姉妹友好州省との友好関係に基づき奨学生を派遣するほか、オンラインとオフライ

ンでのハイブリッド型国際交流や高校生の留学支援を実施し、グローバル社会で活躍

する人材の育成に取り組みます。 

 

ウ 世界をリードする科学技術を生み出す人材の育成や、理科への関心を高める取組の

実施など、将来の技術革新や社会に新たな価値を創り出す人材の育成を進めます。 

 

エ 世界で活躍できる人材を育成するため、幅広い教養や異文化・多様性に対する理解、

課題解決能力などの国際的素養を育む教育を推進します。 

 

オ 各教科等の学びを基盤としつつ、様々な情報を活用しながらそれを統合し、課題の

発見・解決や社会的な価値の創造に結び付けていく資質・能力の育成のために、教科

等横断的な学習や探究活動の充実を図ります。 
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１１ こども・若者の健やかな成長を支える担い手の養成・支援 

（１）分野横断的な支援人材の育成 

ア 複合的な困難や課題を有するこども・若者支援に必要となる人材の育成と連携を図

るため、教育、保健医療、福祉、雇用などの関係機関による埼玉県若者支援協議会を

開催します。また、市町村における子ども・若者支援地域協議会（これに相当する体

制を含む。）の設置を推進します。 

 

イ 社会生活を円滑に営む上で困難を有するこども・若者に対して、分野横断的な支援

人材を育成し関係機関が連携して効果的な支援を実施できるよう、支援者のスキルア

ップ研修会の開催や市町村・支援団体等のネットワーク形成を図ります。 

研修会の開催に当たっては、オンライン開催を積極的に取り入れます。 

 

ウ 困難を有するこども・若者を総合的に支援するために、ホームページ等で、個別の

相談機関の情報を提供し、支援機関相互の連携促進を図ります。 

 

エ 市町村において、こどもや高齢者、障害者、生活困窮者などの各分野を超えた包括

的な対応が必要なケースや各制度の狭間に陥りがちなケースなどに適切に対応でき

るよう、市町村における包括的な支援体制の構築を支援します。（再掲） 

 

（２）多様な担い手による持続的な活動の推進 

ア 青少年育成埼玉県民会議や地域ボランティアの取組をはじめとした、こども・若者

を取り巻く多様で幅広い世代の担い手（家庭、学校、地域、ＮＰＯ、企業、大学等、

地域の身近な大人や当事者であるこども・若者自身など）による活動が持続的に可能

となるよう支援します。 

 

イ 特定非営利活動促進基金（ＮＰＯ基金）を活用し、ＮＰＯ法人がＳＤＧｓの視点を

持って取り組む地域課題解決の取組を支援します。 

 

ウ 市町村において、こどもや高齢者、障害者、生活困窮者などの各分野を超えた包括

的な対応が必要なケースや各制度の狭間に陥りがちなケースなどに適切に対応でき

るよう、市町村における包括的な支援体制の構築を支援します。（再掲） 
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１２ ワークライフバランス・男女の働き方改革の推進 

（１）企業による働き方改革の推進、社会全体の気運醸成 

ア 企業に働き方改革を促すとともに、働き方に対する企業の経営者等の意識改革を促

すほか、各企業等の課題に応じた支援を行います。 

 

イ 短時間勤務やフレックスタイム、テレワーク、時間外勤務の縮減など多様な働き方

を推進し、働くことを希望する誰もが生き生きと働ける職場環境づくりを推進します。 

 

ウ 企業による働き方改革を促進することで、ワークライフバランスや仕事と子育て等

の両立を支援します。 

 

エ 子育て等と仕事との両立に悩む勤労者を支援するとともに、企業における両立のた

めの雇用環境の整備や支援制度の導入などを促進します。 

 

オ 企業等が設置する保育施設の利用促進について支援します。 

 

カ 埼玉県女性キャリアセンターにおいて、働くことを希望しながら子育てとの両立や

職業上のブランクに課題を抱えている女性を後押しするため、個別相談やセミナーの

実施のほか、職業紹介などを行い、女性の就業を総合的に支援します。（再掲） 

 

キ 企業等を対象にハラスメントの防止に関するセミナーを行うほか、埼玉県労働相談

センターにおいて解雇や雇止めなどの不利益な取扱いが行われる職場のハラスメン

トに関する相談に応じます。 

 

（２）共働き・共育ての推進、男性の家事・育児の促進 

ア 学校の教育活動を通じて、男女共同参画の視点に立った教育の充実を図ります。 

 

イ 子育て当事者や専門家の意見を踏まえた、共育てのヒント集「共育て導きの書」を

活用し、男性の家事・育児参画を推進します。 

 

ウ 県内企業におけるテレワークや短時間勤務など多様な働き方を促進することで、従

業員が働きやすい職場環境づくりを進めます。 

 

エ セミナーの実施等により男性の育休取得を促進するとともに、男性も共に子育てす

る機運を醸成します。 
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オ 子育て等と仕事との両立に悩む勤労者を支援するとともに、企業における両立のた

めの雇用環境の整備や支援制度の導入などを促進します。（再掲） 

―　101　―



 

埼玉県こども・若者計画における指標               

１ こどもの権利擁護、意見の反映 

No. 指標名 現状値 目標値 指標の説明・選定理由 目標の根拠 

１ 「学校や社会全体等で、自分

の意見を言える機会がある」

と感じるこどもの割合 

72.1％ 

(令和６年度) 

90.0％以上 

(令和11年度) 

・埼玉県が行う調査に

より「学校や社会全体

等で、自分の意見を言

える機会がある」と感

じると答えたこども（高

校生相当年齢以下）の

割合。 

・こどもが意見を言う

機会の確保を測る指標

であること、「こども

大綱」（令和５年12月

閣議決定）における

「『こどもまんなか社

会』の実現に向けた数

値目標」を踏まえて、

この指標を選定。 

意見を言える機

会があると感じ

るこどもの割合

を高めることを

目指し目標値を9

0％以上に設定。 

２ 居場所づくり、社会的活動の参画支援 

No. 指標名 現状値 目標値 指標の説明・選定理由 目標の根拠 

２ こどもの居場所等地域ネット

ワークのある市町村数 

27市町 

(令和６年度) 

63市町村 

(令和11年度) 

・物資の受け入れや輸

送、保管等を地域単位

で行い、こどもの居場

所等の安定的な運営を

支える地域ネットワー

クのある市町村の数。 

・こどもの居場所の数

だけでなく、質の向上

も必要であるため、こ

の指標を選定。 

こどもの居場所

の運営の安定化

を図るため、全

市町村への設置

を目標値に設定。 

 

３ こどもの居場所数 734か所 

(令和５年度) 

800か所以上 

(令和11年度) 

・こども食堂や無料塾、

プレーパーク、多世代

交流拠点などのこども

の居場所の数。 

・国においても、令和

５年12月に「こどもの

居場所づくりに関する

指針」が閣議決定され

るなど、こどもの居場

所の重要性が高まって

いるため、この指標を

選定。 

こどもたちが歩

いて通えるよう

公立小学校の数

（令和６年度793

校）を目安に、

この目標値を設

定。 

４ 主体的に社会に参画していく

力を育成するために外部機関

と連携した取組を実施してい

る高等学校の割合 

55.4％ 

(令和５年度) 

100％ 

(令和11年度) 

・高等学校において主

体的に社会に参画して

いく力を育成するため

に、外部機関と連携し

た取組を実施している

学校の割合。  

・主体的に社会の形成

に参画する力を育成す

るため、外部機関と連

「第４期埼玉県

教育振興基本計

画」の数値目標

の目標値をもと

に、目標値を設

定。 
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携し、政治・経済活動

等を実践的に学ぶこと

が有効であると考えら

れるため、この指標を

選定。 

３ 親と子の健康・医療の充実 

No. 指標名 現状値 目標値 指標の説明・選定理由 目標の根拠 

５ 乳幼児健康診査未受診者の状

況把握率 

１歳６か月児

健康診査 

90.7％ 

３歳児健康診

査 

93.3％ 

(令和４年度) 

１歳６か月児 

健康診査 

100％ 

３歳児健康診

査 

100％ 

(令和11年度) 

・乳幼児健康診査未受

診者について、実施主

体の市町村が未受診の

理由を把握できた者の

割合。 

・乳幼児健康診査を合

理的な理由（転出やか

かりつけの医療機関で

受診済など）なく受診

しないこどもの家庭は、

虐待防止の観点等から

の支援が必要である可

能性が高い。 

未受診となった家庭

に対する支援に向け、

未受診の理由を把握す

ることが重要であるこ

とから、この指標を選

定。 

 健康診査を合理

的理由なく受診

しないこどもの

家庭（兄弟姉妹が

未受診の家庭も

含む）について

は、虐待発生のリ

スクが高く、支援

について検討が

必要な家庭と考

えられている。 

 虐待による死亡

事例を根絶する

ためには、全ての

乳幼児の状況を

把握し、必要な支

援につなぐこと

が必要であるた

め 、 目 標 値 を

100％に設定。 

６ 母体・新生児搬送コーディネ

ーターの母体搬送調整で４回

以上の受入照会を行った割合 

18.7％ 

(令和４年度) 

15.0％ 

(令和11年度) 

・母体・新生児搬送コ

ーディネーターによる

母体搬送調整で、４回

以上の受入照会を行っ

た割合。 

・コーディネーターが

ハイリスクな妊産婦や

新生児の受入先病院を

円滑に調整できること

は、妊産婦が安心・安

全に出産できる環境整

備につながることから、

この指標を選定。 

 「第８次埼玉県

地域保健医療計

画」においても

周産期医療の指

標としている。 

コロナ禍前の数

値（平成29年度

から令和元年度

の３年間の平均

が約15％）を目

指して、この目

標値を設定。 

７ 小児救急搬送で４回以上の受

入照会を行った割合 

3.5％ 

(令和４年) 

2.0％ 

(令和11年) 

・総務省消防庁が発表

している、「救急搬送

における医療機関の受

入れ状況等実態調査の

結果」の数値。 

・小児救急搬送患者の

うち、搬送困難事案が

どれだけ発生したかを

示す数値であることか

ら、この指標を選定。 

「第８次埼玉県

地域保健医療計

画」においても

小児医療の指標

としている。 

コロナ禍前の数

値（令和元年

2.0％）を目指し

て、この目標値

を設定。 
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４ 「こどもの貧困」対策の推進、配慮を要するこどもへの支援 

No. 指標名 現状値 目標値 指標の説明・選定理由 目標の根拠 

８ 生活保護世帯の中学３年生の

学習支援事業利用率 

40.2％ 

(令和５年度) 

60.0％ 

(令和11年度) 

・生活保護世帯の中学

３年生のうち、学習支

援事業を利用している

割合。 

・生活保護世帯のこど

もたちが、高校に進学

して卒業し、安定した

仕事に就くことが重要

であることから、この

指標を選定。 

中学３年生の通

塾率（約６割）

と同率を目指し、

目標値を設定。 

９ 児童養護施設入所中に高校を

卒業する者で、進学・就職な

どの希望する進路に進めたこ

どもの割合 

92.4％ 

(令和５年度) 

100％ 

(令和11年度) 

・埼玉県が行う調査に

より児童養護施設入所

中に高校を卒業する者

で、「進学・就職など

の希望する進路に進め

た」と回答があったこ

どもの割合。 

・児童養護施設退所者

の背景は様々であり、

単に進学することが最

良ということではなく、

就職希望や進学希望な

ど、それぞれの希望が

叶うことが大切である

ことから、この指標を

選定。 

全員が希望する

進路に進めるこ

とを目指し、目

標値を100％に設

定。 

10 子ども・若者支援地域協議会

（これに相当する体制を含

む。）を設置している市町村

の数 

25市町 

(令和５年度 

末) 

63市町村 

(令和11年度

末) 

・ 関係機関等により構

成される子ども・若者

支援地域協議会を設置

する市町村の数。 

・関係機関等が行うこ

ども・若者への支援を

適切に組み合わせるこ

とによりその効果的か

つ円滑な実施を図るこ

とが、困難を有するこ

ども・若者の支援の充

実に寄与することか

ら、この指標を選定。 

全ての市町村で

の設置を目指し、

目標値を設定。 

11 こどもの居場所数【再掲】 734か所 

(令和５年度) 

800か所以上 

(令和11年度) 

・こども食堂や無料塾、

プレーパーク、多世代

交流拠点などのこども

の居場所の数。 

・国においても、令和

５年12月に「こどもの

居場所づくりに関する

指針」が閣議決定され

るなど、こどもの居場

所の重要性が高まって

いるため、この指標を

選定。 

こどもたちが歩

いて通えるよう

公立小学校の数

（令和６年度793

校）を目安に、こ

の目標値を設定。 

※下線部分は県議会による修正 
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12 特別支援学校高等部で一般就

労を希望する生徒の就職率 

85.4％ 

(令和５年度) 

92.3％ 

(令和11年度) 

・県立特別支援学校高

等部の生徒のうち、一

般就労を希望した生徒

が卒業する時点で一般

就労できた割合（内定

を含む。）。 

・特別支援学校におけ

る教育の充実の成果を

示す数値であることか

ら、この指標を選定。 

「埼玉県５か年

計画」及び「第

４期埼玉県教育

振興基本計画」

の数値目標の目

標値をもとに、

目標値を設定。 

５ 児童虐待防止・社会的養育の充実 

No. 指標名 現状値 目標値 指標の説明・選定理由 目標の根拠 

13 里親等委託率 24.3％ 

(令和５年度) 

42.0％ 

(令和11年度) 

・社会的養護を受ける

児童のうち、里親又は

ファミリーホームで家

庭と同様の養育を受け

る児童の割合。 

・児童福祉法の理念で

ある家庭養育優先の原

則を推進するため里

親・ファミリーホーム

への委託を推進する必

要があることから、こ

の指標を選定。 

「埼玉県５か年

計画」の目標（令

和８年度36.0％）

に対する取組を

継続するものと

して設定。 

14 児童養護施設入所中に高校を

卒業する者で、進学・就職な

どの希望する進路に進めたこ

どもの割合【再掲】 

92.4％ 

(令和５年度) 

100％ 

(令和11年度) 

・埼玉県が行う調査に

より児童養護施設入所

中に高校を卒業する者

で、「進学・就職など

の希望する進路に進め

た」と回答があったこ

どもの割合。 

・児童養護施設退所者

の背景は様々であり、

単に進学することが最

良ということではなく、

就職希望や進学希望な

ど、それぞれの希望が

叶うことが大切である

ことから、この指標を

選定。 

全員が希望する

進路に進めるこ

とを目指し、目

標値を100％に設

定。 

６ 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 

No. 指標名 現状値 目標値 指標の説明・選定理由 目標の根拠 

15 自主防犯活動が実施されてい

る地域の割合 

86％ 

(令和５年度) 

90％ 

(令和11年度) 

・自治会や町内会など、

いわゆる地縁団体の区

域のうち、県民や事業

者などによる自主防犯

パトロール活動が実施

されている区域の割

合。 

・これまでの刑法犯認

知件数の減少は、警

察・行政・県民の三位

高齢化等による

減少傾向を踏ま

え、最終年度の

目標を90％に設

定。 
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一体となった取組がな

し得たものである。な

かでも、日本一の団体

数を誇る「わがまち防

犯隊」による自主防犯

パトロール活動は、大

きな犯罪抑止力となっ

ている。こうした活動

が県内くまなく実施さ

れることは、犯罪抑止

力と県民の防犯意識の

向上につながることか

らこの指標を選定。 

16 青少年の再非行（犯罪）防止

活動に取り組む市町村の数 

20市町村 

(令和５年度 

末) 

63市町村 

(令和11年度

末) 

・ 「社会を明るくする

運動、青少年の非行・

被害防止特別強調月

間」に再非行（犯罪） 

の防止や非行等の問題

を抱える青少年の立ち

直り支援に向けたキャ

ンペーン 、講演会、広

報啓発などを実施する

市町村の数。 

・地域における再非行

（犯罪）防止の機運醸

成に寄与することか

ら、この指標を選定。 

全ての市町村で

の取組を目指し、

目標値を設定。 

17 児童生徒を対象とした防犯教

育（防犯教室等）の実施率 

100％ 

(令和５年度) 

100％ 

(令和11年度) 

・年間１回以上、児童

生徒を対象とした防犯

教育（教室）を実施し

ている学校（さいたま

市を除く公立小・中・

義・高・特別支援学校）

の割合。 

・児童生徒を犯罪被害

などから守るためには、

児童生徒自身が危機回

避能力を高めることが

重要であることから、

この指標を選定。 

「埼玉県防犯の

まちづくり推進

計画」の数値目

標の目標値をも

とに、目標値を

設定。 

７ こども・若者、子育てにやさしい社会づくりの推進 

No. 指標名 現状値 目標値 指標の説明・選定理由 目標の根拠 

18 「こどもまんなか社会の実現

に向かっている」と思う人の

割合 

24.1％ 

(令和６年度） 

70.0％ 

(令和11年度） 

・埼玉県が行う調査に

より「こどもまんなか

社会の実現に向かって

いる」と思うと答えた

人の割合（16～49歳、

県内在住）。 

・「こども大綱」（令

和５年12月閣議決定）

における「『こどもま

んなか社会』の実現に

向けた数値目標」を踏

「こども大綱」

の数値目標の目

標値をもとに、

目標値を設定。 
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まえて、この指標を選

定。   

19 自主防犯活動が実施されてい

る地域の割合【再掲】 

86％ 

(令和５年度) 

90％ 

(令和11年度) 

・自治会や町内会など、

いわゆる地縁団体の区

域のうち、県民や事業

者などによる自主防犯

パトロール活動が実施

されている区域の割

合。 

・これまでの刑法犯認

知件数の減少は、警

察・行政・県民の三位

一体となった取組がな

し得たものである。な

かでも、日本一の団体

数を誇る「わがまち防

犯隊」による自主防犯

パトロール活動は、大

きな犯罪抑止力となっ

ている。こうした活動

が県内くまなく実施さ

れることは、犯罪抑止

力と県民の防犯意識の

向上につながることか

らこの指標を選定。 

高齢化等による

減少傾向を踏ま

え、最終年度の

目標を90％に設

定。 

20 低所得の子育て世帯向け住宅

の新規入居世帯数 

182世帯 

(令和５年度) 

900世帯 

(令和11年度) 

・子育て世帯向け県営

住宅の新規入居世帯数

（現状値は単年度の実

績、目標値は計画期間

中累計）。 

・引き続き、子育て世

帯向け県営住宅の専用

募集枠を設定し、低所

得の子育て世帯の居住

安定化に努めるため、

この指標を選定。 

過年度の子育て

世帯向け県営住

宅の新規入居世

帯数を基に、毎

年180世帯の入居

を目安に、計画

期間中の新規入

居世帯数累計を9

00世帯とするこ

ととして目標値

を設定。 

８ 結婚・出産の希望実現 

No. 指標名 現状値 目標値 指標の説明・選定理由 目標の根拠 

21 「結婚、妊娠、こども・子育

てに温かい社会の実現に向か

っている」と思う人の割合 

21.1％ 

(令和６年度） 

70.0％ 

(令和11年度） 

・埼玉県が行う調査に

より「結婚、妊娠、こ

ども・子育てに温かい

社会の実現に向かって

いる」と思うと答えた

人の割合（16～49歳、

県内在住）。 

・「こども大綱」（令

和５年12月閣議決定）

における「こどもまん

なか社会」の実現に向

けた数値目標」を踏ま

えて、この指標を選定。 

「こども大綱」

の数値目標の目

標値をもとに、

目標値を設定。 

22 SAITAMA出会いサポートセンタ

ーの成婚退会組数 

458組 

(令和５年度 

1,180組 

(令和11年度

・SAITAMA出会いサポー

トセンターの会員が成

毎年度、直近の

実績の平均値を

―　107　―



 

末) 末) 婚退会に至った数。 

・SAITAMA出会いサポー

トセンターで多くの成

婚退会者が出ているこ

とが周知されることで、

結婚を希望する人を応

援する社会的気運の醸

成につながることから、

この指標を選定。 

超える成婚退会

組数（120組）を

目指し、目標値

を設定。 

23 不妊検査助成件数 2,363件 

(令和５年度) 

2,404件 

(令和11年度) 

・男女そろって受けた

不妊検査費用の助成件

数。 

・不妊検査助成は、妊

娠・出産を希望する方

が早期に治療を開始で

きるよう、不妊の原因

を特定する検査の実施

を促すものであり、妊

娠・出産の希望の実現

に寄与することからこ

の指標を選定。 

助成件数の伸び

は、不妊検査を

受ける女性の割

合と18歳から42

歳の女性人口減

少率の双方の影

響を受けるもの

とし、平成29年

度から令和６年

度までの助成件

数及び女性人口

の実績値を元に

令和11年度の助

成件数を推計し、

目標値を設定。 

24 プレコンセプションケアの取

組を実施している市町村数 

24市町 

(令和５年度) 

63市町村 

(令和11年度) 

・プレコンセプション

ケア（若いうちから男

女ともに将来の妊娠等

も意識し、自分の心身

の健康管理を行うこと）

に関連する取組を実施

している市町村の数。 

・プレコンセプション

ケアは将来の妊娠等を

意識して、若いうちか

らの健康管理を促す取

組であり、若者のライ

フプラン設計や、安

心・安全で健やかな妊

娠・出産等を支援する

ものである。 

この指標を設定する

ことで、若者の自主的

なライフプラン設計と

ともに希望する者の妊

娠・出産の実現に寄与

することからこの指標

を選定。 

プレコンセプシ

ョンケアの取組

による若者の自

主的なライフプ

ラン設計や希望

する者の妊娠・

出産の実現には、

全市町村でプレ

コンセプション

ケアの取組を実

施する必要があ

るため、目標値

を100％に設定。 

９ 「子育て」と「子育ち」の支援 

No. 指標名 現状値 目標値 指標の説明・選定理由 目標の根拠 

25 保育所等受入枠 149,468人 

(令和５年度) 

156,757人 

(令和11年度) 

・認可保育所等の受入

枠の数。 

・認可保育所等への申

込児童数が増えてお

市町村計画値の

合計。 
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り、認可保育所の重要

性が高まっているため、

この指標を選定。 

26 延長保育事業 93,487人 

(令和５年度) 

100,768人 

(令和11年度) 

・延長保育、一時預か

り、病児保育事業に係

る市町村が提供するサ

ービスの合計値。 

・子ども・子育て支援

法第62条第２項第１号

により定められている

ため、この指標を選定。 

市町村計画値の

合計。 

27 一時預かり事業 821,311人日 

(令和５年度） 

845,139人日 

(令和11年度) 

市町村計画値の

合計。 

28 病児保育事業 75,837人日 

(令和５年度) 

102,474人日 

(令和11年度) 

市町村計画値の

合計。 

29 放課後児童クラブ受入枠 81,108人 

(令和５年度) 

91,508人 

(令和11年度) 

・放課後児童クラブの

受入枠の数。 

・放課後児童クラブの

申込児童数が増加して

おり、ニーズが高まっ

ているため、この指標

を選定。 

市町村計画値の

合計。 

30 児童生徒が身に付けている「規

律ある態度」の達成状況 

小学校：85.

0％ 

中学校：86.

1％ 

(令和５年度) 

小学校：100％ 

中学校：100％ 

(令和11年度) 

・「身の回りの整理整

頓をする」、「進んで

あいさつや返事をする」

等の児童生徒に身に付

けてほしい基本的な生

活習慣や学習習慣とし

て県が設定した「規律

ある態度」（各学年12

項目）のうち、小学校

２年生から中学校３年

生までの８割以上が身

に付けている項目数の

割合。  

・「規律ある態度」が

身に付いていることを

示す数値であることか

ら、この指標を選定。 

「埼玉県５か年

計画」及び「第

４期埼玉県教育

振興基本計画」

の数値目標の目

標値をもとに、

目標値を設定。 

31 「地域でこどもを育てる意識

が向上した」と回答した小・

中学校の割合 

55.7％ 

(令和５年度) 

60.0％ 

(令和11年度) 

・県の「学校応援団」

の推進に係る調査にお

いて「地域で子供を育

てる意識が向上した」

と回答した小・中学校

の割合。  

・学校と地域の連携・

協働を進め、社会全体

でこどもを育てること

が重要であり、「学校

応援団」の活動を通し

て地域でこどもを育て

る意識を高めることが

地域と連携・協働した

教育の推進に寄与する

ことから、この指標を

選定。 

「埼玉県５か年

計画」及び「第

４期埼玉県教育

振興基本計画」

の数値目標の目

標値をもとに、

目標値を設定。 

32 いじめの解消率 

 

97.5％ 

(令和５年度) 

100％  

(令和11年度) 

・県内公立小学校、中

学校、高等学校、特別

「埼玉県５か年

計画」及び「第
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支援学校におけるいじ

めの認知件数のうち、

解消された件数の割

合。 

・いじめは児童生徒に

とって重大な事案であ

り、早期発見・早期対

応によって、いじめの

解消に努める必要があ

ることから、この指標

を選定。 

４期埼玉県教育

振興基本計画」

の数値目標の目

標値をもとに、

目標値を設定。 

33 性に関する知識や態度と生命

の尊さなどを関連付けて学ぶ

「生命（いのち）の安全教育」

を実施した学校の割合 

なし  

 

100％ 

(令和11年度) 

・埼玉県が行う調査に

おいて「性に関する知

識や態度と生命の尊さ

などを関連付けて学ぶ

「「生命（いのち）の

安全教育」を実施した」

と回答した学校（さい

たま市を除く公立小・

中・高・特別支援学校）

の割合。 

・児童生徒が、性に関

して理解を深め、適切

な行動をとれるように

するために、性に関す

る知識や態度と生命の

尊さなどを関連付けて

学ぶことが有効である

と考えられることから、

この指標を選定。 

全ての学校で、

性に関する知識

や態度と生命の

尊さなどを関連

付けて学ぶ「生

命（いのち）の

安全教育」を実

施することが望

ましいことから、

この目標値を設

定。 

１０ 未来を切り拓くこども・若者の応援 

No. 指標名 現状値 目標値 指標の説明・選定理由 目標の根拠 

34 県内大学新規卒業者に占める

不安定雇用者の割合 

5.4％ 

(令和５年度) 

3.9％ 

(令和11年度) 

・県内大学新規卒業者

に占める不安定雇用者

（有期雇用労働者及び

臨時労働者）の割合。 

・やむを得ず非正規雇

用者として不安定な雇

用形態で働く者を減少

させる観点から、この

指標を選定。 

令和元年度にお

ける全国平均値

（3.9％）まで減

少させることを

目指し、目標値

を設定。 

35 職場体験やインターンシップ

を実施した高等学校の割合 

41.8％ 

(令和５年度) 

85.0％以上 

(令和11年度) 

・国立教育政策研究所

生徒指導・進路指導研

究センターの「職場体

験・インターンシップ

実施状況等調査」にお

ける公立高等学校（さ

いたま市立を除く。）

の実施率。  

・職場体験やインター

ンシップの実施により、

勤労観・職業観を育成

し、働くことに対する

「第４期埼玉県

教育振興基本計

画」の数値目標

の目標値をもと

に、目標値を設

定。 
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望ましい見方や考え方

が形成されることから、

この指標を選定。 

１１ こども・若者の健やかな成長を支える担い手の養成・支援 

No. 指標名 現状値 目標値 指標の説明・選定理由 目標の根拠 

36 子ども・若者支援地域協議会

（これに相当する体制を含

む。）を設置している市町村

の数【再掲】 

25市町 

(令和５年度 

末) 

63市町村 

(令和11年度

末) 

・ 関係機関等により構

成される子ども・若者

支援地域協議会を設置

する市町村の数。 

・関係機関等が行うこ

ども・若者への支援を

適切に組み合わせるこ

とによりその効果的か

つ円滑な実施を図るこ

とが、困難を有するこ

ども・若者の支援の充

実に寄与することか

ら、この指標を選定。 

全ての市町村で

の設置を目指し、

目標値を設定。 

37 「地域でこどもを育てる意識

が向上した」と回答した小・

中学校の割合【再掲】 

55.7％ 

(令和５年度) 

60.0％ 

(令和11年度) 

・県の「学校応援団」

の推進に係る調査にお

いて「地域で子供を育

てる意識が向上した」

と回答した小・中学校

の割合。  

・学校と地域の連携・

協働を進め、社会全体

でこどもを育てること

が重要であり、「学校

応援団」の活動を通し

て地域でこどもを育て

る意識を高めることが

地域と連携・協働した

教育の推進に寄与する

ことから、この指標を

選定。 

「埼玉県５か年

計画」及び「第

４期埼玉県教育

振興基本計画」

の数値目標の目

標値をもとに、

目標値を設定。 

１２ ワークライフバランス・男女の働き方改革の推進 

No. 指標名 現状値 目標値 指標の説明・選定理由 目標の根拠 

38 男性の育児休業取得率 28.7％ 

(令和５年度) 

76.9％ 

(令和11年度) 

・埼玉県内の民間（大

企業＋中小企業）の男

性の育児休業取得率。 

・令和５年12月に閣議

決定された「こども未

来戦略」において、令

和12年（2030年）まで

に民間の男性育休取得

率を85％にすることを

目指していることを踏

まえてこの指標を選

定。 

 

 
※現状値は埼玉県就労実態 

「こども未来戦

略」の数値目標

の目標値をもと

に、目標値を設

定。 
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調査の数値であり 目標値は

現状値をもとに算出している

が、サンプル数が少ないこ 

とから、幅を持って捉える 

必要がある 。 
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9
32

7
34

7

提
供

体
制

79
7

1
,3

6
8

2
,1

9
8

23
2
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幼
児

期
の

学
校

教
育

の
利

用
希

望
が

強
い

左
記

以
外

０
歳

１
歳

２
歳

幼
児

期
の

学
校

教
育

の
利

用
希

望
が

強
い

左
記

以
外

０
歳

１
歳

２
歳

幼
児

期
の

学
校

教
育

の
利

用
希

望
が

強
い

左
記

以
外

０
歳

１
歳

２
歳

幼
児

期
の

学
校

教
育

の
利

用
希

望
が

強
い

左
記

以
外

０
歳

１
歳

２
歳

幼
児

期
の

学
校

教
育

の
利

用
希

望
が

強
い

左
記

以
外

０
歳

１
歳

２
歳

3
号

1
号

2
号

3
号

令
和

７
年

度
令

和
８

年
度

令
和

９
年

度
令

和
１

０
年

度
令

和
１

１
年

度

1
号

2
号

3
号

1
号

2
号

3
号

1
号

2
号

3
号

1
号

2
号

50
2

93
4

47
4

88
1

46
6

86
2

45
8

84
2

46
7

85
7

72
5

50
2

1
,0

2
6

22
1

42
3

46
5

72
5

47
4

1
,0

2
6

22
1

42
3

46
5

72
5

46
6

1
,0

2
6

22
1

42
3

46
5

72
5

45
8

1
,0

2
6

22
1

42
3

46
5

72
5

46
7

1
,0

2
6

22
1

42
3

46
5

う
ち

特
定

教
育

・
保

育
施

設
45

5
20

2
98

6
11

7
22

3
24

9
45

5
20

2
98

6
11

7
22

3
24

9
45

5
20

2
98

6
11

7
22

3
24

9
45

5
20

2
98

6
11

7
22

3
24

9
45

5
20

2
98

6
11

7
22

3
24

9

う
ち

特
定

地
域

型
保

育
事

業
9
1

18
7

20
2

9
1

18
7

20
2

9
1

18
7

20
2

9
1

18
7

20
2

9
1

18
7

20
2

う
ち

認
可

外
（
地

方
単

独
事

業
）

4
0

1
3

1
3

1
4

4
0

1
3

1
3

1
4

4
0

1
3

1
3

1
4

4
0

1
3

1
3

1
4

4
0

1
3

1
3

1
4

広
域

利
用

に
よ

る
提

供
体

制
確

保

提
供

体
制

確
保

の
状

況
21

3
9
2

7
6

4
7

3
2

24
4

14
5

6
7

2
4

3
4

25
2

16
4

6
6

1
2

1
0

26
4

18
4

6
5

1
4

25
6

16
9

7
4

7
-
6

-
1
,7

9
1

-
1
,7

0
7

-
1
,7

1
2

-
1
,6

4
7

-
1
,6

4
1

2
,4

9
5

1
,9

2
1

29
0

56
5

68
5

2
,4

9
5

1
,9

1
8

28
8

54
9

66
9

2
,4

9
5

1
,9

1
6

28
8

54
9

66
9

2
,4

9
5

1
,9

1
1

28
8

54
9

66
9

2
,4

9
5

1
,9

1
1

28
8

54
9

66
9

う
ち

特
定

教
育

・
保

育
施

設
88

5
1
,9

2
0

23
0

43
4

52
9

88
5

1
,9

1
7

22
8

43
4

53
1

88
5

1
,9

1
5

22
8

43
4

53
1

88
5

1
,9

1
0

22
8

43
4

53
1

88
5

1
,9

1
0

22
8

43
4

53
1

う
ち

特
定

地
域

型
保

育
事

業
5
6

12
5

14
9

5
6

10
9

13
1

5
6

10
9

13
1

5
6

10
9

13
1

5
6

10
9

13
1

う
ち

認
可

外
（
地

方
単

独
事

業
）

1
4

6
7

1
4

6
7

1
4

6
7

1
4

6
7

1
4

6
7

広
域

利
用

に
よ

る
提

供
体

制
確

保

提
供

体
制

確
保

の
状

況
97

1
13

0
9
3

-6
6

5
7

1
,0

4
3

21
1

9
2

-2
6

-1
4

1
,0

3
9

20
4

9
3

-2
4

4
6

1
,0

9
4

26
4

9
4

-2
2

4
8

1
,0

9
9

27
0

9
5

-2
2

5
1

-
64

5
-

63
4

-
64

0
-

63
7

-
63

1

1
,2

7
5

68
5

10
7

23
4

27
6

1
,2

7
5

68
5

9
9

22
7

26
6

1
,2

7
5

68
5

9
9

22
7

26
6

1
,2

7
5

68
5

9
9

22
7

26
6

1
,2

7
5

68
5

9
9

22
7

26
6

う
ち

特
定

教
育

・
保

育
施

設
43

5
68

5
8
9

18
8

24
5

43
5

68
5

8
5

18
4

23
8

43
5

68
5

8
5

18
4

23
8

43
5

68
5

8
5

18
4

23
8

43
5

68
5

8
5

18
4

23
8

う
ち

特
定

地
域

型
保

育
事

業
1
8

4
6

3
1

1
4

4
3

2
8

1
4

4
3

2
8

1
4

4
3

2
8

1
4

4
3

2
8

う
ち

認
可

外
（
地

方
単

独
事

業
）

広
域

利
用

に
よ

る
提

供
体

制
確

保

提
供

体
制

確
保

の
状

況
44

8
4
0

1
5

1
8

3
0

47
4

5
1

7
1
5

1
7

46
6

4
5

8
1
5

1
7

47
1

4
8

9
1
7

2
3

47
8

5
4

1
0

1
9

2
4

-
1
,5

7
6

-
1
,5

9
8

-
1
,6

0
3

-
1
,6

0
9

-
1
,6

1
3

1
,7

5
3

1
,6

3
8

22
7

44
9

52
1

1
,7

5
3

1
,6

3
8

22
7

44
9

52
1

1
,7

5
3

1
,6

3
8

22
7

44
9

52
1

1
,7

5
3

1
,6

3
8

22
7

44
9

52
1

1
,7

5
3

1
,6

3
8

22
7

44
9

52
1

う
ち

特
定

教
育

・
保

育
施

設
1
,5

9
3

1
,6

3
8

18
0

36
5

43
4

1
,5

9
3

1
,6

3
8

18
0

36
5

43
4

1
,5

9
3

1
,6

3
8

18
0

36
5

43
4

1
,5

9
3

1
,6

3
8

18
0

36
5

43
4

1
,5

9
3

1
,6

3
8

18
0

36
5

43
4

う
ち

特
定

地
域

型
保

育
事

業
4
7

8
4

8
7

4
7

8
4

8
7

4
7

8
4

8
7

4
7

8
4

8
7

4
7

8
4

8
7

う
ち

認
可

外
（
地

方
単

独
事

業
）

広
域

利
用

に
よ

る
提

供
体

制
確

保

提
供

体
制

確
保

の
状

況
38

4
6
2

9
7

1
2

1
7

43
3

4
0

9
8

1
0

2
0

49
2

3
5

10
0

7
2
2

55
0

2
9

10
2

6
2
5

60
6

2
5

10
3

4
2
7

20
0

58
0

19
0

58
0

18
0

57
5

17
0

57
0

17
0

56
0

64
0

20
0

61
7

7
5

18
0

21
5

65
0

19
0

61
7

8
0

20
0

22
8

66
0

18
0

61
7

8
0

20
0

22
8

67
0

17
0

61
7

8
0

20
0

22
8

67
0

17
0

61
7

8
0

20
0

22
8

う
ち

特
定

教
育

・
保

育
施

設
42

0
14

0
61

7
6
0

14
4

17
8

43
0

13
0

61
7

6
2

15
6

18
3

44
0

12
0

61
7

6
2

15
6

18
3

45
0

11
0

61
7

6
2

15
6

18
3

45
0

11
0

61
7

6
2

15
6

18
3

う
ち

特
定

地
域

型
保

育
事

業
1
5

3
6

3
7

1
8

4
4

4
5

1
8

4
4

4
5

1
8

4
4

4
5

1
8

4
4

4
5

う
ち

認
可

外
（
地

方
単

独
事

業
）

広
域

利
用

に
よ

る
提

供
体

制
確

保

提
供

体
制

確
保

の
状

況
21

0
3
7

2
1

1
5

5
23

5
3
7

2
6

2
0

3
3

27
5

4
2

2
7

1
5

1
8

30
5

4
7

2
7

1
5

1
3

31
0

5
7

2
7

1
5

1
3

46
1

46
9

1
,3

2
4

14
7

47
1

1
,7

0
7

19
6

68
3

1
,4

5
6

1
,7

1
2

19
5

62
3

1
,4

0
1

1
,6

4
7

19
4

43
3

48
1

1
,3

5
5

15
4

43
1

47
3

1
,3

2
8

15
5

45
5

46
1

1
,3

0
0

15
6

49
9

1
,2

0
3

1
,6

0
9

12
5

62
1

1
,3

9
6

1
,6

4
1

19
3

61
8

51
2

1
,4

3
6

14
5

82
7

64
5

9
2

24
6

80
1

63
4

9
2

24
9

80
9

64
0

9
1

24
9

80
4

63
7

9
0

1
,5

2
4

1
,7

9
1

19
7

62
8

1
,4

5
2

36
5

74
0

5
3

24
3

79
7

63
1

8
9

24
2

49
6

1
,1

4
7

1
,6

1
3

12
4

49
4

21
5

36
0

73
0

5
3

21
5

43
0

78
0

5
4

量
の

見
込

み
37

6
39

9
41

1
42

2
41

6

提
供

体
制

量
の

見
込

み
63

1
57

5
57

3
57

1
57

1

提
供

体
制

量
の

見
込

み
21

6
21

2
21

2
21

0
20

8

提
供

体
制

量
の

見
込

み
43

7
43

9
44

2
44

3
44

5
1
,3

6
9

1
,5

7
6

13
0

50
4

1
,3

2
0

1
,5

9
8

12
9

50
1

1
,2

6
1

1
,6

0
3

12
7

提
供

体
制

量
の

見
込

み
16

5
18

0
18

5
18

5
18

5

提
供

体
制

21
0

41
5

77
0

5
4

19
5

38
5

75
5

5
3

21
0
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幼
児

期
の

学
校

教
育

の
利

用
希

望
が

強
い

左
記

以
外

０
歳

１
歳

２
歳

幼
児

期
の

学
校

教
育

の
利

用
希

望
が

強
い

左
記

以
外

０
歳

１
歳

２
歳

幼
児

期
の

学
校

教
育

の
利

用
希

望
が

強
い

左
記

以
外

０
歳

１
歳

２
歳

幼
児

期
の

学
校

教
育

の
利

用
希

望
が

強
い

左
記

以
外

０
歳

１
歳

２
歳

幼
児

期
の

学
校

教
育

の
利

用
希

望
が

強
い

左
記

以
外

０
歳

１
歳

２
歳

3
号

1
号

2
号

3
号

令
和

７
年

度
令

和
８

年
度

令
和

９
年

度
令

和
１

０
年

度
令

和
１

１
年

度

1
号

2
号

3
号

1
号

2
号

3
号

1
号

2
号

3
号

1
号

2
号

-
93

3
-

1
,0

4
9

-
1
,0

4
9

-
1
,0

4
9

-
1
,0

4
9

1
,4

5
5

1
,0

1
2

19
0

31
6

35
0

1
,1

7
5

1
,1

3
4

19
9

33
8

37
2

1
,1

7
5

1
,1

4
6

19
3

34
2

37
7

1
,1

7
5

1
,1

4
6

19
3

34
2

37
7

1
,1

7
5

1
,1

4
6

19
3

34
2

37
7

う
ち

特
定

教
育

・
保

育
施

設
1
,4

5
5

1
,0

1
2

12
4

21
6

24
3

1
,1

7
5

1
,1

3
4

13
3

23
8

26
5

1
,1

7
5

1
,1

4
6

12
7

24
2

27
0

1
,1

7
5

1
,1

4
6

12
7

24
2

27
0

1
,1

7
5

1
,1

4
6

12
7

24
2

27
0

う
ち

特
定

地
域

型
保

育
事

業
6
6

10
0

10
7

6
6

10
0

10
7

6
6

10
0

10
7

6
6

10
0

10
7

6
6

10
0

10
7

う
ち

認
可

外
（
地

方
単

独
事

業
）

広
域

利
用

に
よ

る
提

供
体

制
確

保

提
供

体
制

確
保

の
状

況
43

1
7
9

-
3

-2
2

-2
2

32
4

8
5

6
-
4

-
5

32
4

9
7

-
1

32
4

9
7

32
4

9
7

-
1
,3

0
5

-
1
,2

8
4

-
1
,2

7
9

-
1
,2

7
9

-
1
,3

1
4

1
,7

0
6

1
,3

3
3

19
8

39
7

46
8

1
,7

0
6

1
,3

3
3

19
8

39
7

46
8

1
,7

0
6

1
,3

3
3

19
8

41
5

48
8

1
,7

0
6

1
,3

3
3

19
8

41
5

48
8

1
,7

0
6

1
,3

3
3

19
8

41
5

48
8

う
ち

特
定

教
育

・
保

育
施

設
1
,1

1
6

1
,3

2
6

16
9

31
9

38
5

1
,1

1
6

1
,3

2
6

16
9

31
9

38
5

1
,1

1
6

1
,3

2
6

16
9

31
9

38
5

1
,1

1
6

1
,3

2
6

16
9

31
9

38
5

1
,1

1
6

1
,3

2
6

16
9

31
9

38
5

う
ち

特
定

地
域

型
保

育
事

業
2
4

7
1

7
6

2
4

7
1

7
6

2
4

8
9

9
6

2
4

8
9

9
6

2
4

8
9

9
6

う
ち

認
可

外
（
地

方
単

独
事

業
）

7
5

7
7

7
5

7
7

7
5

7
7

7
5

7
7

7
5

7
7

広
域

利
用

に
よ

る
提

供
体

制
確

保
20

9
3
5

2
1
1

1
0

19
9

3
3

2
1
1

1
0

19
2

3
2

2
1
1

1
0

18
6

3
1

2
1
1

1
0

18
5

3
1

2
1
1

1
0

提
供

体
制

確
保

の
状

況
94

3
6
3

4
3

-
5

2
9

1
,0

2
1

8
2

3
9

5
1
3

1
,0

8
6

8
6

3
6

1
8

3
6

1
,1

4
4

8
5

3
3

1
5

3
0

1
,1

8
4

5
0

3
1

1
1

2
6

46
0

1
,4

9
4

41
6

1
,3

6
0

41
2

1
,2

8
7

41
2

1
,2

4
7

42
9

1
,2

8
2

2
,7

8
1

46
0

1
,7

0
2

23
3

48
1

57
2

2
,7

8
1

41
6

1
,7

1
2

23
0

48
1

57
2

2
,7

8
1

41
2

1
,7

1
2

23
0

48
1

57
2

2
,7

8
1

41
2

1
,7

1
2

23
0

47
4

57
0

2
,7

8
1

42
9

1
,7

1
2

23
0

47
4

57
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号
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1
号
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号
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5

51
1

22
9
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7
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5
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8
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0
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号
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-
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-
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5
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8
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0

37
5

4
9

8
8
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0
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5

4
9

8
8
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0
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5

5
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9
0
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2
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0
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5
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9
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9
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2
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1

3
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1
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7
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2
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1
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7

5
2
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1
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7
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2
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1

3
7
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制
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況
10

7
2
7

1
3

3
11

7
2
7

1
2

2
11

9
2
7

1
3

3
12

7
2
7

1
4

5
12

7
2
7

1
4

7

3
7

9
3
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0

27
9

3
9
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4
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9
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7

4
9

7
1

16
3

4
7

9
0

16
3
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3

3
8

9
2

14
4
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5

3
8

9
2

13
5

28
8

4
3

6
6

4
3

6
3

14
3

4
6
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0

4
5

4
2

17
2
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1

3
8

7
9
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5

2
3

6
9

7
9
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4

2
3

6
6

7
2
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8

2
3
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9
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0
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3

2
3

7
4

16
9

4
9

3
7

7
0

6
2

4
1

7
2

16
7

1
6

3
9

5
2
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5
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0

1
5

5
0

3
0

9
6
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0

1
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5
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2
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2
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7
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1
5
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0
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幼
児

期
の

学
校

教
育

の
利

用
希

望
が

強
い

左
記

以
外

０
歳

１
歳

２
歳

幼
児

期
の

学
校

教
育

の
利

用
希

望
が

強
い
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記

以
外

０
歳
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歳

２
歳

幼
児

期
の
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教
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の
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が
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歳
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期
の
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校

教
育

の
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用
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望
が
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い
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歳

２
歳

幼
児

期
の

学
校

教
育

の
利

用
希

望
が

強
い

左
記

以
外

０
歳

１
歳

２
歳

3
号

1
号

2
号

3
号

令
和

７
年

度
令

和
８

年
度

令
和

９
年

度
令

和
１

０
年

度
令

和
１

１
年

度

1
号

2
号

3
号

1
号

2
号

3
号

1
号

2
号

3
号

1
号

2
号

7
7
8

7
7
5

7
7
6

7
6
9

7
7
1

12
0

7
9
1

1
8

4
0

4
6

12
0

7
9
1

1
8

4
0

4
6

12
0

7
9
1

1
8

4
0

4
6

12
0

7
9
1

1
8

4
0

4
6

12
0

7
9
1

1
8

4
0

4
6

う
ち

特
定

教
育

・
保

育
施

設
12

0
7

9
1

1
4

3
6

4
2

12
0

7
9
1

1
4

3
6

4
2

12
0

7
9
1

1
4

3
6

4
2

12
0

7
9
1

1
4

3
6

4
2

12
0

7
9
1

1
4

3
6

4
2

う
ち

特
定

地
域

型
保

育
事

業
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

う
ち

認
可

外
（
地

方
単

独
事

業
）

広
域

利
用

に
よ

る
提

供
体

制
確

保
2
0

2
1

2
2

2
0

2
1

2
2

2
0

2
1

2
2

2
0

2
0

1
2

2
2
0

2
1

2
2

提
供

体
制

確
保

の
状

況
8
9

1
5

2
1
1

1
9

9
1

1
8

2
1
3

1
6

9
1

1
7

3
1
3

1
7

9
5

4
2

4
1
4

1
7

9
4

2
2

4
1
6

1
9

1
2

10
2

1
1

9
4

1
2

9
7

1
1
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3
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1

8
8

8
0

2
0
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9

1
7
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2

4
2

8
0

2
0

20
9

1
7

2
2

4
2

8
0

2
0

20
9

1
7

2
2

4
2

8
0

2
0

20
9

1
7

2
2

4
2

8
0

2
0

20
9

1
7

2
2

4
2

う
ち
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定

教
育

・
保

育
施

設
8
0

2
0

20
9

1
7

2
2

4
2

8
0

2
0
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9

1
7

2
2

4
2

8
0

2
0

20
9

1
7

2
2

4
2

8
0

2
0

20
9

1
7

2
2

4
2

8
0

2
0
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9

1
7
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4
2

う
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育
事

業
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事

業
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4
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4
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9
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4
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8
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4
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8
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8
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3
8

3
9
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4
13

8
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4
13

8
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3
9

6
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4
13

8
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０
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令

和
１
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年
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号

2
号

3
号

1
号

2
号

3
号

1
号

2
号

3
号

1
号

2
号

-
7
7

-
7
3

-
6
3

-
5
8

-
5
0

3
0

11
0

1
6

2
8

2
8

3
0

11
0

1
6

2
8

2
8

3
0

11
0

1
6

2
8

2
8

3
0

11
0

1
6

2
8

2
8

3
0

11
0

1
6

2
8

2
8

う
ち

特
定

教
育

・
保

育
施

設
3
0

11
0

1
0

2
5

2
5

3
0

11
0

1
0

2
5

2
5

3
0

11
0

1
0

2
5

2
5

3
0

11
0

1
0

2
5

2
5

3
0

11
0

1
0

2
5

2
5

う
ち

特
定

地
域

型
保

育
事

業

う
ち

認
可

外
（
地

方
単

独
事

業
）

6
3

3
6

3
3

6
3

3
6

3
3

6
3

3

広
域

利
用

に
よ

る
提

供
体

制
確

保

提
供

体
制

確
保

の
状

況
1
5

3
3

1
1

1
6

3
1
9

3
7

1
1

1
8

8
2
0

4
7

1
1

1
3

1
3

2
1

5
2

1
1

1
3

8
2
2

6
0

1
1

1
3

8

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

1
5

3
6

6
1
5

3
6

6
1
5

3
6

6
1
5

3
6

6
1
5

3
6

6

う
ち

特
定

教
育

・
保

育
施

設
1
5

3
6

6
1
5

3
6

6
1
5

3
6

6
1
5

3
6

6
1
5

3
6

6

う
ち

特
定

地
域

型
保

育
事

業

う
ち

認
可

外
（
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方
単
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事

業
）

広
域

利
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に
よ

る
提

供
体

制
確

保
2
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2

2
2

2
2

2
2

2

提
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制
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保

の
状

況
6

1
4

3
6

1
4

3
6

1
4

3
6

1
4

3
6

1
4

4

-
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6
-

16
6

-
18

2
-

18
2

-
18

4

3
5

19
7

1
8

3
6

4
9

3
5

19
7

1
8

3
6

4
9

3
5

19
7

1
8

3
6

4
9

3
5

19
7

1
8

3
6

4
9

3
5

19
7

1
8

3
6

4
9

う
ち

特
定

教
育

・
保

育
施

設
3
5

19
7

1
8

3
6

4
9

3
5

19
7

1
8

3
6

4
9

3
5

19
7

1
8

3
6

4
9

3
5

19
7

1
8

3
6

4
9

3
5
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7

1
8

3
6

4
9

う
ち
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地
域

型
保
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業

う
ち
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広
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提

供
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確

保
3
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3
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5
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5
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7
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4
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8
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5

6

提
供

体
制
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保

の
状

況
2
1
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4
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4

4
2
0
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6
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2

1
9

4
2

7
-
2

2
1
9

4
2

6
-
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4
1
8

4
1

7
4

1
7

11
6

1
5

10
3

1
6

10
7

1
5

10
3

1
5

10
4

2
7

1
7

8
9

2
2

4
6

4
3

2
3

1
5

7
6

2
2

4
4

5
0

2
5

1
6

8
0

2
1

4
2

4
7

2
3

1
5

7
6

2
0

4
2

4
6

2
3

1
5

7
7

1
9

4
0

4
5

う
ち

特
定

教
育

・
保

育
施

設
2
7

1
7

8
9

2
2

4
6

4
3

2
3

1
5

7
6

2
2

4
4

5
0

2
5

1
6

8
0

2
1

4
2

4
7

2
3

1
5

7
6

2
0

4
2

4
6

2
3

1
5

7
7

1
9

4
0

4
5

う
ち

特
定

地
域

型
保

育
事

業

う
ち

認
可

外
（
地

方
単

独
事

業
）

広
域

利
用

に
よ

る
提

供
体

制
確

保
1

2
7

3
4

5
1

2
7

3
3

4
1

2
7

3
3

3
1

2
7

3
3

3
1

2
7

3
3

3

提
供

体
制

確
保

の
状

況

-
30

0
-

31
4

-
30

8
-

30
2

-
29

6

33
5

38
1

5
3

9
1

11
5

18
5

41
1

5
6

9
8

12
5

18
5

41
7

5
7

9
9

12
7

18
5

41
7

5
7

9
9

12
7

18
5

41
7

5
7

9
9

12
7

う
ち

特
定

教
育

・
保

育
施

設
3
0

38
1

5
3

9
1

11
5

12
0

41
1

5
6

9
8

12
5

12
0

41
7

5
7

9
9

12
7

12
0

41
7

5
7

9
9

12
7

12
0

41
7

5
7

9
9

12
7

う
ち

特
定

地
域

型
保

育
事

業

う
ち

認
可

外
（
地

方
単

独
事

業
）

広
域

利
用

に
よ

る
提

供
体

制
確

保
1
6

6
2

1
3

1
8

2
3

1
6

6
2

1
3

1
8

2
3

1
6

6
2

1
3

1
8

2
3

1
6

6
2

1
3

1
8

2
3

1
6

6
2

1
3

1
8

2
3

提
供

体
制

確
保

の
状

況
19

6
14

3
1
6

1
9

3
3

6
9

15
9

2
0

2
8

4
5

7
2

17
1

2
2

3
1

4
9

7
5

17
7

2
3

3
3

5
1

7
8

18
3

2
4

3
5

5
3

1
5

7
7

5
2
5

1
1

7
3

5
2
0

1
0

6
3

5
1
5

9
5
8

5
2
0

3
2

1
1

2
2

5
1

2
1

18
4

1
2

5
1

2
1
1

2
3

2
1
1

2
3

2
1
1

2
3

2
1
1

2

4
8

1
7

15
6

1
3

15
5

30
0

5
0

10
5

13
2

31
4

4
9

10
3

12
9

30
8

4
8

10
1

12
6

30
2

4
7

2
8

13
3

2
5

4
8

2
4

11
8

2
5

5
4

2
6

12
3

2
4

5
0

2
4

9
9

12
3

29
6

4
6

9
7

8
2

4
9

2
4

11
9

2
2

11
8

2
3

5
1

1
9

16
6

1
2

5
6

2
0

18
2

1
2

5
3

1
9

18
2

1
3

2
0

8
5
0

5
量

の
見

込
み

1
2

1
0

1
5

1
5

1
5

提
供

体
制

提
供

体
制

量
の

見
込

み
2

2
2

2
2

提
供

体
制

量
の

見
込

み
4
6

4
3

4
3

4
5

4
1

提
供

体
制

量
の

見
込

み
5
0

4
3

提
供

体
制

量
の

見
込

み
9
0

8
8

8
6

8
4

4
7

4
5

4
5

上 里 町神 川 町美 里 町東 秩 父 村小 鹿 野 町
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幼
児

期
の

学
校

教
育

の
利

用
希

望
が

強
い

左
記

以
外

０
歳

１
歳

２
歳

幼
児

期
の

学
校

教
育

の
利

用
希

望
が

強
い

左
記

以
外

０
歳

１
歳

２
歳

幼
児

期
の

学
校

教
育

の
利

用
希

望
が

強
い

左
記

以
外

０
歳

１
歳

２
歳

幼
児

期
の

学
校

教
育

の
利

用
希

望
が

強
い

左
記

以
外

０
歳

１
歳

２
歳

幼
児

期
の

学
校

教
育

の
利

用
希

望
が

強
い

左
記

以
外

０
歳

１
歳

２
歳

3
号

1
号

2
号

3
号

令
和

７
年

度
令

和
８

年
度

令
和

９
年

度
令

和
１

０
年

度
令

和
１

１
年

度

1
号

2
号

3
号

1
号

2
号

3
号

1
号

2
号

3
号

1
号

2
号

8
0

29
9

8
0

29
9

8
0

29
9

8
0

29
9

8
0

29
9

28
0

8
0

38
5

5
1

10
8

12
6

28
0

8
0

38
5

5
1

10
8

12
6

28
0

8
0

38
5

5
1

10
8

12
6

28
0

8
0

38
5

5
1

10
8

12
6

28
0

8
0

38
5

5
1

10
8

12
6

う
ち

特
定

教
育

・
保

育
施

設
38

1
4
2

9
9

11
8

38
1

4
2

9
9

11
8

38
1

4
2

9
9

11
8

38
1

4
2

9
9

11
8

38
1

4
2

9
9

11
8

う
ち

特
定

地
域

型
保

育
事

業
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

う
ち

認
可

外
（
地

方
単

独
事

業
）

4
3

3
2

4
3

3
2

4
3

3
2

4
3

3
2

4
3

3
2

広
域

利
用

に
よ

る
提

供
体

制
確

保

提
供

体
制

確
保

の
状

況
8
0

8
6

8
0

8
6

8
0

8
6

8
0

8
6

8
0

8
6

14
1

27
8

13
3

26
1

12
2

24
1

11
4

22
4

10
7

21
1

30
0

45
5

26
8

4
0

10
5

12
6

30
0

45
5

26
8

4
0

10
5

12
6

30
0

45
5

26
8

4
0

10
5

12
6

30
0

45
5

26
8

4
0

10
5

12
6

30
0

45
5

26
8

4
0

10
5

12
6

う
ち

特
定

教
育

・
保

育
施

設
26

8
3
0

8
0

10
2

26
8

3
0

8
0

10
2

26
8

3
0

8
0

10
2

26
8

3
0

8
0

10
2

26
8

3
0

8
0

10
2

う
ち

特
定

地
域

型
保

育
事

業
1
0

2
5

2
4

1
0

2
5

2
4

1
0

2
5

2
4

1
0

2
5

2
4

1
0

2
5

2
4

う
ち

認
可

外
（
地

方
単

独
事

業
）

広
域

利
用

に
よ

る
提

供
体

制
確

保
1
5

3
4

4
1
5

3
4

4
1
5

3
4

4
1
5

3
4

4
1
5

3
4

4

提
供

体
制

確
保

の
状

況
6
9

31
4

5
1
7

2
3

2
0

8
3

32
2

2
2

1
7

2
9

2
7

10
0

33
3

4
2

1
7

3
0

3
4

11
4

34
1

5
9

1
7

3
3

3
5

12
5

34
8

7
2

1
8

3
5

3
9

-
32

0
-

31
2

-
30

1
-

28
3

-
26

5

98
5

37
0

3
9

9
4

10
6

98
5

37
0

3
9

9
4

10
6

98
5

37
0

3
9

9
4

10
6

98
5

37
0

3
9

9
4

10
6

98
5

37
0

3
9

9
4

10
6

う
ち

特
定

教
育

・
保

育
施

設
58

5
37

0
3
9

9
4

10
6

58
5

37
0

3
9

9
4

10
6

58
5

37
0

3
9

9
4

10
6

58
5

37
0

3
9

9
4

10
6

58
5

37
0

3
9

9
4

10
6

う
ち

特
定

地
域

型
保

育
事

業

う
ち

認
可

外
（
地

方
単

独
事

業
）

広
域

利
用

に
よ

る
提

供
体

制
確

保

提
供

体
制

確
保

の
状

況
64

3
5
0

9
1

1
66

9
5
8

1
1

5
1
2

69
6

6
9

1
2

8
1
6

73
0

8
7

1
3

9
1
8

76
2

10
5

1
5

1
3

2
1

2
6

21
0

2
2

20
2

1
8

19
4

1
3

18
6

9
17

9

41
0

2
6

23
8

2
4

6
5

7
8

41
0

2
2

23
8

2
4

6
5

7
8

41
0

1
8

23
8

2
4

6
5

7
8

41
0

1
3

23
8

2
4

6
5

7
8

41
0

9
23

8
2
4

6
5

7
8

う
ち

特
定

教
育

・
保

育
施

設
6
0

23
8

2
4

6
5

7
8

6
0

23
8

2
4

6
5

7
8

6
0

23
8

2
4

6
5

7
8

6
0

23
8

2
4

6
5

7
8

6
0

23
8

2
4

6
5

7
8

う
ち

特
定

地
域

型
保

育
事

業

う
ち

認
可

外
（
地

方
単

独
事

業
）

広
域

利
用

に
よ

る
提

供
体

制
確

保

提
供

体
制

確
保

の
状

況
22

0
2
8

6
8

2
0

23
9

3
6

6
7

2
2

25
8

4
4

6
5

2
4

27
6

5
2

5
4

2
7

29
5

5
9

5
3

2
9

12
6

20
0

37
9

5
1

12
6

9
5

17
5

31
8

2
5

9
1

20
0

37
9

5
1

12
6

20
0

37
9

5
1

12
6

20
0

37
9

5
1

12
6

20
0

37
9

5
1

31
6

31
2

2
8

9
4

28
9

30
1

2
7

9
0

25
5

28
3

2
6

11
0

21
7

39
4

2
6

10
3

20
0

36
3

2
6

9
6

18
6

33
8

2
6

8
8

22
3

26
5

2
4

8
5

23
1

41
9

2
6

19
0

23
6

1
8

5
8

17
1

22
4

1
8

5
6

15
2

21
2

1
8

18
8

1
9

4
9

5
4

13
4

19
9

1
9

5
1

11
5

34
2

32
0

3
0

10
5

量
の

見
込

み
10

8
10

8
10

8
10

8
10

8

提
供

体
制

量
の

見
込

み
8
6

8
0

7
9

7
6

7
4 8
1

提
供

体
制

量
の

見
込

み
5
7

5
8

6
0

6
1

6
2

提
供

体
制

提
供

体
制

量
の

見
込

み
9
3

8
9

8
6

8
5
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３
．

教
育

・
保

育
施

設
、

地
域

型
保

育
事

業
の

「
従

事
者

数
」

　
　

「
２

．
教

育
・
保

育
施

設
、

地
域

型
保

育
事

業
の

「
量

の
見

込
み

」
と

「
提

供
体

制
」
」
の

数
値

等
か

ら
、

保
育

教
諭

等
の

従
事

者
数

を
推

計

（
単

位
：
人

）

職
種

令
和

７
年

度
令

和
８

年
度

令
和

９
年

度
令

和
１

０
年

度
令

和
１

１
年

度

保
育

教
諭

　
1
)

4
,3

9
4

4
,5

8
5

4
,6

8
9

4
,7

2
9

4
,7

7
5

保
育

士
　

　
2
)

3
5
,3

2
9

3
5
,8

6
4

3
6
,5

4
3

3
7
,0

5
9

3
7
,6

8
2

幼
稚

園
教

諭
　

3
)

5
,0

3
5

4
,9

0
5

4
,8

2
5

4
,8

0
1

4
,7

6
0

家
庭

的
保

育
者

家
庭

的
保

育
補

助
者

　
4
)

2
6

2
5

2
5

2
5

2
5

1
）
　

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
に

勤
務

す
る

「
保

育
教

諭
」
の

人
数

2
）
　

保
育

所
、

幼
保

連
携

型
以

外
の

認
定

こ
ど

も
園

及
び

地
域

型
保

育
事

業
に

従
事

す
る

「
保

育
士

」
の

人
数

3
)　

 幼
稚

園
ま

た
は

幼
稚

園
型

認
定

こ
ど

も
園

に
勤

務
す

る
「
幼

稚
園

教
諭

」
の

人
数

4
)　

 地
域

型
保

育
事

業
に

従
事

す
る

「
家

庭
的

保
育

者
」
及

び
「
家

庭
的

保
育

補
助

者
」
の

人
数

の
合

計

県 全 体
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４
．

地
域

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

事
業

（
市

町
村

事
業

）
の

「
量

の
見

込
み

」
と

「
提

供
体

制
」

基
準

日
：
各

年
度

の
３

月
３

１
日

現
在

（
１

）
県

全
体

事
業

等
名

称
令

和
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
９

年
度

令
和

１
０

年
度

令
和

１
１

年
度

量
の

見
込

み
（
人

）
8
7,

4
46

8
7,

9
82

8
7,

4
38

8
6,

9
64

8
6,

0
14

提
供

体
制

（
人

）
8
8,

1
50

8
9,

8
08

9
0,

3
46

9
1,

1
59

9
1,

5
08

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
　

2
）

提
供

体
制

（
か

所
）

5
84

5
84

5
84

5
86

5
89

延
長

保
育

事
業

　
3
）

提
供

体
制

（
人

）
9
6,

4
73

9
7,

9
02

9
9,

0
24

9
9,

7
98

1
0
0,

7
68

一
時

預
か

り
事

業
　

4
）

提
供

体
制

（
人

日
）

8
4
6,

8
33

8
4
1,

1
36

8
4
1,

7
41

8
4
4,

8
44

8
4
5,

1
39

病
児

保
育

事
業

　
5
）

提
供

体
制

（
人

日
）

9
9,

3
11

1
0
2,

0
03

1
0
2,

1
66

1
0
2,

3
00

1
0
2,

4
74

1
）
　

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

法
（
以

下
、

「
法

」
）
第

5
9
条

に
定

め
る

「
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

」
の

『
実

人
数

』
を

記
載

2
）
　

法
第

5
9
条

に
定

め
る

「
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

」
及

び
地

方
単

独
事

業
に

よ
る

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
の

『
実

施
か

所
数

』
を

記
載

3
）
　

法
第

5
9
条

に
定

め
る

「
時

間
外

保
育

事
業

」
の

『
実

人
数

』
を

記
載

4
）
　

法
第

5
9
条

に
定

め
る

「
一

時
預

か
り

事
業

」
の

う
ち

、
「
幼

稚
園

在
園

児
以

外
を

対
象

と
し

た
一

時
預

か
り

の
『
の

べ
人

数
』
を

記
載

5
）
　

法
第

5
9
条

に
定

め
る

「
病

児
保

育
事

業
」
の

『
の

べ
人

数
』
を

記
載

（
２

）
県

内
市

町
村

事
業

等
名

称
令

和
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
９

年
度

令
和

１
０

年
度

令
和

１
１

年
度

量
の

見
込

み
（
人

）
1
4,

3
65

1
4,

9
89

1
5,

3
60

1
5,

7
50

1
5,

9
88

提
供

体
制

（
人

）
1
5,

5
87

1
6,

1
87

1
6,

5
95

1
7,

0
83

1
7,

4
63

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

9
7

9
7

9
7

9
7

9
7

延
長

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

）
2
9,

8
93

3
1,

3
28

3
2,

1
63

3
2,

8
29

3
3,

6
62

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

1
1
7,

2
98

1
1
7,

2
98

1
1
7,

2
98

1
1
7,

2
98

1
1
7,

2
98

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

1
1,

0
70

1
1,

0
70

1
1,

0
70

1
1,

0
70

1
1,

0
70

量
の

見
込

み
（
人

）
4
,2

74
4
,4

88
4
,6

42
4
,7

11
4
,7

48
提

供
体

制
（
人

）
4
,2

74
4
,4

88
4
,6

42
4
,7

11
4
,7

48
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

2
4

2
5

2
5

2
5

2
5

延
長

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

）
2
,0

41
2
,0

09
1
,9

79
1
,9

72
1
,9

75
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

6
0,

4
60

6
0,

4
60

6
0,

4
60

6
0,

4
60

6
0,

4
60

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

1
,2

50
1
,2

50
1
,2

50
1
,2

50
1
,2

50
量

の
見

込
み

（
人

）
2
,6

93
2
,7

10
2
,6

95
2
,7

02
2
,6

69
提

供
体

制
（
人

）
2
,6

93
2
,7

10
2
,6

95
2
,7

02
2
,6

69
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

1
9

1
8

1
8

1
8

1
8

延
長

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

）
1
33

1
33

1
33

1
33

1
33

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

2
0,

5
84

2
0,

5
84

2
0,

5
84

2
0,

5
84

2
0,

5
84

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

4
,1

74
4
,1

74
4
,1

74
4
,1

74
4
,1

74

県 計

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

　
1
）

さ い た ま 市 川 越 市 熊 谷 市

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ
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事
業

等
名

称
令

和
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
９

年
度

令
和

１
０

年
度

令
和

１
１

年
度

量
の

見
込

み
（
人

）
6
,5

70
6
,3

53
6
,0

62
5
,7

65
5
,4

82
提

供
体

制
（
人

）
6
,5

70
6
,3

53
6
,0

62
5
,7

65
5
,4

82
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

5
8

5
8

5
8

5
8

5
8

延
長

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

）
5
,9

17
5
,8

72
5
,8

15
5
,7

79
5
,7

54
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

6
,3

96
6
,1

90
6
,0

10
5
,9

01
5
,8

33
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

5
,0

00
5
,0

00
5
,0

00
5
,0

00
5
,0

00
量

の
見

込
み

（
人

）
8
44

8
21

7
98

7
75

7
51

提
供

体
制

（
人

）
1
,0

00
1
,0

00
1
,0

00
1
,0

00
1
,0

00
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

7
7

7
7

7
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
1
59

1
54

1
50

1
46

1
42

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

1
,5

00
1
,5

00
1
,5

00
1
,5

00
1
,5

00
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

2
,0

80
2
,0

80
2
,0

80
2
,0

80
2
,0

80
量

の
見

込
み

（
人

）
9
00

9
00

9
00

9
00

9
00

提
供

体
制

（
人

）
9
00

9
00

9
00

9
00

9
00

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

6
6

6
6

6
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
9
4

9
8

1
02

1
06

1
10

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

7
67

7
47

7
27

7
08

6
90

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

0
0

0
0

0
量

の
見

込
み

（
人

）
4
,0

07
4
,0

26
4
,0

46
4
,0

65
4
,0

85
提

供
体

制
（
人

）
3
,2

11
3
,3

31
3
,4

51
3
,5

71
3
,6

91
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

2
7

2
7

2
7

2
7

2
7

延
長

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

）
6
,1

17
6
,1

40
6
,2

30
6
,3

09
6
,3

09
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

9
2,

8
00

9
2,

8
00

9
2,

8
00

9
2,

8
00

9
2,

8
00

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

4
,6

40
4
,6

40
4
,6

40
4
,6

40
4
,6

40
量

の
見

込
み

（
人

）
1
,1

56
1
,1

79
1
,1

97
1
,1

83
1
,1

60
提

供
体

制
（
人

）
1
,1

25
1
,3

25
1
,3

25
1
,3

30
1
,3

37
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

6
6

6
6

6
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
1
30

1
34

1
38

1
42

1
46

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

1
0,

9
90

1
0,

5
95

1
0,

4
00

1
0,

2
05

1
0,

0
10

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

7
56

7
56

7
56

7
56

7
56

量
の

見
込

み
（
人

）
1
,6

36
1
,5

91
1
,5

39
1
,5

22
1
,4

67
提

供
体

制
（
人

）
1
,8

80
1
,8

80
1
,8

80
1
,8

80
1
,8

80
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

8
8

8
8

8
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
2
,2

04
2
,2

04
2
,2

04
2
,2

04
2
,2

04
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

8
,4

90
8
,4

90
8
,4

90
8
,4

90
8
,4

90
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

2
,0

00
2
,0

00
2
,0

00
2
,0

00
2
,0

00

秩 父 市 所 沢 市

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

川 口 市 行 田 市

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

飯 能 市 加 須 市
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事
業

等
名

称
令

和
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
９

年
度

令
和

１
０

年
度

令
和

１
１

年
度

量
の

見
込

み
（
人

）
1
,0

74
1
,0

26
9
92

9
64

9
31

提
供

体
制

（
人

）
9
65

9
65

9
65

1
,0

20
1
,0

20
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

延
長

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

）
1
,9

96
2
,0

45
2
,0

45
2
,0

45
2
,0

45
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

2
2,

0
73

2
2,

0
73

2
2,

0
73

2
2,

0
73

2
2,

0
73

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

6
,0

57
6
,0

57
6
,0

57
6
,0

57
6
,0

57
量

の
見

込
み

（
人

）
1
,3

00
1
,3

50
1
,3

50
1
,3

50
1
,3

50
提

供
体

制
（
人

）
1
,3

00
1
,3

50
1
,3

50
1
,3

50
1
,3

50
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

5
5

5
5

5
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
1
,3

96
1
,3

96
1
,2

64
1
,2

64
1
,2

64
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

1
3,

2
00

1
3,

2
00

1
3,

2
00

1
3,

2
00

1
3,

2
00

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

9
60

9
60

9
60

9
60

9
60

量
の

見
込

み
（
人

）
2
,0

99
2
,0

52
1
,9

89
1
,9

30
1
,8

78
提

供
体

制
（
人

）
1
,9

71
1
,9

71
1
,9

71
1
,9

71
1
,9

71
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

延
長

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

）
2
94

2
97

2
94

2
91

2
88

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

5
,8

40
5
,8

40
5
,8

40
5
,8

40
5
,8

40
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

1
,4

60
1
,4

60
1
,4

60
1
,4

60
1
,4

60
量

の
見

込
み

（
人

）
1
,4

34
1
,4

61
1
,4

29
1
,4

10
1
,3

76
提

供
体

制
（
人

）
1
,4

29
1
,4

69
1
,5

19
1
,5

69
1
,6

19
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

9
9

9
9

9
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
7
30

7
30

7
30

7
30

7
30

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

3
9,

0
68

3
9,

0
68

3
9,

0
68

3
9,

0
68

3
9,

0
68

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

7
32

7
32

7
32

7
32

7
32

量
の

見
込

み
（
人

）
5
52

5
16

5
04

4
91

4
83

提
供

体
制

（
人

）
5
80

5
80

5
80

5
80

5
80

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

5
5

5
5

5
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
4
50

4
50

4
50

4
50

4
50

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

1
,0

00
1
,0

00
1
,0

00
1
,0

00
1
,0

00
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

3
,0

00
3
,0

00
3
,0

00
3
,0

00
3
,0

00
量

の
見

込
み

（
人

）
1
,9

15
1
,8

91
1
,8

68
1
,8

26
1
,8

51
提

供
体

制
（
人

）
2
,0

20
2
,1

00
2
,1

80
2
,1

80
2
,1

80
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

9
9

9
1
0

1
0

延
長

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

）
2
,1

95
2
,2

02
2
,2

02
2
,0

82
2
,0

82
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

1
1,

8
80

1
1,

8
80

1
1,

8
80

1
1,

8
80

1
1,

8
80

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

3
,3

60
3
,3

60
3
,3

60
3
,3

60
3
,3

60

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

本 庄 市 狭 山 市春 日 部 市東 松 山 市 鴻 巣 市羽 生 市
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事
業

等
名

称
令

和
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
９

年
度

令
和

１
０

年
度

令
和

１
１

年
度

量
の

見
込

み
（
人

）
2
,8

52
2
,8

89
2
,9

25
2
,9

57
2
,9

23
提

供
体

制
（
人

）
2
,3

11
2
,3

11
2
,3

11
2
,3

11
2
,3

11
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

1
7

1
7

1
7

1
7

1
7

延
長

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

）
3
,5

22
3
,5

22
3
,5

22
3
,5

22
3
,5

22
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

4
2,

5
58

4
2,

5
58

4
2,

5
58

4
2,

5
58

4
2,

5
58

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

9
80

9
80

9
80

9
80

9
80

量
の

見
込

み
（
人

）
2
,4

02
2
,5

04
2
,5

62
2
,6

43
2
,7

05
提

供
体

制
（
人

）
2
,5

86
2
,7

46
2
,8

26
2
,8

66
2
,9

06
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

延
長

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

）
1
,9

70
1
,9

70
1
,9

67
1
,9

68
1
,9

74
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

1
3,

9
60

1
3,

9
60

1
3,

9
60

1
3,

9
60

1
3,

9
60

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

1
,1

70
1
,1

77
1
,1

84
1
,1

91
1
,1

98
量

の
見

込
み

（
人

）
2
,9

93
2
,9

78
2
,9

53
2
,9

80
2
,9

87
提

供
体

制
（
人

）
3
,3

97
3
,4

37
3
,3

97
3
,4

77
3
,4

77
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

9
9

9
9

9
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
2
82

2
80

2
78

2
74

2
74

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

6
,0

16
6
,1

73
6
,3

31
6
,4

88
6
,6

45
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

2
,6

29
3
,0

50
3
,1

96
3
,3

41
3
,4

87
量

の
見

込
み

（
人

）
3
,8

95
3
,8

90
3
,8

90
3
,8

18
3
,7

50
提

供
体

制
（
人

）
3
,7

09
3
,7

09
3
,7

19
3
,8

54
3
,8

54
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

1
9

1
9

1
9

1
9

1
9

延
長

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

）
6
,2

29
6
,2

29
6
,2

29
6
,2

29
6
,2

29
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

3
7,

4
50

3
7,

4
50

3
7,

4
50

3
7,

4
50

3
7,

4
50

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

2
,7

00
4
,1

00
4
,1

00
4
,1

00
4
,1

00
量

の
見

込
み

（
人

）
8
72

8
94

8
98

8
73

8
41

提
供

体
制

（
人

）
8
35

8
75

8
75

8
75

8
75

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

5
5

5
5

5
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
1
,5

61
1
,5

61
1
,5

61
1
,5

61
1
,5

61
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

7
,0

56
7
,0

56
7
,0

56
7
,0

56
7
,0

56
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

9
28

9
28

9
28

9
28

9
28

量
の

見
込

み
（
人

）
2
,0

45
2
,0

97
2
,1

17
2
,1

22
2
,1

43
提

供
体

制
（
人

）
2
,3

56
2
,3

56
2
,3

56
2
,3

56
2
,3

56
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

延
長

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

）
4
73

4
73

4
73

4
73

4
73

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

3
4,

1
25

3
4,

3
57

3
4,

4
63

3
4,

5
79

3
4,

6
37

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

2
,8

80
2
,8

80
2
,8

80
2
,8

80
2
,8

80

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

戸 田 市蕨 市越 谷 市草 加 市上 尾 市深 谷 市
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事
業

等
名

称
令

和
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
９

年
度

令
和

１
０

年
度

令
和

１
１

年
度

量
の

見
込

み
（
人

）
1
,2

45
1
,2

35
1
,2

07
1
,1

58
1
,1

04
提

供
体

制
（
人

）
1
,3

13
1
,3

13
1
,3

13
1
,3

13
1
,3

13
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

延
長

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

）
7
52

7
26

7
05

6
86

6
79

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

1
8,

1
70

1
8,

1
70

1
8,

1
70

1
8,

1
70

1
8,

1
70

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

9
60

9
60

9
60

9
60

9
60

量
の

見
込

み
（
人

）
1
,9

83
1
,9

84
1
,9

32
1
,8

90
1
,8

53
提

供
体

制
（
人

）
1
,8

54
1
,8

54
1
,8

54
1
,8

54
1
,8

54
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

8
8

8
8

8
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
3
,9

27
3
,9

87
3
,9

87
3
,9

87
3
,9

87
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

1
5,

5
29

1
5,

5
29

1
5,

5
29

1
5,

5
29

1
5,

5
29

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

1
,2

00
1
,2

00
1
,2

00
1
,2

00
1
,2

00
量

の
見

込
み

（
人

）
5
05

5
01

4
85

4
65

4
52

提
供

体
制

（
人

）
5
10

5
10

5
10

5
10

5
10

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

5
4

4
4

4
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
1
,6

35
1
,5

96
1
,5

96
1
,6

35
1
,6

35
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

9
,4

70
6
,5

35
6
,5

75
9
,4

90
9
,5

15
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

1
,2

35
1
,2

30
1
,2

20
1
,2

35
1
,2

25
量

の
見

込
み

（
人

）
1
,0

20
1
,0

03
9
57

9
27

8
80

提
供

体
制

（
人

）
1
,0

33
1
,0

33
1
,0

33
1
,0

33
1
,0

33
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

5
5

5
5

5
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
2
,2

57
2
,2

57
2
,2

57
2
,2

57
2
,2

57
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

2
3,

8
22

2
3,

8
22

2
3,

8
22

2
3,

8
22

2
3,

8
22

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

2
,1

60
2
,1

60
2
,1

60
2
,1

60
2
,1

60
量

の
見

込
み

（
人

）
1
,6

25
1
,5

92
1
,5

40
1
,5

03
1
,4

49
提

供
体

制
（
人

）
1
,6

38
1
,7

42
1
,7

42
1
,7

42
1
,7

42
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

延
長

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

）
3
,4

61
3
,4

24
3
,4

22
3
,4

17
3
,4

17
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

3
2,

1
20

2
9,

2
00

2
9,

4
00

2
9,

3
00

2
9,

2
00

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

9
68

9
64

9
72

9
68

9
80

量
の

見
込

み
（
人

）
8
72

8
82

8
36

8
13

7
78

提
供

体
制

（
人

）
8
76

8
86

8
86

8
86

8
86

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

6
6

6
6

8
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
6
94

6
94

6
94

6
94

6
94

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

5
,1

22
5
,0

10
5
,0

10
5
,0

10
5
,0

10
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

9
76

9
76

9
76

9
76

9
76

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

桶 川 市新 座 市和 光 市志 木 市朝 霞 市入 間 市
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事
業

等
名

称
令

和
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
９

年
度

令
和

１
０

年
度

令
和

１
１

年
度

量
の

見
込

み
（
人

）
2
,2

41
2
,1

99
2
,1

65
2
,1

08
2
,0

83
提

供
体

制
（
人

）
1
,4

57
1
,5

22
1
,5

57
1
,5

92
1
,6

27
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

延
長

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

）
1
,1

03
1
,1

03
1
,1

03
1
,1

03
1
,1

03
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

1
3,

9
20

1
3,

9
20

1
3,

9
20

1
3,

9
20

1
3,

9
20

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

1
,7

70
1
,7

70
1
,7

70
1
,7

70
1
,7

70
量

の
見

込
み

（
人

）
8
95

8
95

8
80

8
80

8
50

提
供

体
制

（
人

）
8
95

8
95

8
80

8
80

8
50

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

5
5

5
5

5
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
1
,0

87
1
,0

87
1
,0

87
1
,0

87
1
,0

87
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

3
,6

60
3
,6

60
3
,6

60
3
,6

60
3
,6

60
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

2
,6

40
2
,6

40
2
,6

40
2
,6

40
2
,6

40
量

の
見

込
み

（
人

）
8
33

8
26

7
94

7
83

7
54

提
供

体
制

（
人

）
7
50

7
80

8
60

8
60

8
60

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

6
7

7
7

7
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
4
50

4
50

4
50

4
50

4
50

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

5
,3

60
5
,3

40
5
,3

80
5
,3

60
5
,4

00
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

7
26

7
23

7
29

7
26

7
35

量
の

見
込

み
（
人

）
1
,7

31
1
,7

19
1
,6

93
1
,6

54
1
,6

01
提

供
体

制
（
人

）
1
,7

31
1
,7

19
1
,6

93
1
,6

54
1
,6

01
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

延
長

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

）
2
,3

70
2
,3

70
2
,4

08
2
,4

08
2
,4

08
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

5
,1

45
5
,1

45
5
,1

45
5
,1

45
5
,1

45
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

2
,4

50
2
,4

50
2
,4

50
2
,4

50
2
,4

50
量

の
見

込
み

（
人

）
1
,4

15
1
,4

82
1
,5

26
1
,5

27
1
,5

00
提

供
体

制
（
人

）
1
,8

25
1
,8

25
1
,8

25
1
,8

25
1
,8

25
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

9
9

9
9

9
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
2
,2

00
2
,2

00
2
,2

00
2
,2

00
2
,2

00
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

7
,2

00
7
,2

00
7
,2

00
7
,2

00
7
,2

00
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

9
60

9
60

9
60

9
60

9
60

量
の

見
込

み
（
人

）
7
43

7
43

7
43

7
43

7
43

提
供

体
制

（
人

）
6
86

7
16

7
46

7
46

7
46

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

8
8

8
8

8
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
5
22

5
72

6
62

6
62

6
62

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

1
6,

4
81

1
6,

4
81

1
6,

4
81

1
6,

4
81

1
6,

4
81

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

1
,0

08
1
,0

08
1
,0

08
1
,0

08
1
,0

08

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

三 郷 市富 士 見 市八 潮 市北 本 市

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

久 喜 市

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

蓮 田 市

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

―　133　―



事
業

等
名

称
令

和
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
９

年
度

令
和

１
０

年
度

令
和

１
１

年
度

量
の

見
込

み
（
人

）
1
,0

38
1
,0

49
1
,0

29
1
,0

02
9
72

提
供

体
制

（
人

）
9
66

9
96

1
,0

26
1
,0

26
1
,0

26
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

6
6

6
7

7
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
1
,6

90
1
,6

90
1
,8

74
1
,8

74
1
,8

74
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

4
5,

5
50

4
5,

5
50

4
5,

5
50

4
5,

5
50

4
5,

5
50

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

1
,5

00
1
,5

00
1
,5

00
1
,5

00
1
,5

00
量

の
見

込
み

（
人

）
5
25

5
25

4
05

4
05

4
05

提
供

体
制

（
人

）
5
25

5
25

4
05

4
05

4
05

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

3
3

3
3

3
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
5
81

5
81

5
81

5
81

5
81

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

5
,8

80
5
,8

80
5
,8

80
5
,8

80
5
,8

80
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

1
,7

37
1
,7

37
1
,7

37
1
,7

37
1
,7

37
量

の
見

込
み

（
人

）
1
,0

23
1
,0

31
1
,0

40
1
,0

44
1
,0

49
提

供
体

制
（
人

）
1
,0

23
1
,0

31
1
,0

40
1
,0

44
1
,0

49
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

6
6

6
6

6
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
3
79

3
72

3
65

3
58

3
52

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

3
,9

02
4
,4

90
5
,1

66
5
,9

44
6
,8

40
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

1
,4

52
1
,4

67
1
,4

82
1
,4

97
1
,5

12
量

の
見

込
み

（
人

）
7
98

7
92

7
88

7
82

7
77

提
供

体
制

（
人

）
9
20

8
90

8
90

9
08

9
08

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

4
4

4
4

4
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
2
00

2
00

2
00

2
00

2
00

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

1
,0

00
1
,0

00
1
,0

00
1
,0

00
1
,0

00
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

1
,0

00
1
,0

00
1
,0

00
1
,0

00
1
,0

00
量

の
見

込
み

（
人

）
8
40

8
50

8
59

8
67

8
75

提
供

体
制

（
人

）
8
40

8
50

8
59

8
67

8
75

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

3
3

3
3

3
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
3
51

3
44

3
42

3
48

3
56

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

7
,2

90
7
,2

90
7
,2

90
7
,2

90
7
,2

90
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

1
,1

20
1
,1

20
1
,1

20
1
,1

20
1
,1

20
量

の
見

込
み

（
人

）
1
,5

60
1
,5

20
1
,4

93
1
,4

62
1
,4

08
提

供
体

制
（
人

）
1
,5

68
1
,5

68
1
,5

68
1
,5

68
1
,5

68
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

提
供

体
制

（
か

所
）

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

延
長

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

）
1
,4

86
1
,4

86
1
,4

86
1
,4

86
1
,4

86
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

1
5,

1
20

1
5,

1
20

1
5,

1
20

1
5,

1
20

1
5,

1
20

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

5
,2

80
5
,2

80
5
,2

80
5
,2

80
5
,2

80

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

坂 戸 市 幸 手 市 鶴 ヶ 島 市

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

日 高 市 吉 川 市 ふ じ み 野 市
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事
業

等
名

称
令

和
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
９

年
度

令
和

１
０

年
度

令
和

１
１

年
度

量
の

見
込

み
（
人

）
7
65

7
50

7
22

7
07

6
73

提
供

体
制

（
人

）
5
60

5
95

5
95

6
35

6
75

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

5
5

5
5

5
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
8
21

8
21

9
66

1
,1

50
1
,3

07
一

時
預

か
り

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

1
,1

60
1
,1

60
9
60

8
50

4
40

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

1
,4

80
2
,2

00
2
,2

00
2
,2

00
2
,2

00
量

の
見

込
み

（
人

）
5
11

4
99

4
68

4
51

4
28

提
供

体
制

（
人

）
6
20

6
20

6
20

6
20

6
20

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

5
5

5
5

5
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
7
17

7
17

7
17

7
17

7
17

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

7
,0

56
7
,0

56
7
,0

56
7
,0

56
7
,0

56
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

9
68

9
68

9
68

9
68

9
68

量
の

見
込

み
（
人

）
3
70

3
59

3
45

3
26

3
05

提
供

体
制

（
人

）
3
52

3
60

3
60

3
60

3
60

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

4
4

4
4

4
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
6
47

6
47

6
47

6
47

6
47

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

1
,6

14
1
,6

63
1
,6

69
1
,6

49
1
,6

00
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

1
14

1
11

1
07

1
01

9
8

量
の

見
込

み
（
人

）
2
44

2
27

2
11

2
03

1
94

提
供

体
制

（
人

）
3
10

3
10

3
10

3
10

3
10

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

3
3

3
3

3
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
2
00

2
00

2
00

2
00

2
00

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

2
,5

44
2
,5

44
2
,5

44
2
,5

44
2
,5

44
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

9
72

9
72

9
72

9
72

9
72

量
の

見
込

み
（
人

）
9
2

8
9

8
3

7
6

6
9

提
供

体
制

（
人

）
1
00

1
00

1
00

1
00

1
00

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

1
1

1
1

1
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

2
00

2
00

2
00

2
00

2
00

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

0
0

0
0

0
量

の
見

込
み

（
人

）
4
47

4
36

4
29

4
14

4
02

提
供

体
制

（
人

）
4
62

4
62

4
62

4
62

4
62

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

8
8

8
8

8
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
1
13

1
12

1
10

1
11

1
13

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

2
,4

00
2
,4

00
2
,4

00
2
,4

00
2
,4

00
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

4
80

4
80

4
80

4
80

4
80

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

伊 奈 町 三 芳 町 毛 呂 山 町 越 生 町

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

白 岡 市

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

滑 川 町

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ
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事
業

等
名

称
令

和
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
９

年
度

令
和

１
０

年
度

令
和

１
１

年
度

量
の

見
込

み
（
人

）
3
47

3
31

3
03

2
93

2
70

提
供

体
制

（
人

）
2
00

2
00

2
00

2
00

2
40

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

1
1

1
1

1
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

1
,5

20
1
,5

20
1
,5

20
1
,5

20
1
,5

20
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

0
0

0
0

0
量

の
見

込
み

（
人

）
2
87

2
53

2
57

2
44

2
37

提
供

体
制

（
人

）
3
80

3
80

3
80

3
80

3
80

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

2
2

2
2

2
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

1
,4

40
1
,4

40
1
,4

40
1
,4

40
1
,4

40
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

4
80

4
80

4
80

4
80

4
80

量
の

見
込

み
（
人

）
2
54

2
37

2
11

2
03

1
82

提
供

体
制

（
人

）
3
93

3
93

3
93

3
93

3
93

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

1
1

1
1

1
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
5
3

5
0

4
9

4
8

4
9

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

2
,9

00
2
,9

00
2
,9

00
2
,9

00
2
,9

00
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

4
00

4
00

4
00

4
00

4
00

量
の

見
込

み
（
人

）
1
20

1
20

1
20

1
50

1
50

提
供

体
制

（
人

）
1
20

1
20

1
20

1
60

1
60

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

1
1

1
1

1
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

1
,2

00
1
,2

00
1
,2

00
1
,2

00
1
,2

00
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

0
0

0
0

0
量

の
見

込
み

（
人

）
1
36

1
28

1
24

1
20

1
11

提
供

体
制

（
人

）
1
36

1
28

1
24

1
20

1
11

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

2
2

2
2

2
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
5
3

5
2

5
2

4
9

4
8

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

3
,3

09
3
,2

65
3
,2

35
2
,9

82
2
,9

67
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

5
46

5
40

5
35

5
00

4
98

量
の

見
込

み
（
人

）
1
50

1
43

1
35

1
29

1
20

提
供

体
制

（
人

）
1
60

1
60

1
60

1
60

1
60

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

2
2

2
2

2
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
5
8

5
8

5
8

5
8

5
8

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

3
73

3
47

3
45

3
29

3
09

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

0
0

0
0

0

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

川 島 町小 川 町嵐 山 町

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

と き が わ 町鳩 山 町吉 見 町

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

―　136　―



事
業

等
名

称
令

和
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
９

年
度

令
和

１
０

年
度

令
和

１
１

年
度

量
の

見
込

み
（
人

）
5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

提
供

体
制

（
人

）
5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

1
1

1
1

1
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

1
90

1
90

1
90

1
90

1
90

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

0
0

0
0

0
量

の
見

込
み

（
人

）
1
38

1
33

1
23

1
13

1
13

提
供

体
制

（
人

）
1
60

1
60

1
20

1
20

1
20

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

1
1

1
1

1
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

0
0

0
0

0
病

児
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

0
0

0
0

0
量

の
見

込
み

（
人

）
1
29

1
25

1
17

1
13

1
12

提
供

体
制

（
人

）
1
12

1
12

1
12

1
12

1
12

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

1
1

1
1

1
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

4
00

4
00

4
00

4
00

4
00

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

0
0

0
0

0
量

の
見

込
み

（
人

）
1
50

1
44

1
32

1
15

1
07

提
供

体
制

（
人

）
1
60

1
60

1
60

1
20

1
20

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

1
1

1
1

1
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
0

0
0

0
0

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

4
80

4
80

4
80

4
80

4
80

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
）

0
0

0
0

0
量

の
見

込
み

（
人

）
3
1

3
0

2
4

2
3

1
8

提
供

体
制

（
人

）
3
1

3
0

2
4

2
3

1
8

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
提

供
体

制
（
か

所
）

1
1

1
1

1
延

長
保

育
事

業
提

供
体

制
（
人

）
0

0
0

0
0

一
時

預
か

り
事

業
提

供
体

制
（
人

日
）

5
2

5
2

5
2

4
8

4
4

病
児

保
育

事
業

提
供

体
制

（
人

日
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 別表２  「指標 里親等委託率」の推計 

  

◆ 令和１１年度末までの里親等委託率の計画 

 

   （現状値） 令和５年度末時点、里親等委託率 ２４．３％ 

県全体 R7 R8 R9 R10 R11 

代替養育を必要とするこども数 1,705 人 1,681 人 1,658 人 1,635 人 1,600 人 

里親等への委託（見込）こども数 548 人 605 人 630 人 654 人 672 人 

里親等委託率（※３） 32.1％ 36.0％ 38.0％ 40.0％ 42.0％ 

（０～３歳未満） 28.3％ 34.6％ 38.9％ 43.7％ 49.2％ 

（３歳～就学前） 39.4％ 44.3％ 46.8％ 49.5％ 52.2％ 

（学齢期） 30.9％ 34.1％ 35.6％ 37.0％ 38.2％ 

 

 

 「代替養育を必要とするこども数」 

   児童人口(※１)に対する施設入所・里親等委託のこども数(※２)の割合を推計し、児童人口の推

計に乗じて推計値を算出した。 

   ※１ 児童人口（０歳～１８歳人口） 

      ・ 過去５年間の県統計（１月１日時点町丁別人口調査）、国立社会保障・人口問題 

       研究所による５年ごとの将来人口推計による。 

   ※２ 施設入所・里親等委託のこども数 

      ・ 県集計による各年３月３１日時点の施設入所・委託等のこども数。 

      ・ 施設入所については児童養護施設及び乳児院のこども数。 

        里親等委託については里親及びファミリーホームへの委託こども数。 

   ※３ 里親等委託率 

      ・ 里親等委託率（％）＝「里親等への委託（見込）こども数」÷「代替養育を必要とす

るこども数」×100 
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参考資料 埼玉県こども・若者計画の策定経過 

埼玉県こども・若者計画の策定に当たり、埼玉県こども計画（仮称）策定作業部会を設

置し、計画案の検討を行いました。検討結果は埼玉県児童福祉審議会に報告し、審議を行

うとともに、計画案に関する県民コメントを実施しました。 

 

１ 策定経過 

令和６年３月２７日 令和５年度第１回  埼玉県こども計画（仮称）策定作業部会 

[議題] 

埼玉県こども計画（仮称）の策定について（骨子案） 

令和６年５月８日 令和６年度第１回  埼玉県児童福祉審議会 

[議題] 

埼玉県こども計画（仮称）の策定について（骨子案） 

令和６年６月５日 令和６年度第１回  埼玉県こども計画（仮称）策定作業部会 

[議題] 

埼玉県こども計画（仮称）の策定について（基本理念） 

令和６年７月～１１月 こども・若者との意見交換 

令和６年８月２２日～ 

 令和６年８月３０日 

令和６年度第２回  埼玉県こども計画（仮称）策定作業部会 

（書面開催） 

[議題] 

埼玉県こども計画（仮称）の策定について（将来像） 

令和６年９月１１日 令和６年度第２回  埼玉県児童福祉審議会 

[議題] 

埼玉県こども計画（仮称）の策定について（将来像） 

令和６年１０月２３日 令和６年度第３回  埼玉県こども計画（仮称）策定作業部会 

[議題]  

埼玉県こども・若者計画（仮称）（計画案） 

令和６年１１月８日 令和６年度第３回埼玉県児童福祉審議会 

[議題] 

埼玉県こども・若者計画（仮称）（計画案） 

令和６年１１月１４日 こどもたちと知事の意見交換会 

令和６年１１月２６日～ 

令和６年１２月２４日 

計画案の県民コメント実施 
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令和６年１１月２８日～ 

 令和６年１２月１２日 

「さいたまけん★こどものこえ」アンケート 

[テーマ] 

「埼玉県こども・若者計画（仮称）」の作成に向けたアンケ

ート 

令和６年１１月２８日～ 

 令和６年１２月４日 

「県政サポーター」アンケート 

[テーマ] 

こども・若者の施策に関する意識調査 

令和７年１月８日～ 

 令和７年１月１５日 

令和６年度第４回  埼玉県こども計画（仮称）策定作業部会 

（書面開催） 

[議題] 

埼玉県こども・若者計画（仮称）の策定について（計画案） 

令和７年１月８日～ 

 令和７年１月１５日 

 

令和６年度第４回  埼玉県児童福祉審議会（書面開催） 

[議題] 

埼玉県こども・若者計画（仮称）の策定について（計画案） 

令和７年３月２７日 県議会令和７年２月定例会第６１号議案「埼玉県こども・若

者計画の策定について」  修正可決 
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２ 埼玉県児童福祉審議会 

 埼玉県児童福祉審議会は児童福祉法第８条第１項に基づく都道府県児童福祉審議

会として設置され、「執行機関の附属機関に関する条例」により、子ども・子育て

支援に関する事項を調査審議する子ども・子育て支援法第７２条第４項に基づく審

議会として位置付けています。 

 

（１）令和５年度 埼玉県児童福祉審議会 委員名簿 

氏  名 所属等 備考 

田口 伸 公益社団法人埼玉県社会福祉士会 事務局長 委員長 

寺薗 さおり 国立大学法人埼玉大学 准教授 副委員長 

石丸 靖子 
NPO法人さいたまユースサポートネット 

就労支援事業 統括責任者 
 

川澄 馨子 埼玉弁護士会 弁護士  

神山 幸恵 埼玉県保育協議会  

坂本 仁志 埼玉県児童福祉施設協議会 人材確保委員長  

清水 将之 公募委員  

菅原 文仁 戸田市長、埼玉県市長会  

鈴木 勝 松伏町長、埼玉県町村会  

塚越 優子 全国認定こども園協会 埼玉県支部 研修委員長  

長根 亜紀子 医療法人社団俊睿会 いずみクリニック 院長  

福田 由美子 埼玉県家庭教育振興協議会 理事  

藤野 美佐子 埼玉県民生委員・児童委員協議会 理事  

保角 美代 埼玉県里親会 理事長  

本田 尚美 埼玉県ひとり親福祉連合会 常務理事兼事務局長  

若山 清和 全埼玉私立幼稚園連合会 副会長  

渡辺 大 埼玉県議会議員  

 （敬称略、令和６年３月現在） 

―　142　―



 

（２）令和６年度 埼玉県児童福祉審議会 委員名簿 

氏  名 所属等 備考 

田口 伸 公益社団法人埼玉県社会福祉士会 事務局長 委員長 

寺薗 さおり 国立大学法人埼玉大学 准教授 副委員長 

逢澤 圭一郎 埼玉県議会議員  

石丸 靖子 
認定NPO法人さいたまユースサポートネット 

就労支援事業 統括責任者 
 

川澄 馨子 埼玉弁護士会 弁護士  

神山 幸恵 埼玉県保育協議会  

坂本 仁志 埼玉県児童福祉施設協議会 人材確保委員長  

清水 将之 公募委員  

菅原 文仁 戸田市長、埼玉県市長会  

鈴木 勝 松伏町長、埼玉県町村会  

塚越 優子 全国認定こども園協会 埼玉県支部 研修委員長  

長根 亜紀子 医療法人社団俊睿会 いずみクリニック 院長  

福田 由美子 埼玉県家庭教育振興協議会 理事  

藤野 美佐子 埼玉県民生委員・児童委員協議会 理事  

保角 美代 埼玉県里親会 理事長  

本田 尚美 埼玉県ひとり親福祉連合会 常務理事兼事務局長  

峯 眞人 岩槻医師会 理事  

若山 清和 全埼玉私立幼稚園連合会 副会長  

   （敬称略、令和７年１月現在） 
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３ 埼玉県こども計画（仮称）策定作業部会 

 埼玉県こども・若者計画策定に当たり計画案の検討を行うため、令和６年３月に

埼玉県こども計画（仮称）策定作業部会を設置しました。 

氏   名  所属等 備考 

黒澤 万里子 

(R6.4.1 から） 
埼玉県福祉部こども政策課 課長 部会長 

尾崎 彰哉 

(R6.3.31 まで※） 
埼玉県福祉部少子政策課 課長 部会長 

石丸 靖子 
認定 NPO 法人さいたまユースサポートネット 

就労支援事業 統括責任者 

県 児 童 福 祉

審議会委員 

小林 敏宏 埼玉県小児科医会 会長  

坂本 仁志 埼玉県児童福祉施設協議会 人材確保委員長 
県 児 童 福 祉
審議会委員 

佐藤 啓子 公益社団法人埼玉県看護協会 本会専務理事  

東海林 尚文 
一般社団法人埼玉県子ども食堂ネットワーク 

代表理事 
 

塚越 優子 全国認定こども園協会 埼玉県支部 研修委員長 
県 児 童 福 祉
審議会委員 

羽澤 憲治 埼玉県学童保育連絡協議会事務局次長  

福田 由美子 埼玉県家庭教育振興協議会 理事 
県 児 童 福 祉
審議会委員 

保角 美代 埼玉県里親会 理事長 
県 児 童 福 祉
審議会委員 

本田 尚美 埼玉県ひとり親福祉連合会 常務理事兼事務局長 
県 児 童 福 祉
審議会委員 

横田 蒼 
公募委員 

（立教大学 コミュニティ福祉学部福祉学科） 
 

（敬称略、令和７年１月現在（※は、満了日現在）） 
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４ こども・若者からの意見聴取の取組 

都道府県こども計画の策定において、その内容及び策定のプロセスがこども・若者の視

点で、その最善の利益を第一に考えて進められることが求められていることを踏まえ、本

計画に当事者の意見を反映するために、こども・若者から意見を聴く様々な取組を行いま

した。 

 

（１）対面によるこども・若者との意見交換 

「こどもたちと知事の意見交換会」や職員による県内各地域の学校等への訪問を通じ

て、小・中・高校生、特別支援学校の児童生徒や若者の皆さんと、本計画の案等につい

て直接意見交換する取組を行いました。 

実施 

方法 
対 象 人 数 

実施日 

※すべて令和６年 
場 所 

職員 

との 

意見 

交換 

小学生 

日高市内小学校児童 ９人 ７月２２日 日高市役所 

毛 呂 山 町 内 小 学 校 児

童 
１１人 ７月２４日 毛呂山町役場 

中学生 

桶 川 市 立 桶 川 西 中 学

校生徒 
７人 ７月１０日 

同中学校 

（桶川市） 

神 川 町 立 神 川 中 学 校

生徒 
１５人 ９月９日 

同中学校 

（神川町） 

高校生 

県 立 浦 和 商 業 高 等 学

校生徒 
１５人 ７月１７日 

同高校 

（さいたま市） 

県 立 川 口 高 等 学 校 生

徒 
２４人 ７月１９日 

同高校 

（川口市） 

特別 

支援 

学校 

児童 

生徒 

県 立 特 別 支 援 学 校 さ

い た ま 桜 高 等 学 園 生

徒 

６人 ７月１８日 
同特別支援学校 

（さいたま市） 

県 立 特 別 支 援 学 校 大

宮ろう学園児童生徒 

小学部 

４人 

中学部 

５人 

９月３日 
同特別支援学校 

（さいたま市） 

県 立 越 谷 特 別 支 援 学

校生徒 

高等部 

６人 
９月４日 

同特別支援学校 

（越谷市） 

若者 

多 様 な 価 値 観 を 持 つ

若者（若者の居場所ス

タッフ、居場所の利用

者、若者組織のメンバ

ー、青少年相談員、外

国人、障害のある方、

大学生等） 

１９人 ８月３１日 
埼玉会館 

（さいたま市） 

本庄市在住の若者 ３人 ９月２５日 

本庄市社会福祉 

協議会 

（本庄市） 

浦 和 大 学 こ ど も 学 部

学校教育学科の学生 
５人 ９月２６日 

同大学 

（さいたま市） 

立教大学コミュニティ

福祉学部の学生 
５人 ９月３０日 

同大学 

（新座市） 

埼 玉 県 立 大 学 保 健 医

療 福 祉 学 部 社 会 福 祉

子ども学科の学生 

５１人 １１月６日 
同大学 

（越谷市） 
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実施 

方法 
対 象 人 数 

実施日 

※すべて令和６年 
場 所 

知事 

との 

意見 

交換 

県内在住の小・中学生 １５人 
１１月１４日 

（埼玉県民の日） 

埼玉県知事公館 

（さいたま市） 

  計２００人 計１５回  

 

＜主な御意見＞ 

（小学生） 

・ 今回のような意見聴取があると意見が通りやすい。 

・ 相談を受けてもらえる AI のようなものがあるとよい。 

・ 意見を伝えることができる箱やアプリのようなものがあるとよい。 

・ 遊具がたくさんあるところがあるといい。 

・ 涼しくて思い切り遊べるところ（広さなど）があったらいい。 

・ こどもでも安心して利用できる公衆トイレがあるといい。 

（中学生） 

・ 道路標識に対しての意識を高めるため、目にとまるような工夫をしてほしい。ま

た、こどもたちが標識等の意味を確認する機会（クイズなど）を設けるとよい。 

・ 街灯を設置して欲しい。 

・ スマホを見ながら運転している自転車とぶつかりそうになったとき、危ないと思

う。 

・ スクールカウンセラーが身近な存在になるとよい。 

・ 県政について伝える新聞を作って学校に置いてはどうか。 

・ 職場体験が身近にできる取組が欲しい。 

・ たくさん遊べる公園があるとよい。 

・ 個性をもっと一人一人が受け入れられる学校、個性を分かり合う学校になるとよ

い。 

（高校生） 

・ 決定事項などは、大人だけで決めることなく、こどもにも意見を求めてから決定

してほしい。 

・ 道路の整備、街灯・カーブミラー・ガードレールの増設、自転車レーンの設置を

行うとよい。 

・ こどものメンタルケアを充実させたほうがよい。 

・ 明るい街だと犯罪が少なくなると思う。 

・ こども 110 番や交番、パトロールの回数が増えるとよい。 

・ 働いている人のリアルな意見が聞きたい。 
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・ 奨学金、学費の補助が受けられるとよい。 

・ 仕事について相談できる場所が欲しい。 

・ どんな仕事があるか知りたい。 

（特別支援学校） 

・ 治安のいいまちになるといい。 

・ 逃げ方を学校等で教えてもらえる機会があるとよい。 

・ 移動方法に困っている。外出が困難な人へのサポートがあるといい。 

・ 疲れているときに休憩できるところが増えるといい。 

・ 障害がある自分に合う職場を探したい。 

（若者） 

・ 居場所について当事者であるこどもたちと一緒に居場所を作るとよい。そうすれ

ば、自分たちの居場所という意識が芽生える。 

・ ディスカッションに参加して、当事者意識が芽生えるとともに、自分たちの意見

が届いているという心強さも感じた。地域の福祉計画などでも住民の意見を募って

いることがあるため、そのような機会を大切にしていきたいと思った。 

・ 学校の教室で実施するいじめのアンケートでは、非当事者はイエスかノーしか書

かないのでアンケートを早く書き終えてしまうが、当事者は具体的な記述をするた

め時間がかかる。これでは他の人から当事者だとわかってしまうので、周りに知ら

れたくない人は書かなくなってしまう。アンケートによって SOS が発信できるよう

工夫をしてほしい。 

・ 育児ストレスを抱えやすいお母さんを地域で支える場所があるといい。お母さん

に余裕ができて笑顔が増えればこどもたちも安心できるし、家庭環境も良好になる。 

・ 地域に大人の知り合いが増えればいいと思う。自治会のイベントなどで大人とこ

どもが一緒に交流できる場があれば、イベントのときだけではなくて、日常でもう

まくかかわってくれたりすると思う。 

・ 失敗をしたときに責めるのではなく、失敗しても、また次に行けるように許容で

きる大人であってほしい。 
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（２）令和６年度第１回「さいたまけん★こどものこえ」アンケート調査結果      

      

ア 調査の概要 

（ア）調査の目的 

埼玉県こども・若者計画の策定に当たり、こどもの皆さんが自分の意見を言える機

会があるかや、普段の生活、計画案等についての調査を行ったものです。 

（イ）調査の形態 

 ・ アンケートテーマ：「埼玉県こども・若者計画（仮称）」の作成に向けたアンケート 

 ・ 調査期間：令和６年１１月２８日から１２月１２日まで 

 ・ 調査方法：インターネット（アンケート専用フォーム）による回答 

 ・ 対象メンバー数：「さいたまけん★こどものこえ」（１，５６６人） 

 ・ 回答率：７６．２％（回答数１，１９４人） 

＜回答者属性＞（県内在住、保護者は県外在住の者を含む） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）調査結果の見方 

・ 設問中の（ ）内の数字及びグラフの中の数字は、回答比率（％）です。 

・ 回答比率（％）は小数点以下第 2 位を四捨五入したため、個々の比率の合計と全

体またはカテゴリーを小計した数値が、100％にならないことがあります。 

  グラフの中で「n」とあるのは、その質問の回答者の総数を示し、回答比率は「n」

を基数として算出しています。 

・ 複数回答の質問については、その回答比率の合計は、100％を超える場合がありま

す。 

属性 人数（人） 比率（％） 

保護者（未就学児） 245 20.5 

小学校低学年 351 29.4 

小学校高学年 361 30.2 

中学生 166 13.9 

高校生 71 5.9 

合計 1,194 100.0 
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イ 調査結果 

【意見を言える機会について】 

＜質問１＞ 

あなたは、学校や社会の中などで、自分の意見を言える機会（チャンス）があると感

じますか。（もっともあてはまるものを１つえらんでください。） 

→「そう思う」「どちらかというとそう思う」の合計が約7割（72.1％） 

 

 

【意見を伝える方法について】 

＜質問２＞ 

あなたが、国や埼玉県、住んでいる市町村に対して、自分の意見を伝えたい場合、ど

のような方法があると伝えやすいと思いますか。（もっともあてはまるものを１つえら

んでください。） 

→「学校での紙に書くアンケート調査」が約3割（31.7％） 
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【毎日の生活が楽しいかについて】 

＜質問３＞ 

あなたは、毎日の生活が楽しいですか。（もっともあてはまるものを１つえらんでく

ださい。） 

→「そう思う」「どちらかというとそう思う」の合計が約9割（91.6％） 

 

 

【毎日の生活が楽しい理由について】 

＜質問４＞ 

（質問３で「そう思う」・「どちらかというとそう思う」と答えた場合） 

あなたが毎日の生活を楽しいと感じる理由は何ですか。（３つ以内） 

→「友人といると楽しいから」が約7割（70.6％） 
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【毎日の生活が楽しくない理由について】 

＜質問５＞ 

（質問３で「どちらかというとそう思わない」「そう思わない」と答えた場合） 

あなたが毎日の生活を楽しいと感じない理由は何ですか。（３つ以内） 

→「やりたいこと（習い事・趣味・友人との遊びなど）が十分にできないから」が約3

割（29.5％） 
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【たよれる人がいるかについて】 

＜質問６＞ 

あなたがこまったときにたよれる人はいますか。（もっともあてはまるものを１つえ

らんでください。） 

→「たくさんいる」「いる」の合計が約9割（90.9％） 

 

 

―　152　―



 

 

【相談相手について】 

＜質問７＞ 

あなたがこまったときに相談したことのある相手は誰ですか。（３つ以内） 

→「家族」が約9割（88.4％） 
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【日常生活について】 

＜質問８＞ 

あなたは、日常生活の中で、どのようなことを危ない又は不安と感じますか。（特に

危ない・不安と感じるもの、３つ以内） 

→「自動車・バイクや他の人が運転する自転車による交通事故」が約5割（55.3％） 

 

 

【将来の夢や目標について】 

＜質問９＞ 

あなたは、自分の将来の夢や目標をかなえられると思いますか。（もっともあてはま

るものを１つえらんでください。） 

→「そう思う」「どちらかというとそう思う」の合計が約7割（69.9％） 
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【地域や社会との関わりについて】 

＜質問１０＞ 

あなたは、普段の生活の中で、近所や地域の人にどのようなことをしてほしいと思い

ますか。（３つ以内） 

→「登下校時の見守りなど、こどもの安全を守る活動をしてくれる」が約5割（54.6％） 
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【大人にしてほしいことについて】 

＜質問１１＞ 

あなたが大人の家族と一緒に過ごす時間を増やすために、大人の家族にどうしてほし

いですか。（３つ以内） 

→「週末や休みの日に旅行や遊びに連れていってほしい」が約4割（44.8％） 

 

 

【埼玉県こども・若者計画（仮称）案（こども向け）について】 

＜質問１２＞ 

埼玉県こども・若者計画（仮称）案（こども向け）を読んで、意見があれば書いてく

ださい。（自由記述） 

 

＜主な御意見＞ 

・ ボールが使える公園があるといい、遊具を増やしてほしい。 

・ 職業体験が気軽に出来る場所などをつくって欲しい。 

・ いじめがなくなればいい。 

・ パパママと過ごす時間を増やしたい。 

・ 意見を聴いてもらえるのはうれしい。もっとこどものこえを聴いてほしい。 

・ 病気のあるこどもや障害があるこどもにも耳を傾け、ひとりも取り残さない
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工夫をしてほしい。 

・ 虐待は何とかして絶対になくしてほしい。 

・ 犯罪を減らしてほしい。 

・ 交通事故が怖いので、みんながルールを守れる地域になるよう啓発してほし

い。 

・ 部活帰りの暗い道に街灯をもっと設置してほしい。 

 

※ 上記を含め、計99件の貴重なご意見をいただきました。  
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（３）県政サポーターアンケート第266回簡易アンケート調査結果           

  

ア 調査の概要 

（ア）調査の目的 

本計画の策定に当たり、こども・若者施策に関する意見や現在の状況等についての

調査を行ったものです。 

（イ）調査の形態 

 ・ アンケートテーマ：こども・若者の施策に関する意識調査 

 ・ 調査時期：令和６年１１月２８日から１２月４日まで 

 ・ 調査方法：インターネット（アンケート専用フォーム）による回答 

 ・ 対象者：県政サポーター（３，６８３人） 

 ・ 回収率：６９．７％（回収数２，５６８人） 

＜回答者属性＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）調査結果の見方 

・ 設問中の（ ）内の数字及びグラフの中の数字は、回答比率（％）です。 

・ 回答比率（％）は小数点以下第2位を四捨五入したため、個々の比率の合計と全

体またはカテゴリーを小計した数値が、100％にならないことがあります。 

・ 図表中の「-」は回答者が皆無のもの、「0.0」は回答者の比率が0.05％未満の

ため四捨五入の結果0.0％となったものです。 

・ 複数回答の質問については、その回答比率の合計は、100％を超える場合があり

ます。 

・ 断りのないものについては、埼玉県内在住のサポーターからの回答をもとに算

出しています。 

 

 

年齢 人数（人）（うち県内在住） 比率（％）（うち県内在住） 

16～17歳 6（5） 0.2（0.2） 

18～19歳 8（8） 0.3（0.3） 

20～29歳 95（83） 3.7（3.5） 

30～39歳 274（253） 10.7（10.7） 

40～49歳 467（425） 18.2（17.9） 

50～59歳 727（669） 28.3（28.2） 

60～69歳 517（476） 20.1（20.1） 

70歳以上 474（450） 18.5（19.0） 

全体 2,568（2,369） 100.0（100.0） 
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イ 調査結果 

【「こどもまんなか社会」への意識(1)】 

＜質問１＞ 

あなたは、今の社会は「こどもまんなか社会」の実現に向かっていると思いますか。 

※ 「こどもまんなか社会」とは、「すべてのこども・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」

を言います。 

→「そう思う」「どちらかというとそう思う」の合計が約3割（30.4%） 
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【「こどもまんなか社会」への意識(2)】 

＜質問２＞ 

「こどもまんなか社会」を実現するためには、結婚、妊娠、こども・子育てに温かい

社会であることも重要です。 

あなたは、今の社会が「結婚、妊娠、こども・子育てに温かい社会」の実現に向かっ

ていると思いますか。 

→「そう思う」「どちらかというとそう思う」の合計が約3割（27.5%） 
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【社会参画の機会】 

＜質問３＞ 

あなたは、社会全体で、自分の意見を言える機会があると思いますか。 

→「そう思う」「どちらかというとそう思う」の合計が約3割（27.6%） 

 

【自分の意見を伝えやすい方法】 

＜質問４＞ 

あなたが、国やお住いの都道府県、市町村に対して、自分の意見を伝えたい場合、ど

のような方法があると伝えやすいと思いますか。（3つまで） 

→「インターネットのフォーム」が約7割（66.3%） 

 

 

―　161　―



 

 

【行ってみたい居場所】 

＜質問５＞ 

あなたは、家庭、学校、職場以外にどのような居場所であれば行ってみたいと思いま

すか。（3つまで） 

→「いつでも気軽に行ける」が約6割（60.9%） 

 

 

【生活の満足度】 

＜質問６＞ 

あなたは、現在の生活に満足していますか。 

→「満足している」「どちらかというと満足している」の合計が約7割（72.2%） 
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【満足している理由】 

＜質問７＞ 

（質問6で「満足している」「どちらかというと満足している」と回答した方に伺い

ます。） 

あなたが現在の生活に満足していると思う理由は何ですか。（３つまで） 

→「家族との生活が充実しているから」が約7割（69.0%） 
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【満足していない理由】 

＜質問８＞ 

（質問6で「どちらかというと満足していない」「満足していない」と回答した方に

お伺いします。） 

あなたが現在の生活に満足していないと思う理由は何ですか。（あてはまるもの3つ

まで） 

→「生活に経済的ゆとりがないから」が約6割（63.9%） 
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【結婚について】 

＜質問９＞ 

（若者（18～39歳）の方にお伺いします。若者（18～39歳）以外の方は質問14へお進

みください。） 

あなたは現在結婚していますか。また、結婚していない場合、自身の一生を通じて考

えた場合、あなたの結婚に対する考えは次のうちどちらですか。 

→「結婚している（または近いうちに結婚する予定）」が約6割（57.6%） 

 

【結婚していない理由】 

＜質問１０＞ 

（質問9で「結婚していないがいずれ結婚するつもり」と回答した若者（18～39歳）

の方にお伺います。）現在結婚をしていない理由は何ですか。（あてはまるもの3つま

で） 

→「適当な相手にめぐり合わないから」が約6割（58.3%） 
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【こどもの希望】 

＜質問１１＞ 

（若者（18～39歳）の方にお伺いします。） 

あなたは「将来こどもがほしい」または「もう一人こどもがほしい」という気持ちが

ありますか。 

→「こどもを希望する（計）」が約5割（47.4%） 

 

【こどもを希望しない理由】 

＜質問１２＞ 

（質問11で「どちらかというとそう思わない」「そう思わない」と回答した若者（1

8～39歳）の方にお伺います。） 

あなたがそのように思う理由は何ですか。（あてはまるもの3つまで） 

→「子育てや教育にお金がかかるから」が約6割（60.5%） 
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【希望する仕事】 

＜質問１３＞ 

（若者（18～39歳）の方にお伺いします。） 

あなたは、どのような仕事に就くことを希望しますか。（あてはまるもの3つまで） 

→「私生活とバランスが取れる仕事」が約7割（72.4%） 

 

＜質問１４＞ 

こどもまんなか社会の実現に向けたこども・若者に対する施策について、ご意見、ご

要望などがありましたら自由にお書きください。 

 

＜主な御意見＞ 

・ 「こどもの権利条約」は日本が加盟していることや内容を知らない人が多すぎると

思います。学校教育の中に組み入れるなど、勉強する機会があるとよいのにと思って

います。 

・ 県民である学生や社会人になりたての若い人々からの意見を集めるなど、当事者視

点での議論が大切だと思います。 

・ ボランティア活動が気楽にできる環境整備を充実して欲しいです。 

・ なにより貧困家庭におけるこどもの食事、教育の機会が損なわれないような施策が

必要。 

・ 意見を発信できないこどもに対してのサポートの充実を計って欲しい。（虐待・い

じめ等） 

・ 他人への思いやり助け合いの気持ち、スマホやPCを利用したネット社会の正しい使

い方を小さい時から教育してほしい。 

・ 闇バイト・オレオレ詐欺等、若者が犯罪に手を染めている傾向が見られる。精神的
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な未熟さや経済的要因が原因なので、早急な教育制度の改革と法の整備が必要だと思

います。 

・ こども・若者だけでなく、シニアも一緒に活動する機会があれば、結果的にこども

まんなか社会の実現も見えてくるのではないでしょうか。世代間を超えた互いの理解

が必須だと思います。 

・ こどもがいることがデメリットと考える社会意識の改善が必要だと思う。 

・ 「結婚しない」ではなく「結婚したいのにできない」と悩んでいる人が居ることに

目を向けて欲しいです。 

・ 男性の育休、家庭における家事分担等、社会・家族の在り方の変革への公的誘導が

必要ではないか。 

・ 不適当な校則があれば変更できるような仕組みとしてほしいです。 

・ 若者にとって失敗してもやり直ししやすいような政策や制度が必要だと思う。例え

ば再就職しやすい環境を整えるなど。労働問題を解決できるような施策があると良い

と思う。 

 

※ 上記を含め、計773件の貴重なご意見をいただきました。 
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【参考】埼玉青少年の意識と行動調査（令和３年度） 

  

ア 調査の概要 

（ア）調査の目的 

  本県における青少年の生活実態や価値観等を把握し、青少年に関する総合的施策樹

立のための基礎資料を得るとともに、調査結果を広く県民に紹介し、青少年健全育成

に対する理解と協力を得るために行ったものです。 

（イ）調査設計 

 ・ 調査地域：埼玉県全域 

 ・ 調査対象： 

①令和３年４月１日現在で、満10歳から満14歳までの県内在住の男女2,000人 

②令和３年４月１日現在で、満15歳から満30歳までの県内在住の男女2,000人 

③令和３年４月１日現在で、満31歳から満39歳までの県内在住の男女2,000人 

④調査対象①から③の保護者等6,000人 

 ・ 標本抽出方法 住民基本台帳を用いた層化二段無作為抽出法 

 ・ 調査方法 郵送配布、郵送回収・インターネット回収 

 ・ 調査期間 令和３年７月30日～８月25日 

（ウ）有効回収率 

①満10歳から満14歳までの青少年789件（39.5％） 

②満15歳から満30歳までの青少年480件（24.0％） 

③満31歳から満39歳までの青少年560件（28.0％） 

④①～③の保護者等1,504件（25.1％） 

 

イ 調査結果 

※ 埼玉県青少年健全育成・支援プラン（令和５年度～令和９年度）第２章２「子供・

若者の意識と取り巻く状況」の図表として掲載していた調査結果のうち、本計画の総

論に掲載しなかったものを一部抜粋。 
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【学校について】 

 「学校に行きたくない」と思った頻度 

 

 

【地域について】 

 地域活動等への参加、行動（満１０歳から満１４歳） 
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 地域活動等への参加、行動（満１５歳から満３０歳） 

 

 地域活動への参加、行動（満３１歳から満３９歳） 
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【自己肯定感について】 

 自己肯定感 

 

 

【生きづらさについて】 

 生きづらさ 
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【困っていることや悩んでいることについて】 

 困っていることや悩んでいること 
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５ 県民コメント（意見募集）の実施結果 

「埼玉県県民コメント制度」により、計画案について、県民の皆様からの御意見

を次のとおり募集しました。 

 

（１）意見募集期間 

 令和６年１１月２６日～令和６年１２月２４日 

 

（２）意見の提出者数及び意見件数 

ア 提出者数 ３０５人（団体及び個人） 

イ 意見件数 ７７４件 

 

（３）意見の反映状況 

区分 意見件数 

意見を反映し、案を修正したもの ８件 

意見の趣旨が計画案に既に含まれているもの ２４２件 

案の修正はしないが、実施段階で参考とするもの ５１１件 

意見を反映できなかったもの ２件 

その他 １１件 

合計 ７７４件 
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６ 第６１号議案「埼玉県こども・若者計画の策定について」に対する修正案 

 

区   分 原    案 修 正 案 修正理由 

第

１

章 

 

Ⅰ 

  

１ 

 

  １ 計画策定の趣旨 

（略） 

さらに、安心してこど

もを生み育てられる環境

をつくるためには、結婚

から妊娠・出産、子育て

までの切れ目のない支援

に加え、経済・雇用、教

育、まちづくりなどの幅

広い分野にわたって、総

合的な取組を継続的に実

施していくことが必要と

なります。 

（略） 

１ 計画策定の趣旨 

（略） 

さらに、安心してこど

もを生むことや、育てる

ことができる環境をつく

るためには、結婚から妊

娠・出産、子育てまでの

切れ目のない支援に加

え、経済・雇用、教育、

まちづくりなどの幅広い

分野にわたって、総合的

な取組を継続的に実施し

ていくことが必要となり

ます。 

（略） 

本計画には「社会的

養育の充実」として

「里親等委託の推

進」や「特別養子縁

組等の推進」も規定

されており、「こど

もを生むこと」と

「こどもを育てるこ

と」を明確に区別す

べきである。 

第

１

章 

Ⅰ １   １ 計画策定の趣旨 

（略） 

本計画に基づき、国、

市町村、事業者、地域社

会、民間支援団体などと

連携し、こども・若者が

幸福に生活し、こどもを

生み育てることに希望の

持てる社会づくりを進め

ます。 

（略） 

 

１ 計画策定の趣旨 

（略） 

本計画に基づき、国、

市町村、事業者、地域社

会、民間支援団体などと

連携し、こども・若者が

幸福に生活し、こどもを

生むことや、育てること

に希望を持ち、子育てに

喜びを感じられる社会づ

くりを進めます。 

（略） 

 

本計画には「社会的

養育の充実」として

「里親等委託の推

進」や「特別養子縁

組等の推進」も規定

されており、「こど

もを生むこと」と

「こどもを育てるこ

と」を明確に区別す

べきである。 

また、本計画の「将

来像３」に合わせ

「子育てに喜びを感

じられる社会づくり

を進めること」を明

記すべきである。 

第

１

章 

Ⅰ ４ - - ４ ＥＢＰＭに基づく施

策立案と計画の進行管

理、公表 

（略） 

本計画を着実に推進し

ていくため、庁内の関係

部局が横断的かつ一体的

に連携し、こども・若

者、子育て施策の検討・

調整や進行管理を行い、

各指標の達成状況等を埼

玉県児童福祉審議会及び

県議会に毎年度報告する

とともに、広く県民に公

表します。 

４ ＥＢＰＭに基づく施

策立案と計画の進行管

理、公表 

（略） 

本計画を着実に推進し

ていくため、「埼玉県次

世代育成支援対策推進庁

内会議」に加え、プロジ

ェクトマネジメントの手

法を活用しながら、庁内

の関係部局が横断的かつ

一体的に連携し、こど

も・若者、子育て施策の

検討・調整や進行管理を

行い、各指標の達成状況

本計画の推進に当た

り、これまで以上に

関係部局において横

断的かつ一体的に連

携を進めることを明

確に示すため、具体

的な連携手段を示す

べきである。 
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区   分 原    案 修 正 案 修正理由 

（略） 等を埼玉県児童福祉審議

会及び県議会に毎年度報

告するとともに、広く県

民に公表します。 

（略） 

第

１

章 

第

２

章 

Ⅲ - - - 将来像３ こどもを生み

育てることに喜びを実

感でき、子育て当事者

が地域全体から支えら

れる社会 

 

将来像３ こどもを生む

ことや、育てることに

希望を持ち、子育てに

喜びを実感できるとと

もに、子育て当事者が

地域全体から支えられ

る社会 

 

本計画には「社会的

養育の充実」として

「里親等委託の推

進」や「特別養子縁

組等の推進」も規定

されており、「こど

もを生むこと」と

「こどもを育てるこ

と」を明確に区別す

べきである。 

加えて、現に子育て

を行っている世帯だ

けではなく、これか

ら出産や子育てを考

える世代も、出産や

子育てに「希望」を

持てる社会を目指す

ことを明記すべきで

ある。 

第

１

章 

Ⅲ - - - 将来像３ （略） 

 （略）  

さらに、こどもを持つ

ことに希望を持ち、その

希望が叶う社会を目指す

ためには、地域全体で子

育て当事者を支え、こど

もを生み育てることに喜

びを実感できることが大

切となります。 

（略） 

将来像３ （略） 

 （略） 

さらに、こどもを持つ

ことに希望を持ち、その

希望が叶う社会を目指す

ためには、地域全体で子

育て当事者を支え、こど

もを育てることに喜びを

実感できることが大切と

なります。 

（略） 

将来像３について、

「（略）子育てに喜

びを実感できる（以

下略）」と修正を行

うことに合わせて、

将来像３の説明部分

においても同様に修

正を行うべきであ

る。 

なお、こども基本法

においても「子育て

に伴う喜びを実感で

きる」と規定されて

おり、同法の表現に

合わせるべきであ

る。 

第

１

章 

Ⅲ ３ (1) 

 

 (1) 背景 

（略） 

 子育て支援策の充実や

ワークライフバランスの

推進などにより、安心し

てこどもを生み育てるこ

とができる環境づくりが

必要です。 

(1) 背景 

（略） 

 子育て支援策の充実や

ワークライフバランスの

推進などにより、安心し

てこどもを生むことや、

育てることができる環境

づくりが必要です。 

本計画には、「社会

的養育の充実」とし

て「里親等委託の推

進」や「特別養子縁

組等の推進」も規定

されており、「こど

もを生むこと」と

「こどもを育てるこ
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区   分 原    案 修 正 案 修正理由 

と」を明確に区別す

べきである。 

第

１

章 

Ⅲ ３ (2)  (2) 目指すべき将来像 

（略） 

 結婚・出産に希望を持

つ人が、安心・安全にこ

どもを生み育てられるよ

うに、家庭での子育てを

支援するとともに、地域

全体で子育て当事者を支

えることで、孤独や不安

を軽減し、安心して子育

てできる社会を目指しま

す。 

（略） 

(2) 目指すべき将来像 

（略） 

 結婚・出産や子育てに

希望を持つ人が、安心・

安全にこどもを生むこと

や、育てることができる

ように、家庭での子育て

を支援するとともに、地

域全体で子育て当事者を

支えることで、孤独や不

安を軽減し、安心して子

育てできる社会を目指し

ます。 

（略） 

本計画には「社会的

養育の充実」として

「里親等委託の推

進」や「特別養子縁

組等の推進」も規定

されており、「こど

もを生むこと」と

「こどもを育てるこ

と」を明確に区別す

べきである。 

 

第

１

章 

Ⅲ ３ (2)  (2) 目指すべき将来像 

（略） 

＊７ 子育て当事者の女

性と男性が共に、こど

もと過ごす時間をつく

り、相互に協力しなが

ら子育てをすること 

(2) 目指すべき将来像 

（略） 

＊７ こどもを育てるこ

とに共に責任を持つ保

護者・養育者が、こど

もと過ごす時間をつく

り、協力しながら子育

てをすること 

「共育て」の定義に

ついて、共育ての推

進には、男性の育児

の促進も重要である

が、性別に関わら

ず、こどもを育てる

ことに共に責任を持

つ保護者・養育者が

協力して子育てをす

ることが不可欠であ

り、そのことを示す

表現とすべきであ

る。 

加えて、シングルペ

アレントと日常的養

育者の立場にあるそ

の親、性的マイノリ

ティのカップルな

ど、多様性に配慮し

た表現とすべきであ

る。 

第

２

章 

１ 

５ 

(1) 

(1) 

ウ 

ウ 

 

(ｱ) 

ウ  子育てに悩む保護

者・養育者、また、身

の回りの出来事に関し

て悩みを抱えるこども

からの相談を受ける電

話相談窓口として「子

どもスマイルネット」

ウ 子育てに悩む保護

者・養育者、また、身

の回りの出来事に関し

て悩みを抱えるこども

からの相談を受ける

「子どもスマイルネッ

ト」について、相談者

こどもが、自らの環

境を理解できず、適

切な相談窓口にたど

り着けないことも想

定されるため、こど

もに関わる様々な悩

みを相談できる「子
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区   分 原    案 修 正 案 修正理由 

を設置し、相談者の気

持ちに寄り添って話を

聞き、いじめ、体罰、

虐待などこどもに関わ

る様々な悩みに関する

相談を行います。 

の気持ちに寄り添って

話を聞き、いじめ、体

罰、虐待などこどもに

関わる様々な悩みに関

する相談に対応すると

ともに、相談方法の拡

大や関係機関との更な

る連携を図ることなど

により、こどもが相談

しやすい環境を整備し

ていきます。 

どもスマイルネッ

ト」はこどもにとっ

て重要な相談窓口で

あると考える。 

一方「子どもスマイ

ルネット」への相談

のうち、こどもから

の 相 談 は 全 体 の

12.5%しかない（令

和５年度）。 

そのため、「子ども

スマイルネット」に

ついて、相談方法の

拡大や関係機関との

更なる連携など、こ

どもが相談しやすい

環境を整備すること

を明記すべきであ

る。 

第

２

章 

１ (1) サ  サ 人権教育等を通じ

て、こどもの権利や最

善の利益について、児

童生徒の理解促進を図

ります。 

サ 人権教育等を通じ

て、こどもの権利や最

善の利益について、児

童生徒の理解促進を図

るとともに、その権利

が侵害された時など、

悩みを抱えたときに相

談できる場所を周知し

ます。 

こどもの権利や最善

の利益について、理

解促進を図るだけで

なく、その権利が侵

害されたときなど、

こどもが悩みや困難

を抱えたときに助け

を求めることができ

る場所の周知を行う

ことも合わせて明記

すべきである。 

第

２

章 

１ (2) ア  ア こども等の意見を施

策に反映するため、

「さいたまけん★こど

ものこえ」等により、

こどもや子育て当事者

等からの意見を聴取し

ます。こども等の意見

表明を支援する人材を

育成するとともに、こ

どもからの意見聴取に

当たっては、その年

齢・発達の程度に応じ

た分かりやすい情報提

供を行います。 

ア こども等の意見を施

策に反映するため、

「さいたまけん★こど

ものこえ」等により、

こどもや子育て当事者

等からの意見を聴取し

ます。こども等の意見

表明を支援する人材を

育成・確保するととも

に、こどもからの意見

聴取に当たっては、そ

の年齢・発達の程度に

応じた分かりやすい情

報提供を行います。 

こども等の意見表明

を支援する人材を育

成するのみならず、

必要な人数を確保し

ていくことも明記す

べきである。 
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区   分 原    案 修 正 案 修正理由 

第

２

章 

６ (4) ア (ｶ) (ｶ) 地域におけるこども

の身体やこころの健

康、薬物乱用、性、非

行、いじめ、こどもの

権利の侵害等に関する

相談体制の充実を図る

とともに、インターネ

ット等を活用し、相談

窓口等の情報提供に取

り組みます。 

(ｶ) 地域におけるこど

もの身体やこころの健

康、薬物乱用、性、非

行、いじめ、こどもの

権利の侵害等に関する

相談体制の充実を図る

とともに、インターネ

ットの活用や学校にお

ける周知等を通じて、

相談窓口等の情報提供

に取り組みます。 

「子どもスマイルネ

ット」を含む相談窓

口等の情報提供につ

いては、インターネ

ットを使用しないこ

どもに対する周知も

必要であり、学校に

おける周知も行うこ

とも明記すべきであ

る。 

第

２

章 

９ (4) ク (ｳ) ク 健康教育の推進と健

康の確保・増進等 

（略） 

(ｳ) 小・中・高等学校等

において、学習指導要

領に基づく性に関する

指導に加え、早期から

発達の段階に応じて、

性に関する知識や態度

と生命の尊さなどを関

連付けて学ぶ「生命

（いのち）の安全教

育」を推進します。 

ク 健康教育の推進と健

康の確保・増進等 

（略） 

(ｳ) 小・中・高等学校

等において、学習指

導要領に基づく性に

関する指導に加え、

早期から発達の段階

に応じて、性に関す

る知識や態度と生命

の尊さなどを関連付

けて学ぶ「生命（い

のち）の安全教育」

及び人権教育によ

り、こどもや保護

者、関係者の理解を

得ながら、身体や生

殖の仕組み、人間関

係や人権、ジェンダ

ー平等、暴力と安全

確保、健康と幸福を

含め、性に関する知

識を包括的に学ぶこ

とができる教育を推

進します。 

「生命（いのち）の

安全教育」は、性犯

罪・性暴力対策を強

化する目的で推進さ

れるものであり、性

に関する教育とはそ

の目的を異にしてい

る。 

性に関する知識を包

括的に学ぶことがで

きる教育を推進する

ことは、こどもが性

を正しく理解し、適

切な行動をとること

ができることに繋が

り、性被害や予期せ

ぬ妊娠・出産を防ぐ

など、こどもの健康

や安全を確保する観

点からも非常に重要

である。 

そのため、こどもや

保護者、関係者の理

解を得た上で、性に

関する知識を包括的

に学ぶことができる

教育を推進すること

を明記すべきであ

る。 
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区   分 原    案 修 正 案 修正理由 

指

標 

 ４ No.8  No.8 生活困窮世帯及び

生活保護世帯の学習支

援対象者の高校進学率 

  現状値 99.0％ 

（令和５年度末） 

→ 目標値 99.0％以上 

  （令和 11 年度末） 

 

No.8 生活保護世帯の中

学３年生の学習支援事

業利用率 

現状値 40.2％  

（令和５年度） 

→ 目標値 60.0％ 

  （令和 11 年度） 

 

貧困の連鎖に関する

指標として「埼玉県

５か年計画」で設定

されている同指標を

設定すべきである。 

なお、目標値は、公

立の中学３年生の通

塾率＊と同率を目指

し設定した。 

＊令和５年度全国学

力・学習状況調査よ

り 
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７ 事業の執行に適切な対応を求める附帯決議 

 

 第６１号議案「埼玉県こども・若者計画の策定について」について、事業の執行方法に

関して、以下の適切な対応を求めるものである。 

 

１．ヤングケアラーへの支援について、小学生や中学生、高校生などのヤングケアラーの

実情を把握した上で、適切な支援を推進すること。 

 

２．結婚や妊娠・出産、子育てに関する情報発信について、産後ケア事業などの市町村が

実施する事業についても、情報の収集及び整理を行った上で、県民に対して分かりやす

い情報の発信に努めること。 

 

３．プレコンセプションケアの推進について、思春期のこどもが、身近な場所で性に関す

る様々な相談をすることができるよう、市町村における相談体制の整備を支援するとと

もに、その相談内容に応じて、産婦人科などの医療機関をはじめとした関係機関との連

携を図り、必要な情報やサポートを提供することができるよう、市町村への支援に努め

ること。 

 

４．こどもの居場所について、８００か所以上を維持した上で、その居場所の質を向上し

ていくために、こどもの居場所に関わる多様な関係機関や民間団体が有機的に連携する

ことができる体制の構築に努めること。 

 

５．「こどもの貧困」対策の推進について、こどもの貧困の連鎖の解消に関する指標とし

て、「生活保護世帯に属するこどもの高校等進学率」を把握するとともに、その指標を

向上するための取組を行うこと。 
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参考資料 関係法令 

こども基本法（抄）（令和四年六月二十二日法律第七十七号） 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に

関する条約の精神にのっとり、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て、

社会全体としてこども施策に取り組むことができる

よう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責

務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事

項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置す

ること等により、こども施策を総合的に推進するこ

とを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「こども」とは、心身の

発達の過程にある者をいう。 

２ この法律において「こども施策」とは、次に掲

げる施策その他のこどもに関する施策及びこれと一

体的に講ずべき施策をいう。 

一 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段

階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を

通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に

対する支援 

二 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資

するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段

階に応じて行われる支援 

三 家庭における養育環境その他のこどもの養育環

境の整備 

 

（基本理念） 

第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念

として行われなければならない。 

一 全てのこどもについて、個人として尊重され、

その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱

いを受けることがないようにすること。 

二 全てのこどもについて、適切に養育されること、

その生活を保障されること、愛され保護されること、

その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られ

ることその他の福祉に係る権利が等しく保障される

とともに、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）

の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えら

れること。 

三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程

度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関し

て意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画

する機会が確保されること。 

四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程

度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益

が優先して考慮されること。 

五 こどもの養育については、家庭を基本として行

われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有する

との認識の下、これらの者に対してこどもの養育に

関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困

難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を

確保することにより、こどもが心身ともに健やかに

育成されるようにすること。 

六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを

実感できる社会環境を整備すること。 

 

（国の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念（以下単に「基本理

念」という。）にのっとり、こども施策を総合的に

策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こ

ども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携

を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応

じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（事業主の努力） 

第六条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用

する労働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られ

るよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。 

 

（国民の努力） 

第七条 国民は、基本理念にのっとり、こども施策

について関心と理解を深めるとともに、国又は地方

公共団体が実施するこども施策に協力するよう努め

るものとする。 

 

（年次報告） 

第八条 政府は、毎年、国会に、我が国におけるこ

どもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実

施の状況に関する報告を提出するとともに、これを

公表しなければならない。 

２ 前項の報告は、次に掲げる事項を含むものでな

ければならない。 

一 少子化社会対策基本法（平成十五年法律第百三

十三号）第九条第一項に規定する少子化の状況及び

少子化に対処するために講じた施策の概況 

二 子ども・若者育成支援推進法（平成二十一年法

律第七十一号）第六条第一項に規定する我が国にお

ける子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・

若者育成支援施策の実施の状況 

三 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関す
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る法律（平成二十五年法律第六十四号）第八条第一

項に規定するこどもの貧困の状況及びこどもの貧困

の解消に向けた対策の実施の状況 

 

第二章 基本的施策 

（こども施策に関する大綱） 

第九条 政府は、こども施策を総合的に推進するた

め、こども施策に関する大綱（以下「こども大綱」

という。）を定めなければならない。 

２ こども大綱は、次に掲げる事項について定める

ものとする。 

一 こども施策に関する基本的な方針 

二 こども施策に関する重要事項 

三 前二号に掲げるもののほか、こども施策を推進

するために必要な事項 

３ こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでな

ければならない。 

一 少子化社会対策基本法第七条第一項に規定する

総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策 

二 子ども・若者育成支援推進法第八条第二項各号

に掲げる事項 

三 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関す

る法律第九条第二項各号に掲げる事項 

４ こども大綱に定めるこども施策については、原

則として、当該こども施策の具体的な目標及びその

達成の期間を定めるものとする。 

５ 内閣総理大臣は、こども大綱の案につき閣議の

決定を求めなければならない。 

６ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定

があったときは、遅滞なく、こども大綱を公表しな

ければならない。 

７ 前二項の規定は、こども大綱の変更について準

用する。 

 

（都道府県こども計画等） 

第十条 都道府県は、こども大綱を勘案して、当該

都道府県におけるこども施策についての計画（以下

この条において「都道府県こども計画」という。）

を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、こども大綱（都道府県こども計画が

定められているときは、こども大綱及び都道府県こ

ども計画）を勘案して、当該市町村におけるこども

施策についての計画（以下この条において「市町村

こども計画」という。）を定めるよう努めるものと

する。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又

は市町村こども計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

４ 都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援

推進法第九条第一項に規定する都道府県子ども・若

者計画、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に

関する法律第十条第一項に規定する都道府県計画そ

の他法令の規定により都道府県が作成する計画であ

ってこども施策に関する事項を定めるものと一体の

ものとして作成することができる。 

５ 市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推

進法第九条第二項に規定する市町村子ども・若者計

画、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関す

る法律第十条第二項に規定する市町村計画その他法

令の規定により市町村が作成する計画であってこど

も施策に関する事項を定めるものと一体のものとし

て作成することができる。 

 

（こども施策に対するこども等の意見の反映） 

第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策

定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こ

ども施策の対象となるこども又はこどもを養育する

者その他の関係者の意見を反映させるために必要な

措置を講ずるものとする。 

 

（こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供

のための体制の整備等） 

第十二条 国は、こども施策に係る支援が、支援を

必要とする事由、支援を行う関係機関、支援の対象

となる者の年齢又は居住する地域等にかかわらず、

切れ目なく行われるようにするため、当該支援を総

合的かつ一体的に行う体制の整備その他の必要な措

置を講ずるものとする。 

 

（関係者相互の有機的な連携の確保等） 

第十三条 国は、こども施策が適正かつ円滑に行わ

れるよう、医療、保健、福祉、教育、療育等に関す

る業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に

努めなければならない。 

２ 都道府県及び市町村は、こども施策が適正かつ

円滑に行われるよう、前項に規定する業務を行う関

係機関及び地域においてこどもに関する支援を行う

民間団体相互の有機的な連携の確保に努めなければ

ならない。 

３ 都道府県又は市町村は、前項の有機的な連携の

確保に資するため、こども施策に係る事務の実施に

係る協議及び連絡調整を行うための協議会を組織す

ることができる。 

４ 前項の協議会は、第二項の関係機関及び民間団

体その他の都道府県又は市町村が必要と認める者を

もって構成する。 

第十四条 国は、前条第一項の有機的な連携の確保に

資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、

同項の関係機関が行うこどもに関する支援に資する

情報の共有を促進するための情報通信技術の活用そ

の他の必要な措置を講ずるものとする。 

２ 都道府県及び市町村は、前条第二項の有機的な

連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱い

を確保しつつ、同項の関係機関及び民間団体が行う

こどもに関する支援に資する情報の共有を促進する

ための情報通信技術の活用その他の必要な措置を講

ずるよう努めるものとする。 
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（この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び

内容についての周知） 

第十五条 国は、この法律及び児童の権利に関する

条約の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて

国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるもの

とする。 

 

（こども施策の充実及び財政上の措置等） 

第十六条 政府は、こども大綱の定めるところによ

り、こども施策の幅広い展開その他のこども施策の

一層の充実を図るとともに、その実施に必要な財政

上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

 

第三章 こども政策推進会議 

（設置及び所掌事務等） 

第十七条 こども家庭庁に、特別の機関として、こ

ども政策推進会議（以下「会議」という。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 こども大綱の案を作成すること。 

二 前号に掲げるもののほか、こども施策に関する

重要事項について審議し、及びこども施策の実施を

推進すること。 

三 こども施策について必要な関係行政機関相互の

調整をすること。 

四 前三号に掲げるもののほか、他の法令の規定に

より会議に属させられた事務 

３ 会議は、前項の規定によりこども大綱の案を作

成するに当たり、こども及びこどもを養育する者、

学識経験者、地域においてこどもに関する支援を行

う民間団体その他の関係者の意見を反映させるため

に必要な措置を講ずるものとする。 

 

（組織等） 

第十八条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。 

３ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第

九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項

の規定により命を受けて同法第十一条の三に規定す

る事務を掌理するもの 

二 会長及び前号に掲げる者以外の国務大臣のうち

から、内閣総理大臣が指定する者 

 

（資料提出の要求等） 

第十九条 会議は、その所掌事務を遂行するために

必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対

し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協

力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必

要があると認めるときは、前項に規定する者以外の

者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

 

（政令への委任） 

第二十条 前三条に定めるもののほか、会議の組織

及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

附則（略） 
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埼玉県こども・若者基本条例（抄）（令和六年十月十八日条例第四十号） 

（目的） 

第一条 この条例は、こども・若者が有する権利が

保障され、こども・若者が主体性を持って、自分ら

しく健やかに、かつ、幸せに成長すること（以下「子

育ち」という。）ができ、及び安心してこども・若

者を養育することができる環境の整備により、保護

者・養育者その他こども・若者を養育しようと思う

者が子育ち・子育てに希望や喜びを感じ、幸せに過

ごすことができる社会の実現を目指すため、子育ち・

子育ての推進に関し、基本理念を定め、県の責務並

びに保護者・養育者、学校・保育施設等、事業者、

民間支援団体及び県民の役割を明らかにし、子育ち・

子育てに関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ことを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この条例において「こども・若者」とは、

新生児期から青年期に至るまでの間にある者で、心

身の発達の過程にあるものをいい、子育ち・子育て

に関する施策の対象となるこども・若者の範囲は施

策ごとに定めるものとする。 

２ この条例において「子育ち・子育てに関する施

策」とは、こども基本法（令和四年法律第七十七号）

第二条第二項に規定するこども施策その他の子育ち・

子育てを社会全体で支え、及び推進する施策をいう。 

３ この条例において「保護者・養育者」とは、親

権を行う者、未成年後見人、社会的養護を行う者そ

の他こども・若者を現に養育する者をいう。 

４ この条例において「学校・保育施設等」とは、

学校（幼稚園を含む。）、保育所、認定こども園、

社会的養護関係施設その他のこども・若者が学び育

つ場所をいう。 

５ この条例において「民間支援団体」とは、子育

ち・子育ての推進を行うことを主な目的とする民間

の団体をいう。 

 

（基本理念） 

第三条 子育ち・子育ての推進は、次に掲げる事項

を基本理念として行うものとする。 

一 全てのこども・若者について、個人として尊重

され、その基本的人権が保障されること、人種、国

籍、性別、障害の有無等による差別的取扱いを受け

ることがないこと、自己に直接関係する全ての事項

に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動

に参画する機会が確保されることなど、日本国憲法、

児童の権利に関する条約及びこども基本法の精神に

のっとり、こども・若者が有する権利が保障される

こと。 

二 全てのこども・若者について、その年齢及び発

達の程度に応じて、その意見が尊重されるとともに、

その最善の利益が優先して考慮される社会が構築さ

れること。 

三 保護者・養育者その他こども・若者を養育しよ

うと思う者が子育ち・子育てに希望や喜びを感じる

とともに、幸せに過ごすことができる環境が整備さ

れること。 

四 県、市町村、学校・保育施設等、事業者、民間

支援団体及び県民がそれぞれの役割を認識し、子育

ち・子育ての推進に主体的に取り組むとともに、相

互に連携協力して社会全体で子育ち・子育てを支え

ていくこと。 

 

（県の責務） 

第四条 県は、前条の基本理念（以下「基本理念」

という。）にのっとり、国及び市町村との適切な役

割分担を踏まえ、子育ち・子育てに関する施策を総

合的かつ計画的に実施し、及びその充実を図るもの

とする。 

２ 県は、子育ち・子育てに関する施策を実施する

に当たっては、国及び市町村と相互に連携を図ると

ともに、保護者・養育者、学校・保育施設等、事業

者、民間支援団体及び県民の協力を得るよう努める

ものとする。 

 

（保護者・養育者の役割） 

第五条 保護者・養育者は、基本理念にのっとり、

こども・若者が心身ともに健やかに成長し、自立し

た日常生活及び社会生活を営むことができるよう努

めるものとする。 

 

（学校・保育施設等の役割） 

第六条 学校・保育施設等は、基本理念にのっとり、

こども・若者が安心して学び、安全に過ごすことが

できる場所となるよう努めるとともに、学校に在籍

する児童又は生徒が学校生活を営む上で遵守すべき

規律の策定その他の学校・保育施設等の運営又は活

動にこども・若者が主体的に参画することができる

よう努めるものとする。 

２ 学校・保育施設等は、保護者・養育者及び地域

住民等と連携を図り、こども・若者が主体的に学び、

考え、及び行動することを通して成長することがで

きるよう、必要な支援に努めるものとする。 

 

（事業者の役割） 

第七条 事業者は、基本理念にのっとり、子育ち・

子育てを推進するための取組を行うよう努めるもの

とする。 

２ 事業者は、その雇用する労働者の職業生活及び

家庭生活における子育ち・子育ての充実が図られる

よう、必要な雇用環境の整備及び改善に努めるもの
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とする。 

 

（民間支援団体の役割） 

第八条 民間支援団体は、基本理念にのっとり、子

育ち・子育てに関する専門的な知識及び経験を活用

し、子育ち・子育てを推進するための取組を行うよ

う努めるものとする。 

 

（県民の役割） 

第九条 県民は、基本理念にのっとり、こども・若

者の健やかな成長に関心及び理解を深めるよう努め

るものとする。 

 

（こども計画の策定） 

第十条 県は、この条例の趣旨を尊重して、こども

基本法第十条第一項に規定する都道府県こども計画

（以下この条において「こども計画」という。）を

定めるものとする。 

２ 県は、こども計画を定めるに当たっては、こど

も・若者を含めた県民の多様な意見を聴取するとと

もに、その意見を反映させるために必要な措置を講

ずるものとする。 

３ 県は、こども計画に基づく施策について、その

実施状況の検証を行うとともに、その結果を議会に

報告し、及び公表するものとする。 

 

（体制整備等） 

第十一条 県は、子育ち・子育てに関する施策があ

らゆる分野に関係するものであり、総合的に推進す

ることが重要であることに鑑み、関係部局が横断的

かつ一体的に連携して子育ち・子育てに関する施策

を実施するための体制を整備するものとする。 

２ 県は、子育ち・子育てに関する相談に的確に応

ずるための体制の充実を図るものとする。 

３ 県は、社会全体で子育ち・子育てを推進するた

めに、関係機関及び民間支援団体その他の関係者の

相互の有機的な連携の確保に努めるとともに、その

有機的な連携の確保に資するための体制の整備に努

めるものとする。 

４ 県は、子育ち・子育てを支える人材を育成し、

及び確保するために必要な施策を講ずるものとする。 

 

（こども・若者等からの意見聴取及び意見反映） 

第十二条 県は、子育ち・子育てに関する施策を策

定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該施

策の対象となるこども・若者、保護者・養育者その

他の関係者の多様な意見を反映させるため、こども・

若者等からの意見の聴取その他の必要な措置を講ず

るものとする。 

２ 県は、前項に規定する意見の聴取その他の必要

な措置を講ずるに当たっては、こども・若者が当該

施策について理解を深められるよう、その年齢及び

発達の程度に応じた分かりやすい情報の提供に努め

るものとする。 

３ 県は、こども・若者の多様な意見を聴取するた

め、その意見表明を支援する人材の育成及び確保を

行うとともに、発達に特性があり、又はその可能性

があること、社会的養護を必要とし、又は現に受け

ていることその他の様々な事情により意見を表明す

る上での困難を有するこども・若者の意見を聴取す

るために必要な施策を講ずるものとする。 

 

（情報提供等） 

第十三条 県は、子育ち・子育てに関する制度又は

取組に関する情報の収集及び整理を行うとともに、

情報通信技術の活用を通じて、こども・若者及び保

護者・養育者その他当該情報を必要とする者に分か

りやすく提供するよう努めるものとする。 

 

（理解促進） 

第十四条 県は、こども・若者の有する権利に関す

る県民等の関心及び理解を深めるため、この条例及

び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容に関する

周知啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。 

２ 県は、学校の授業その他の教育活動において、

こども・若者が自らの有する権利に関心を持ち、理

解することができるよう啓発するとともに、いじめ、

体罰等の権利侵害から自らを守り、困難を抱えると

きに助けを求める方法として、埼玉県子どもの権利

擁護委員会条例（平成十四年埼玉県条例第二十四号）

第三条第一項に規定する埼玉県子どもの権利擁護委

員会に対する相談又はその他の方法を学ぶことがで

きるよう、学校・保育施設等及び民間支援団体等と

連携し、必要な施策を講ずるものとする。 

３ 県は、子育ち・子育てにやさしい社会づくりに

関する県民等の関心と理解を深めるために必要な施

策を講ずるものとする。 

 

（こども・若者の安全及び安心の確保） 

第十五条 県は、人種、国籍、性別、障害の有無等

にかかわらず、全てのこども・若者が主体的に学び、

考え、及び行動することができるよう、こども・若

者の安全及び安心を確保するために必要な施策を講

ずるものとする。 

２ 県は、こども・若者を犯罪、事故、性暴力、虐

待、貧困、いじめ、体罰、心身の健康又は発達に有

害な労働その他の危害から守るために必要な施策を

講ずるものとする。 

３ 県は、学校生活、家庭の状況、地域社会との関

係性その他の様々な事情により、不登校、ひきこも

りその他の日常生活若しくは社会生活を送る上で困

難な問題を抱えるこども・若者又はそのおそれのあ

るこども・若者を支援するため、相談体制の整備そ

の他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

（こども・若者の居場所づくりの推進） 

第十六条 県は、こども・若者が安全に、かつ、安

心して過ごすことができ、自分らしくいられるとと

―　186　―



 

もに、遊び、活動し、休息し、又は信頼できる人間

関係を築くことができる多様な居場所づくりを推進

するものとする。 

２ 県は、前項に規定する居場所づくりを推進する

に当たっては、その居場所づくりについて、こども・

若者が意見を表明し、及び参画することができるよ

う、必要な施策を講ずるものとする。 

 

（こども・若者の心身の成長及び発達の環境整備） 

第十七条 県は、誰もが安心して、こどもを生み、

育てることができる環境の整備に資するため、こど

も・若者、保護者・養育者その他県民がこども・若

者の心身の成長及び発達に関する適切な知識を持つ

ことができるよう、必要な施策を講ずるものとする。 

２ 県は、前項の環境を整備するに当たり、特に性

に関する問題について、こども・若者がその年齢及

び発達の程度に応じて、情報提供、助言その他の必

要な支援を受けることができるよう体制を整備する

ものとする。 

 

（こども・若者の主体的な学びの機会の確保） 

第十八条 県は、全てのこども・若者が、その置か

れている状況にかかわらず、教育を等しく受けるこ

とができるとともに、その興味又は関心に応じて主

体的に学ぶことができる機会が確保されるよう、必

要な施策を講ずるものとする。 

２ 県は、幼児期の教育及び保育が生涯にわたる人

格形成の基礎を培う重要なものであることを踏まえ、

全ての幼児について、愛着が形成された上で、必要

な体験及び遊びを通じた質の高い教育及び保育を受

けられるよう、必要な施策を講ずるものとする。 

３ 県は、全てのこども・若者が、その年齢及び発

達の程度に応じて、自然体験、社会体験、職業体験

及び文化芸術体験に参加することができる機会が等

しく確保されるよう、必要な施策を講ずるものとす

る。 

４ 県は、全てのこども・若者が、その個性や本人

の意思等に応じて多様な進路の選択を適切に行い、

将来の自立した社会生活につなげられるよう、その

能力を発揮することのできる環境の整備、キャリア

コンサルティング、就業機会の確保の支援その他の

必要な施策を講ずるものとする。 

 

（保護者・養育者等に対する支援） 

第十九条 県は、次に掲げる施策その他の妊娠、出

産及び子育ての各段階に応じた支援を切れ目なく行

うために必要な施策を講ずるものとする。 

一 妊産婦及び乳幼児の保健及び医療に係る体制の

充実 

二 保育における待機児童の解消及び病児保育、一

時預かりその他の多様な保育の需要に対応するため

の環境整備 

三 放課後児童健全育成事業における待機児童の解

消 

四 子育てに関する学びの機会の確保及び情報の提

供 

２ 県は、次に掲げる施策その他の保護者・養育者

その他こども・若者を養育しようと思う者の職業生

活及び家庭生活の充実を図るために必要な施策を講

ずるものとする。 

一 仕事と子育ての両立に資するための雇用環境の

整備 

二 家庭における家事及び子育ての協働の推進 

３ 県は、次に掲げる施策その他の子育て家庭がそ

の地域において安心して過ごすことができるまちづ

くりの推進を図るために必要な施策を講ずるものと

する。 

一 安心してこども・若者を養育することができる

ための住環境の整備 

二 保護者・養育者その他こども・若者を養育しよ

うと思う者が相互に交流し、子育ち・子育てに関す

る不安を解消するとともに、その希望や喜びを共有

することができる場の確保 

４ 県は、ひとり親家庭その他の特別な配慮を要す

る子育て家庭に対する必要な支援を行うものとする。 

５ 県は、子育ち・子育てに係る経済的負担の軽減

を図るために必要な施策を講ずるものとする。 

 

（財政上の措置等） 

第二十条 県は、子育ち・子育てに関する施策を推

進するため、財政上の措置その他の必要な措置を講

ずるよう努めるものとする。 

 

附則（略） 
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子ども・子育て支援法（抄）（平成二十四年八月二十二日法律第六十五号） 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国における急速な少子化

の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に

鑑み、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)

その他の子ども及び子育てに関する法律による施策

と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ど

も及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、

もって一人一人の子どもが健やかに成長し、及び子

どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生

み、育てることができる社会の実現に寄与すること

を目的とする。 

 

(基本理念) 

第二条 子ども・子育て支援は、父母その他の保護

者が子育てについての第一義的責任を有するという

基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他

の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々

の役割を果たすとともに、相互に協力して行われな

ければならない。 

２ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育

て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに

成長するように支援するものであって、良質かつ適

切なものであり、かつ、子どもの保護者の経済的負

担の軽減について適切に配慮されたものでなければ

ならない。 

３ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育

て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的

に提供されるよう配慮して行われなければならない。 

 

(市町村等の責務) 

第三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、こ

の法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 

一 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等

しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要

な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て

支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。 

二 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育

て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事

業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用するた

めに必要な援助を行うとともに、関係機関との連絡

調整その他の便宜の提供を行うこと。 

三 子ども及びその保護者が置かれている環境に応

じて、子どもの保護者の選択に基づき、多様な施設

又は事業者から、良質かつ適切な教育及び保育その

他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供

されるよう、その提供体制を確保すること。 

２ 都道府県は、市町村が行う子ども・子育て支援

給付及び地域子ども・子育て支援事業が適正かつ円

滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び

適切な援助を行うとともに、子ども・子育て支援の

うち、特に専門性の高い施策及び各市町村の区域を

超えた広域的な対応が必要な施策を講じなければな

らない。 

３ 国は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及

び地域子ども・子育て支援事業その他この法律に基

づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及

び都道府県と相互に連携を図りながら、子ども・子

育て支援の提供体制の確保に関する施策その他の必

要な各般の措置を講じなければならない。 

 

(事業主の責務) 

第四条 事業主は、その雇用する労働者に係る多様

な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭

生活との両立が図られるようにするために必要な雇

用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育て

の支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講

ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。 

 

(国民の責務) 

第五条 国民は、子ども・子育て支援の重要性に対

する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共

団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければ

ならない。 

 

(定義) 

第六条 この法律において「子ども」とは、十八歳

に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ

る者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子ども

のうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 

２ この法律において「保護者」とは、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

する者をいう。 

 

第七条 この法律において「子ども・子育て支援」

とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な

環境を等しく確保するとともに、子どもを持つこと

を希望する者が安心して子どもを生み、育てること

ができる環境を整備するため、国若しくは地方公共

団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施

する子ども及び子どもの保護者に対する支援をいう。 

２ この法律において「教育」とは、満三歳以上の

小学校就学前子どもに対して義務教育及びその後の

教育の基礎を培うものとして教育基本法(平成十八年

法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定め

る学校において行われる教育をいう。 

３ この法律において「保育」とは、児童福祉法第

六条の三第七項第一号に規定する保育をいう。 

４ この法律において「教育・保育施設」とは、就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供
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の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以

下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定

する認定こども園(以下「認定こども園」という。)、

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に

規定する幼稚園(認定こども園法第三条第一項又は第

三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定によ

る公示がされたものを除く。以下「幼稚園」という。)

及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所

(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及

び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。

以下「保育所」という。)をいう。 

５ この法律において「地域型保育」とは、家庭的

保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保

育をいい、「地域型保育事業」とは、地域型保育を

行う事業をいう。 

６ この法律において「家庭的保育」とは、児童福

祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業と

して行われる保育をいう。 

７ この法律において「小規模保育」とは、児童福

祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業と

して行われる保育をいう。 

８ この法律において「居宅訪問型保育」とは、児

童福祉法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型

保育事業として行われる保育をいう。 

９ この法律において「事業所内保育」とは、児童

福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育

事業として行われる保育をいう。 

１０ この法律において「子ども・子育て支援施設

等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 

一 認定こども園(保育所等(認定こども園法第二条

第五項に規定する保育所等をいう。第五号において

同じ。)であるもの及び第二十七条第一項に規定する

特定教育・保育施設であるものを除く。第三十条の

十一第一項第一号、第五十八条の四第一項第一号、

第五十八条の十第一項第二号、第五十九条第三号ロ

及び第六章において同じ。) 

二 幼稚園(第二十七条第一項に規定する特定教育・

保育施設であるものを除く。第三十条の十一第一項

第二号、第三章第二節(第五十八条の九第六項第三号

ロを除く。)、第五十九条第三号ロ及び第六章におい

て同じ。) 

三 特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別

支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する

幼稚部に限る。以下同じ。) 

四 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施

設(同項の規定による届出がされたものに限り、次に

掲げるものを除く。)のうち、当該施設に配置する従

業者及びその員数その他の事項について内閣府令で

定める基準を満たすもの 

イ 認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定

を受けたもの 

ロ 認定こども園法第三条第十項の規定による公示

がされたもの 

ハ 第五十九条の二第一項の規定による助成を受け

ているもののうち政令で定めるもの 

五 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校におい

て行われる教育・保育(教育又は保育をいう。以下同

じ。)であって、次のイ又はロに掲げる当該施設の区

分に応じそれぞれイ又はロに定める一日当たりの時

間及び期間の範囲外において、家庭において保育を

受けることが一時的に困難となった当該イ又はロに

掲げる施設に在籍している小学校就学前子どもに対

して行われるものを提供する事業のうち、その事業

を実施するために必要なものとして内閣府令で定め

る基準を満たすもの 

イ 認定こども園(保育所等であるものを除く。)、

幼稚園又は特別支援学校 当該施設における教育に

係る標準的な一日当たりの時間及び期間 

ロ 認定こども園(保育所等であるものに限る。) イ

に定める一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣

府令で定める一日当たりの時間及び期間 

六 児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預

かり事業(前号に掲げる事業に該当するものを除く。) 

七 児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児

保育事業のうち、当該事業に従事する従業者及びそ

の員数その他の事項について内閣府令で定める基準

を満たすもの 

八 児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育

て援助活動支援事業(同項第一号に掲げる援助を行う

ものに限る。)のうち、市町村が実施するものである

ことその他の内閣府令で定める基準を満たすもの 

 

第二章 子ども・子育て支援給付（略） 

第三章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

者並びに特定子ども・子育て支援施設等（略） 

第四章 地域子ども・子育て支援事業（略） 

 

第五章 子ども・子育て支援事業計画 

（基本指針） 

第六十条 内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子

ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・

子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業

及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保

その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に

推進するための基本的な指針(以下「基本指針」とい

う。)を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項について

定めるものとする。 

一 子ども・子育て支援の意義並びに子どものため

の教育・保育給付に係る教育・保育を一体的に提供

する体制その他の教育・保育を提供する体制の確保、

子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保

並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育

て両立支援事業の実施に関する基本的事項 

二 次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支

援事業計画において教育・保育及び地域子ども・子

育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌

すべき標準その他当該市町村子ども・子育て支援事
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業計画及び第六十二条第一項に規定する都道府県子

ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する事項 

三 児童福祉法その他の関係法律による専門的な知

識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施

策との連携に関する事項 

四 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られ

るようにするために必要な雇用環境の整備に関する

施策との連携に関する事項 

五 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支

援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・

子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ど

も・子育て支援のための施策の総合的な推進のため

に必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は変更し

ようとするときは、文部科学大臣その他の関係行政

機関の長に協議するとともに、こども家庭審議会の

意見を聴かなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを

変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 

 

(市町村子ども・子育て支援事業計画) 

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を

一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援

事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務

の円滑な実施に関する計画(以下「市町村子ども・子

育て支援事業計画」という。)を定めるものとする。 

２ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、

次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他

の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の

整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める

区域(以下「教育・保育提供区域」という。)ごとの

当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・

保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条各号に掲

げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員

総数とする。)、特定地域型保育事業所(事業所内保

育事業所における労働者等の監護する小学校就学前

子どもに係る部分を除く。)に係る必要利用定員総数

(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るもの

に限る。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実

施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容

及びその実施時期 

二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供

区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業

の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・

子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実

施時期 

三 子どものための教育・保育給付に係る教育・保

育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する

体制の確保の内容 

四 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の

確保の内容 

３ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、

前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項に

ついて定めるよう努めるものとする。 

一 産後の休業及び育児休業後における特定教育・

保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項 

二 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福

祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われ

る保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与

その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要

する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関

する事項 

三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られ

るようにするために必要な雇用環境の整備に関する

施策との連携に関する事項 

四 地域子ども・子育て支援事業を行う市町村その

他の当該市町村において子ども・子育て支援の提供

を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項 

４ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・

保育提供区域における子どもの数、子どもの保護者

の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支

援事業の利用に関する意向その他の事情を勘案して

作成されなければならない。 

５ 市町村は、教育・保育提供区域における子ども

及びその保護者の置かれている環境その他の事情を

正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市

町村子ども・子育て支援事業計画を作成するよう努

めるものとする。 

６ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福

祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、

教育基本法第十七条第二項の規定により市町村が定

める教育の振興のための施策に関する基本的な計画

(次条第四項において「教育振興基本計画」という。)

その他の法律の規定による計画であって子どもの福

祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保た

れたものでなければならない。 

７ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画

を定め、又は変更しようとするときは、第七十二条

第一項の審議会その他の合議制の機関を設置してい

る場合にあってはその意見を、その他の場合にあっ

ては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係

る当事者の意見を聴かなければならない。 

８ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画

を定め、又は変更しようとするときは、インターネ

ットの利用その他の内閣府令で定める方法により広

く住民の意見を求めることその他の住民の意見を反

映させるために必要な措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

９ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画

を定め、又は変更しようとするときは、都道府県に

協議しなければならない。 

１０ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計

画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

都道府県知事に提出しなければならない。 

 

(都道府県子ども・子育て支援事業支援計画) 
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第六十二条 都道府県は、基本指針に即して、五年

を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業

務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県子ど

も・子育て支援事業支援計画」という。)を定めるも

のとする。 

２ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画にお

いては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教

育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該

区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必

要利用定員総数(第十九条各号に掲げる小学校就学前

子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)その

他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとす

る教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施

時期 

二 子どものための教育・保育給付に係る教育・保

育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する

体制の確保の内容 

三 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の

確保を図るために必要な市町村との連携に関する事

項 

四 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並

びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確

保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項 

五 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福

祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われ

る保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与

その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要

する支援に関する施策の実施に関する事項 

六 前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市

町村との連携に関する事項 

３ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画にお

いては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる

事項について定めるよう努めるものとする。 

一 市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調

整に関する事項 

二 教育・保育情報の公表に関する事項 

三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られ

るようにするために必要な雇用環境の整備に関する

施策との連携に関する事項 

４ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、

社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域

福祉支援計画、教育基本法第十七条第二項の規定に

より都道府県が定める教育振興基本計画その他の法

律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育

に関する事項を定めるものと調和が保たれたもので

なければならない。 

５ 都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業

支援計画を定め、又は変更しようとするときは、第

七十二条第四項の審議会その他の合議制の機関を設

置している場合にあってはその意見を、その他の場

合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て

支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

６ 都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業

支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 

 

(都道府県知事の助言等) 

第六十三条 都道府県知事は、市町村に対し、市町

村子ども・子育て支援事業計画の作成上の技術的事

項について必要な助言その他の援助の実施に努める

ものとする。 

２ 内閣総理大臣は、都道府県に対し、都道府県子

ども・子育て支援事業支援計画の作成の手法その他

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成上

重要な技術的事項について必要な助言その他の援助

の実施に努めるものとする。 

 

(国の援助) 

第六十四条 国は、市町村又は都道府県が、市町村

子ども・子育て支援事業計画又は都道府県子ども・

子育て支援事業支援計画に定められた事業を実施し

ようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよ

うに必要な助言その他の援助の実施に努めるものと

する。 

 

（以下省略） 

第六章 費用等 

第七章 市町村等における合議制の機関 

第八章 雑則 

第九章 罰則 

附則 
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次世代育成支援対策推進法（抄）（平成十五年七月十六日法律第百二十号） 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国における急速な少子化

の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に

かんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を

定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の

責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並

びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その

他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事

項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速

かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子ど

もが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成

に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「次世代育成支援対策」

とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成

しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会

を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される

環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ず

る施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取

組をいう。 

 

（基本理念） 

第三条 次世代育成支援対策は、父母その他の保護

者が子育てについての第一義的責任を有するという

基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育

ての意義についての理解が深められ、かつ、子育て

に伴う喜びが実感されるように配慮して行われなけ

ればならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念（次

条及び第七条第一項において「基本理念」という。）

にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成

支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めな

ければならない。 

 

（事業主の責務） 

第五条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用

する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労

働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう

にするために必要な雇用環境の整備を行うことによ

り自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めると

ともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支

援対策に協力しなければならない。 

 

（国民の責務） 

第六条 国民は、次世代育成支援対策の重要性に対

する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共

団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければ

ならない。 

 

第二章 行動計画 

第一節 行動計画策定指針 

第七条 主務大臣は、次世代育成支援対策の総合的

かつ効果的な推進を図るため、基本理念にのっとり、

次条第一項の市町村行動計画及び第九条第一項の都

道府県行動計画並びに第十二条第一項の一般事業主

行動計画及び第十九条第一項の特定事業主行動計画

（次項において「市町村行動計画等」という。）の

策定に関する指針（以下「行動計画策定指針」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 行動計画策定指針においては、次に掲げる事項

につき、市町村行動計画等の指針となるべきものを

定めるものとする。 

一 次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事

項 

二 次世代育成支援対策の内容に関する事項 

三 その他次世代育成支援対策の実施に関する重要

事項 

３ 主務大臣は、少子化の動向、子どもを取り巻く

環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認

めるときは、速やかに行動計画策定指針を変更する

ものとする。 

４ 主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこ

れを変更しようとするときは、あらかじめ、こども

家庭審議会の意見を聴くとともに、次条第一項の市

町村行動計画及び第九条第一項の都道府県行動計画

に係る部分について総務大臣に協議しなければなら

ない。 

５ 主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこ

れを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

 

第二節 市町村行動計画及び都道府県行動計画 

（市町村行動計画） 

第八条 市町村は、行動計画策定指針に即して、五

年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、五年

を一期として、地域における子育ての支援、母性並

びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの

心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子ど

もを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居

住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進

その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画（以

下「市町村行動計画」という。）を策定することが

できる。 

２ 市町村行動計画においては、次に掲げる事項を

定めるものとする。 

一 次世代育成支援対策の実施により達成しようと
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する目標 

二 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及

びその実施時期 

３ 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更

しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反

映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

４ 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更

しようとするときは、あらかじめ、事業主、労働者

その他の関係者の意見を反映させるために必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

５ 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表するよう努める

とともに、都道府県に提出しなければならない。 

６ 市町村は、市町村行動計画を策定したときは、

おおむね一年に一回、市町村行動計画に基づく措置

の実施の状況を公表するよう努めるものとする。 

７ 市町村は、市町村行動計画を策定したときは、

定期的に、市町村行動計画に基づく措置の実施の状

況に関する評価を行い、市町村行動計画に検討を加

え、必要があると認めるときは、これを変更するこ

とその他の必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

８ 市町村は、市町村行動計画の策定及び市町村行

動計画に基づく措置の実施に関して特に必要がある

と認めるときは、事業主その他の関係者に対して調

査を実施するため必要な協力を求めることができる。 

 

（都道府県行動計画） 

第九条 都道府県は、行動計画策定指針に即して、

五年ごとに、当該都道府県の事務及び事業に関し、

五年を一期として、地域における子育ての支援、保

護を要する子どもの養育環境の整備、母性並びに乳

児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の

健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育

成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境

の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他

の次世代育成支援対策の実施に関する計画（以下「都

道府県行動計画」という。）を策定することができ

る。 

２ 都道府県行動計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。 

一 次世代育成支援対策の実施により達成しようと

する目標 

二 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及

びその実施時期 

三 次世代育成支援対策を実施する市町村を支援す

るための措置の内容及びその実施時期 

３ 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は

変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見

を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

４ 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は

変更しようとするときは、あらかじめ、事業主、労

働者その他の関係者の意見を反映させるために必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

５ 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は

変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努

めるとともに、主務大臣に提出しなければならない。 

６ 都道府県は、都道府県行動計画を策定したとき

は、おおむね一年に一回、都道府県行動計画に基づ

く措置の実施の状況を公表するよう努めるものとす

る。 

７ 都道府県は、都道府県行動計画を策定したとき

は、定期的に、都道府県行動計画に基づく措置の実

施の状況に関する評価を行い、都道府県行動計画に

検討を加え、必要があると認めるときは、これを変

更することその他の必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

８ 都道府県は、都道府県行動計画の策定及び都道

府県行動計画に基づく措置の実施に関して特に必要

があると認めるときは、市町村、事業主その他の関

係者に対して調査を実施するため必要な協力を求め

ることができる。 

 

（都道府県の助言等） 

第十条 都道府県は、市町村に対し、市町村行動計

画の策定上の技術的事項について必要な助言その他

の援助の実施に努めるものとする。 

２ 主務大臣は、都道府県に対し、都道府県行動計

画の策定の手法その他都道府県行動計画の策定上重

要な技術的事項について必要な助言その他の援助の

実施に努めるものとする。 

 

（市町村及び都道府県に対する交付金の交付等） 

第十一条 国は、市町村又は都道府県に対し、市町

村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置

の実施に要する経費に充てるため、厚生労働省令で

定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交

付することができる。 

２ 国は、市町村又は都道府県が、市町村行動計画

又は都道府県行動計画に定められた措置を実施しよ

うとするときは、当該措置が円滑に実施されるよう

に必要な助言その他の援助の実施に努めるものとす

る。 

 

（以下省略） 

 第三節 一般事業主行動計画 

 第四節 特定事業主行動計画 

 第五節 次世代育成支援対策推進センター  

第三章 次世代育成支援対策地域協議会  

第四章 雑則 

第五章 罰則  

附則 
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こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律（抄）（平成二十五年六月二十

六日法律第六十四号） 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、貧困により、こどもが適切な

養育及び教育並びに医療を受けられないこと、こど

もが多様な体験の機会を得られないことその他のこ

どもがその権利利益を害され及び社会から孤立する

ことのないようにするため、日本国憲法第二十五条

その他の基本的人権に関する規定、児童の権利に関

する条約及びこども基本法(令和四年法律第七十七

号)の精神にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた

対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らか

にし、及びこどもの貧困の解消に向けた対策の基本

となる事項を定めることにより、こどもの貧困の解

消に向けた対策を総合的に推進することを目的とす

る。 

 

(定義) 

第二条 この法律において「こども」とは、こども

基本法第二条第一項に規定するこどもをいう。 

 

(基本理念) 

第三条 こどもの貧困の解消に向けた対策は、社会

のあらゆる分野において、こどもの年齢及び発達の

程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利

益が優先して考慮され、こどもが心身ともに健やか

に育成されることを旨として、推進されなければな

らない。 

２ こどもの貧困の解消に向けた対策は、貧困によ

り、こどもがその権利利益を害され及び社会から孤

立することが深刻な問題であることを踏まえ、こど

もの現在の貧困を解消するとともにこどもの将来の

貧困を防ぐことを旨として、推進されなければなら

ない。 

３ こどもの貧困の解消に向けた対策は、教育の支

援、生活の安定に資するための支援、保護者に対す

る職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、

経済的支援等の施策を、貧困により、こどもがその

権利利益を害され及び社会から孤立することのない

社会を実現することを旨として、こども及びその家

族の生活及び取り巻く環境の状況に応じて包括的か

つ早期に講ずることにより、推進されなければなら

ない。 

４ こどもの貧困の解消に向けた対策は、貧困の状

況にある者の妊娠から出産まで及びそのこどもがお

となになるまでの過程の各段階における支援が切れ

目なく行われるよう、推進されなければならない。 

５ こどもの貧困の解消に向けた対策は、こどもの

貧困がその家族の責任に係る問題としてのみ捉えら

れるべきものではなく、その背景に様々な社会的な

要因があることを踏まえ、こどもの貧困に関する国

民の理解を深めることを通じて、社会的な取組とし

て推進されなければならない。 

６ こどもの貧困の解消に向けた対策は、国及び地

方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関

連分野における総合的な取組として行われなければ

ならない。 

 

(国の責務) 

第四条 国は、前条の基本理念(次条において「基本

理念」という。)にのっとり、こどもの貧困の解消に

向けた対策を総合的に策定し及び実施する責務を有

する。 

 

(地方公共団体の責務) 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こ

どもの貧困の解消に向けた対策に関し、国と協力し

つつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し及び実

施する責務を有する。 

 

(国民の責務) 

第六条 国民は、国又は地方公共団体が実施するこ

どもの貧困の解消に向けた対策に協力するよう努め

なければならない。 

 

(法制上の措置等) 

第七条 政府は、この法律の目的を達成するため、

必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じ

なければならない。 

 

(年次報告) 

第八条 政府は、毎年、国会に、こどもの貧困の状

況及びこどもの貧困の解消に向けた対策の実施の状

況に関する報告を提出するとともに、これを公表し

なければならない。 

２ こども基本法第八条第一項の規定による国会へ

の報告及び公表がされたときは、前項の規定による

国会への報告及び公表がされたものとみなす。 

 

第二章 基本的施策 

(こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱) 

第九条 政府は、こどもの貧困の解消に向けた対策

を総合的に推進するため、こどもの貧困の解消に向

けた対策に関する大綱(以下この条及び次条において

単に「大綱」という。)を定めなければならない。 

２ 大綱は、次に掲げる事項について定めるものと

する。 
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一 こどもの貧困の解消に向けた対策に関する基本

的な方針 

二 こどもの貧困率、ひとり親世帯の貧困率、ひと

り親世帯の養育費受領率、生活保護世帯に属するこ

どもの高等学校等進学率、生活保護世帯に属するこ

どもの大学等進学率等こどもの貧困に関する指標及

び当該指標の改善に向けた施策 

三 教育の支援、生活の安定に資するための支援、

保護者に対する職業生活の安定と向上に資するため

の就労の支援、経済的支援その他のこどもの貧困の

解消に向けた対策に関する事項 

四 こどもの貧困に関する調査及び研究に関する事

項 

五 こどもの貧困の解消に向けた対策に関する施策

の実施状況についての検証及び評価並びに当該施策

の効果を評価するために必要な指標の調査及び研究

その他のこどもの貧困の解消に向けた対策に関する

施策の推進体制に関する事項 

３ 政府は、大綱を定めるに当たり、貧困の状況に

あるこども及びその家族、学識経験者、こどもの貧

困の解消に向けた対策に係る活動を行う民間の団体

その他の関係者の意見を反映させるために必要な措

置を講ずるものとする。 

４ こども基本法第九条第一項の規定により定めら

れた同項のこども大綱のうち第二項各号に掲げる事

項に係る部分は、第一項の規定により定められた大

綱とみなす。 

５ 第二項第二号の「こどもの貧困率」、「ひとり

親世帯の貧困率」、「ひとり親世帯の養育費受領率」、

「生活保護世帯に属するこどもの高等学校等進学率」

及び「生活保護世帯に属するこどもの大学等進学率」

の定義は、政令で定める。 

 

(都道府県計画等) 

第十条 都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府

県におけるこどもの貧困の解消に向けた対策につい

ての計画(次項及び第三項において「都道府県計画」

という。)を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、大綱(都道府県計画が定められている

ときは、大綱及び都道府県計画)を勘案して、当該市

町村におけるこどもの貧困の解消に向けた対策につ

いての計画(次項において「市町村計画」という。)

を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県計画又は市町

村計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

 

(教育の支援) 

第十一条 国及び地方公共団体は、教育の機会均等

が図られるとともに、貧困の状況にあるこどもに対

する学校教育の充実が図られるよう、就学の援助、

学資の援助、学習の支援、学校教育の体制の整備そ

の他の貧困の状況にあるこどもの教育に関する支援

のために必要な施策を講ずるものとする。 

(生活の安定に資するための支援) 

第十二条 国及び地方公共団体は、貧困の状況にあ

るこども及びその家族に対する生活に関する相談並

びに住居の確保及び保健医療サービスの利用に係る

支援、貧困の状況にあるこどもに対する社会との交

流の機会の提供その他の貧困の状況にあるこどもの

生活の安定に資するための支援に関し必要な施策を

講ずるものとする。 

 

(保護者に対する職業生活の安定と向上に資するため

の就労の支援) 

第十三条 国及び地方公共団体は、貧困の状況にあ

るこどもの保護者に対する職業訓練の実施及び就職

のあっせんその他の貧困の状況にあるこどもの保護

者の雇用の安定及び所得の増大その他の職業生活の

安定と向上に資するための就労の支援に関し必要な

施策を講ずるものとする。 

 

(経済的支援) 

第十四条 国及び地方公共団体は、貧困の状況にあ

るこども及びその家族の生活の実態を踏まえた各種

の手当等の支給、貸付金の貸付けその他の貧困の状

況にあるこどもに対する経済的支援のために必要な

施策を講ずるものとする。 

 

(民間の団体の活動の支援) 

第十五条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行

う貧困の状況にあるこども及びその家族に対する支

援に関する活動を支援するため、財政上の措置その

他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

(調査研究等) 

第十六条 国及び地方公共団体は、こどもの貧困の

解消に向けた対策を適正に策定し及び実施するため、

次に掲げる事項についての調査及び研究並びにこど

もの貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証並び

にそれらの成果の活用の推進その他の必要な施策を

講ずるものとする。 

一 こどもの貧困の実態 

二 こどもの貧困に関する指標 

三 貧困の状況にあるこども及びその家族の支援の

在り方 

四 こどもの将来の貧困を防ぐための施策の在り方 

五 地域の状況に応じたこどもの貧困の解消に向け

た対策の在り方 

 

附則（略） 
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母子及び父子並びに寡婦福祉法（抄）（昭和三十九年七月一日法律第百二十九号） 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、母子家庭等及び寡婦の福祉に

関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及

び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要

な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を

図ることを目的とする。 

 

(基本理念) 

第二条 全て母子家庭等には、児童が、その置かれ

ている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成

されるために必要な諸条件と、その母子家庭の母及

び父子家庭の父の健康で文化的な生活とが保障され

るものとする。 

２ 寡婦には、母子家庭の母及び父子家庭の父に準

じて健康で文化的な生活が保障されるものとする。 

 

(国及び地方公共団体の責務) 

第三条 国及び地方公共団体は、母子家庭等及び寡

婦の福祉を増進する責務を有する。 

２ 国及び地方公共団体は、母子家庭等又は寡婦の

福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その

施策を通じて、前条に規定する理念が具現されるよ

うに配慮しなければならない。 

 

(関係機関の責務) 

第三条の二 第八条第一項に規定する母子・父子自

立支援員、福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法

律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。

以下同じ。)その他母子家庭の福祉に関する機関、児

童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める

児童委員、困難な問題を抱える女性への支援に関す

る法律(令和四年法律第五十二号)第十一条第一項に

規定する女性相談支援員、児童福祉法第四十四条の

二第一項に規定する児童家庭支援センター、同法第

三十八条に規定する母子生活支援施設、第十七条第

一項、第三十条第三項又は第三十一条の五第二項の

規定により都道府県又は市(特別区を含む。以下同

じ。)町村から委託を受けている者、第三十八条に規

定する母子・父子福祉施設、母子・父子福祉団体、

公共職業安定所その他母子家庭の支援を行う関係機

関は、母子家庭の母及び児童の生活の安定と向上の

ために相互に協力しなければならない。 

２ 第八条第一項に規定する母子・父子自立支援員、

福祉事務所その他父子家庭の福祉に関する機関、児

童福祉法に定める児童委員、同法第四十四条の二第

一項に規定する児童家庭支援センター、第三十一条

の七第一項、第三十一条の九第三項又は第三十一条

の十一第二項の規定により都道府県又は市町村から

委託を受けている者、第三十八条に規定する母子・

父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定

所その他父子家庭の支援を行う関係機関は、父子家

庭の父及び児童の生活の安定と向上のために相互に

協力しなければならない。 

３ 第八条第一項に規定する母子・父子自立支援員、

福祉事務所その他寡婦の福祉に関する機関、第三十

三条第一項、第三十五条第三項又は第三十五条の二

第二項の規定により都道府県又は市町村から委託を

受けている者、第三十八条に規定する母子・父子福

祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所その

他寡婦の支援を行う関係機関は、寡婦の生活の安定

と向上のために相互に協力しなければならない。 

 

(自立への努力) 

第四条 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦

は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活及び職業

生活の安定と向上に努めなければならない。 

 

(扶養義務の履行) 

第五条 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身

ともに健やかに育成されるよう、当該児童の養育に

必要な費用の負担その他当該児童についての扶養義

務を履行するように努めなければならない。 

２ 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身とも

に健やかに育成されるよう、当該児童を監護しない

親の当該児童についての扶養義務の履行を確保する

ように努めなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、母子家庭等の児童が心

身ともに健やかに育成されるよう、当該児童を監護

しない親の当該児童についての扶養義務の履行を確

保するために広報その他適切な措置を講ずるように

努めなければならない。 

 

(定義) 

第六条 この法律において「配偶者のない女子」と

は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死

別した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしてい

ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を

含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ず

る次に掲げる女子をいう。 

一 離婚した女子であつて現に婚姻をしていないも

の 

二 配偶者の生死が明らかでない女子 

三 配偶者から遺棄されている女子 

四 配偶者が海外にあるためその扶養を受けること

ができない女子 

五 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわた

つて労働能力を失つている女子 

六 前各号に掲げる者に準ずる女子であつて政令で

―　196　―



 

定めるもの 

２ この法律において「配偶者のない男子」とは、

配偶者と死別した男子であつて、現に婚姻をしてい

ないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子をいう。 

一 離婚した男子であつて現に婚姻をしていないも

の 

二 配偶者の生死が明らかでない男子 

三 配偶者から遺棄されている男子 

四 配偶者が海外にあるためその扶養を受けること

ができない男子 

五 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわた

つて労働能力を失つている男子 

六 前各号に掲げる者に準ずる男子であつて政令で

定めるもの 

３ この法律において「児童」とは、二十歳に満た

ない者をいう。 

４ この法律において「寡婦」とは、配偶者のない

女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法(明

治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定に

より児童を扶養していたことのあるものをいう。 

５ この法律において「母子家庭等」とは、母子家

庭及び父子家庭をいう。 

６ この法律において「母子・父子福祉団体」とは、

配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(配偶

者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定に

より現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のな

い女子で現に児童を扶養しているもの」という。)又

は配偶者のない男子であつて同条の規定により現に

児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない男子で

現に児童を扶養しているもの」という。)をいう。第

八条第二項において同じ。)の福祉又はこれに併せて

寡婦の福祉を増進することを主たる目的とする次の

各号に掲げる法人であつて当該各号に定めるその役

員の過半数が配偶者のない女子又は配偶者のない男

子であるものをいう。 

一 社会福祉法人 理事 

二 前号に掲げるもののほか、営利を目的としない

法人であつて内閣府令で定めるもの 内閣府令で定

める役員 

 

(都道府県児童福祉審議会等の権限) 

第七条 次の各号に掲げる機関は、母子家庭等の福

祉に関する事項につき、調査審議するほか、当該各

号に定める者の諮問に答え、又は関係行政機関に意

見を具申することができる。 

一 児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児

童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府

県にあつては、社会福祉法第七条第一項に規定する

地方社会福祉審議会) 都道府県知事 

二 児童福祉法第八条第四項に規定する市町村児童

福祉審議会 市町村長(特別区の区長を含む。以下同

じ。) 

 

(母子・父子自立支援員) 

第八条 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)

及び福祉事務所を管理する町村長(以下「都道府県知

事等」という。)は、社会的信望があり、かつ、次項

に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つて

いる者のうちから、母子・父子自立支援員を委嘱す

るものとする。 

２ 母子・父子自立支援員は、この法律の施行に関

し、主として次の業務を行うものとする。 

一 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの

及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情

報提供及び指導を行うこと。 

二 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの

及び寡婦に対し、職業能力の向上及び求職活動に関

する支援を行うこと。 

３ 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以

下「都道府県等」という。)は、母子・父子自立支援

員の研修の実施その他の措置を講ずることにより、

母子・父子自立支援員その他の母子家庭の母及び父

子家庭の父並びに寡婦の自立の支援に係る事務に従

事する人材の確保及び資質の向上を図るよう努める

ものとする。 

 

(福祉事務所) 

第九条 福祉事務所は、この法律の施行に関し、主

として次の業務を行うものとする。 

一 母子家庭等及び寡婦の福祉に関し、母子家庭等

及び寡婦並びに母子・父子福祉団体の実情その他必

要な実情の把握に努めること。 

二 母子家庭等及び寡婦の福祉に関する相談に応じ、

必要な調査及び指導を行うこと、並びにこれらに付

随する業務を行うこと。 

 

(児童委員の協力) 

第十条 児童福祉法に定める児童委員は、この法律

の施行について、福祉事務所の長又は母子・父子自

立支援員の行う職務に協力するものとする。 

 

(母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措

置の積極的かつ計画的な実施等) 

第十条の二 都道府県等は、母子家庭等及び寡婦が

母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のために最

も適切な支援を総合的に受けられるようにするため、

地域の実情に応じた母子家庭等及び寡婦の生活の安

定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施及

び周知並びに母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向

上のための支援を行う者の活動の連携及び調整を図

るよう努めなければならない。 

 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第十一条 内閣総理大臣は、母子家庭等及び寡婦の

生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方

針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 

２ 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 
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一 母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の

動向に関する事項 

二 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のため

講じようとする施策の基本となるべき事項 

三 都道府県等が、次条の規定に基づき策定する母

子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置

に関する計画(以下「自立促進計画」という。)の指

針となるべき基本的な事項 

四 前三号に掲げるもののほか、母子家庭等及び寡

婦の生活の安定と向上のための措置に関する重要事

項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針を定め、又は変更す

るときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議す

るものとする。 

４ 内閣総理大臣は、基本方針を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

 

(自立促進計画) 

第十二条 都道府県等は、基本方針に即し、次に掲

げる事項を定める自立促進計画を策定し、又は変更

しようとするときは、法律の規定による計画であつ

て母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項を定める

ものとの調和を保つよう努めなければならない。 

一 当該都道府県等の区域における母子家庭等及び

寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項 

二 当該都道府県等の区域において母子家庭等及び

寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策

の基本となるべき事項 

三 福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援そ

の他母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のため

に講ずべき具体的な措置に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、母子家庭等及び寡

婦の生活の安定と向上のための措置に関する重要事

項 

２ 都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変

更するときは、あらかじめ、母子家庭等及び寡婦の

置かれている環境、母子家庭等及び寡婦に対する福

祉の措置の利用に関する母子家庭等及び寡婦の意向

その他の母子家庭等及び寡婦の事情を勘案するよう

努めなければならない。 

３ 都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変

更するときは、あらかじめ、第七条各号に掲げる機

関、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十

五号)第七十二条第一項又は第四項に規定する機関そ

の他の母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項を調

査審議する合議制の機関の意見を聴くよう努めなけ

ればならない。 

４ 都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変

更するときは、あらかじめ、母子・父子福祉団体の

意見を反映させるために必要な措置を講ずるものと

する。 

５ 前項に定めるもののほか、都道府県等は、自立

促進計画を策定し、又は変更するときは、あらかじ

め、インターネットの利用その他の内閣府令で定め

る方法により広く母子家庭等及び寡婦の意見を求め

ることその他の住民の意見を反映させるために必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（以下省略） 

第三章 母子家庭に対する福祉の措置 

第四章 父子家庭に対する福祉の措置 

第五章 寡婦に対する福祉の措置 

第六章 福祉資金貸付金に関する特別会計等  

第七章 母子・父子福祉施設 

第八章 費用  

第九章 雑則 

第十章 罰則 

附則 
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子ども・若者育成支援推進法（抄）（平成二十一年七月八日法律第七十一号） 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、子ども・若者が次代の社会を

担い、その健やかな成長が我が国社会の発展の基礎

をなすものであることにかんがみ、日本国憲法及び

児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子ども・

若者をめぐる環境が悪化し、社会生活を円滑に営む

上での困難を有する子ども・若者の問題が深刻な状

況にあることを踏まえ、子ども・若者の健やかな育

成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことがで

きるようにするための支援その他の取組（以下「子

ども・若者育成支援」という。）について、その基

本理念、国及び地方公共団体の責務並びに施策の基

本となる事項を定めること等により、他の関係法律

による施策と相まって、総合的な子ども・若者育成

支援のための施策（以下「子ども・若者育成支援施

策」という。）を推進することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第二条 子ども・若者育成支援は、次に掲げる事項

を基本理念として行われなければならない。 

一 一人一人の子ども・若者が、健やかに成長し、

社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人とし

ての自己を確立し、他者とともに次代の社会を担う

ことができるようになることを目指すこと。 

二 子ども・若者について、個人としての尊厳が重

んぜられ、不当な差別的取扱いを受けることがない

ようにするとともに、その意見を十分に尊重しつつ、

その最善の利益を考慮すること。 

三 子ども・若者が成長する過程においては、様々

な社会的要因が影響を及ぼすものであるとともに、

とりわけ良好な家庭的環境で生活することが重要で

あることを旨とすること。 

四 子ども・若者育成支援において、家庭、学校、

職域、地域その他の社会のあらゆる分野における全

ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互

に協力しながら一体的に取り組むこと。 

五 子ども・若者の発達段階、生活環境、特性その

他の状況に応じてその健やかな成長が図られるよう、

良好な社会環境（教育、医療及び雇用に係る環境を

含む。以下同じ。）の整備その他必要な配慮を行う

こと。 

六 教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇

用その他の各関連分野における知見を総合して行う

こと。 

七 修学及び就業のいずれもしていない子ども・若

者、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に

行っていると認められる子ども・若者その他の社会

生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者

に対しては、その困難の内容及び程度に応じ、当該

子ども・若者の意思を十分に尊重しつつ、必要な支

援を行うこと。 

 

（国の責務） 

第三条 国は、前条に定める基本理念（以下「基本

理念」という。）にのっとり、子ども・若者育成支

援施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、子

ども・若者育成支援に関し、国及び他の地方公共団

体との連携を図りつつ、その区域内における子ども・

若者の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責

務を有する。 

 

（法制上の措置等） 

第五条 政府は、子ども・若者育成支援施策を実施

するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措

置を講じなければならない。 

 

（年次報告） 

第六条 政府は、毎年、国会に、我が国における子

ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育

成支援施策の実施の状況に関する報告を提出すると

ともに、これを公表しなければならない。 

２ こども基本法（令和四年法律第七十七号）第八

条第一項の規定による国会への報告及び公表がされ

たときは、前項の規定による国会への報告及び公表

がされたものとみなす。 

 

第二章 子ども・若者育成支援施策 

（子ども・若者育成支援施策の基本） 

第七条 子ども・若者育成支援施策は、基本理念に

のっとり、国及び地方公共団体の関係機関相互の密

接な連携並びに民間の団体及び国民一般の理解と協

力の下に、関連分野における総合的な取組として行

われなければならない。 

 

（子ども・若者育成支援推進大綱） 

第八条 政府は、子ども・若者育成支援施策の推進

を図るための大綱（以下「子ども・若者育成支援推

進大綱」という。）を定めなければならない。 

２ 子ども・若者育成支援推進大綱は、次に掲げる

事項について定めるものとする。 

一 子ども・若者育成支援施策に関する基本的な方

針 

二 子ども・若者育成支援施策に関する次に掲げる

事項 

イ 教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇
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用その他の各関連分野における施策に関する事項 

ロ 子ども・若者の健やかな成長に資する良好な社

会環境の整備に関する事項 

ハ 第二条第七号に規定する支援に関する事項 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、子ども・若

者育成支援施策に関する重要事項 

三 子ども・若者育成支援施策を総合的に実施する

ために必要な国の関係行政機関、地方公共団体及び

民間の団体の連携及び協力に関する事項 

四 子ども・若者育成支援に関する国民の理解の増

進に関する事項 

五 子ども・若者育成支援施策を推進するために必

要な調査研究に関する事項 

六 子ども・若者育成支援に関する人材の養成及び

資質の向上に関する事項 

七 子ども・若者育成支援に関する国際的な協力に

関する事項 

八 前各号に掲げるもののほか、子ども・若者育成

支援施策を推進するために必要な事項 

３ こども基本法第九条第一項の規定により定めら

れた同項のこども大綱のうち前項各号に掲げる事項

に係る部分は、第一項の規定により定められた子ど

も・若者育成支援推進大綱とみなす。 

 

（都道府県子ども・若者計画等） 

第九条 都道府県は、子ども・若者育成支援推進大

綱を勘案して、当該都道府県の区域内における子ど

も・若者育成支援についての計画（以下この条にお

いて「都道府県子ども・若者計画」という。）を定

めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、子ども・若者育成支援推進大綱（都

道府県子ども・若者計画が定められているときは、

子ども・若者育成支援推進大綱及び都道府県子ども・

若者計画）を勘案して、当該市町村の区域内におけ

る子ども・若者育成支援についての計画（次項にお

いて「市町村子ども・若者計画」という。）を定め

るよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども・若者

計画又は市町村子ども・若者計画を定めたときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 これを

変更したときも、同様とする。 

 

（国民の理解の増進等） 

第十条 国及び地方公共団体は、子ども・若者育成

支援に関し、広く国民一般の関心を高め、その理解

と協力を得るとともに、社会を構成する多様な主体

の参加による自主的な活動に資するよう、必要な啓

発活動を積極的に行うものとする。 

 

（社会環境の整備） 

第十一条 国及び地方公共団体は、子ども・若者の

健やかな成長を阻害する行為の防止その他の子ども・

若者の健やかな成長に資する良好な社会環境の整備

について、必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

 

（意見の反映） 

第十二条 国は、子ども・若者育成支援施策の策定

及び実施に関して、子ども・若者を含めた国民の意

見をその施策に反映させるために必要な措置を講ず

るものとする。 

 

（子ども・若者総合相談センター） 

第十三条 地方公共団体は、子ども・若者育成支援

に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要

な情報の提供及び助言を行う拠点（第二十条第三項

において「子ども・若者総合相談センター」という。）

としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、

確保するよう努めるものとする。 

 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第十四条 国は、子ども・若者育成支援施策に関し、

地方公共団体が実施する施策及び民間の団体が行う

子ども・若者の社会参加の促進その他の活動を支援

するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。 

 

第三章 子ども・若者が社会生活を円滑に営むこと

ができるようにするための支援 

（関係機関等による支援） 

第十五条 国及び地方公共団体の機関、公益社団法

人及び公益財団法人、特定非営利活動促進法（平成

十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営

利活動法人その他の団体並びに学識経験者その他の

者であって、教育、福祉、保健、医療、矯正、更生

保護、雇用その他の子ども・若者育成支援に関連す

る分野の事務に従事するもの（以下「関係機関等」

という。）は、修学及び就業のいずれもしていない

子ども・若者、家族の介護その他の日常生活上の世

話を過度に行っていると認められる子ども・若者そ

の他の社会生活を円滑に営む上での困難を有する子

ども・若者に対する次に掲げる支援（以下この章に

おいて単に「支援」という。）を行うよう努めるも

のとする。 

一 社会生活を円滑に営むことができるようにする

ために、関係機関等の施設、子ども・若者の住居そ

の他の適切な場所において、必要な相談、助言又は

指導を行うこと。 

二 医療及び療養を受けることを助けること。 

三 生活環境を改善すること。 

四 修学又は就業を助けること。 

五 前号に掲げるもののほか、社会生活を営むため

に必要な知識技能の習得を助けること。 

六 前各号に掲げるもののほか、社会生活を円滑に

営むことができるようにするための援助を行うこと。 

２ 関係機関等は、前項に規定する子ども・若者に

対する支援に寄与するため、当該子ども・若者の家

族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むこと
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に関係する者に対し、相談及び助言その他の援助を

行うよう努めるものとする。 

 

（関係機関等の責務） 

第十六条 関係機関等は、必要な支援が早期かつ円

滑に行われるよう、次に掲げる措置をとるとともに、

必要な支援を継続的に行うよう努めるものとする。 

一 前条第一項に規定する子ども・若者の状況を把

握すること。 

二 相互に連携を図るとともに、前条第一項に規定

する子ども・若者又は当該子ども・若者の家族その

他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係

する者を必要に応じて速やかに適切な関係機関等に

誘導すること。 

三 関係機関等が行う支援について、地域住民に周

知すること。 

 

（調査研究の推進） 

第十七条 国及び地方公共団体は、第十五条第一項

に規定する子ども・若者が社会生活を円滑に営む上

での困難を有することとなった原因の究明、支援の

方法等に関する必要な調査研究を行うよう努めるも

のとする。 

 

（人材の養成等） 

第十八条 国及び地方公共団体は、支援が適切に行

われるよう、必要な知見を有する人材の養成及び資

質の向上並びに第十五条第一項各号に掲げる支援を

実施するための体制の整備に必要な施策を講ずるよ

う努めるものとする。 

 

（子ども・若者支援地域協議会） 

第十九条 地方公共団体は、関係機関等が行う支援

を適切に組み合わせることによりその効果的かつ円

滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機

関等により構成される子ども・若者支援地域協議会

（以下「協議会」という。）を置くよう努めるもの

とする。 

２ 地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、

内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しな

ければならない。 

 

（協議会の事務等） 

第二十条 協議会は、前条第一項の目的を達するた

め、必要な情報の交換を行うとともに、支援の内容

に関する協議を行うものとする。 

２ 協議会を構成する関係機関等（以下「構成機関

等」という。）は、前項の協議の結果に基づき、支

援を行うものとする。 

３ 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協

議を行うため必要があると認めるとき、又は構成機

関等による支援の実施に関し他の構成機関等から要

請があった場合において必要があると認めるときは、

構成機関等（構成機関等に該当しない子ども・若者

総合相談センターとしての機能を担う者を含む。）

に対し、支援の対象となる子ども・若者に関する情

報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求める

ことができる。 

 

（子ども・若者支援調整機関） 

第二十一条 協議会を設置した地方公共団体の長は、

構成機関等のうちから一の機関又は団体を限り子ど

も・若者支援調整機関（以下「調整機関」という。）

として指定することができる。 

２ 調整機関は、協議会に関する事務を総括すると

ともに、必要な支援が適切に行われるよう、協議会

の定めるところにより、構成機関等が行う支援の状

況を把握しつつ、必要に応じて他の構成機関等が行

う支援を組み合わせるなど構成機関等相互の連絡調

整を行うものとする。 

３ 調整機関は、第十五条第一項に規定する子ども・

若者のうち児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十

四号）第二十五条の二第一項に規定する要保護児童

又は同法第六条の三第五項に規定する要支援児童で

あるものに対し、協議会及び同法第二十五条の二第

一項に規定する要保護児童対策地域協議会が協働し

て効果的に支援を行うことができるよう、同条第四

項に規定する要保護児童対策調整機関と連携を図る

よう努めるものとする。 

 

（子ども・若者指定支援機関） 

第二十二条 協議会を設置した地方公共団体の長は、

当該協議会において行われる支援の全般について主

導的な役割を果たす者を定めることにより必要な支

援が適切に行われることを確保するため、構成機関

等（調整機関を含む。）のうちから一の団体を限り

子ども・若者指定支援機関（以下「指定支援機関」

という。）として指定することができる。 

２ 指定支援機関は、協議会の定めるところにより、

調整機関と連携し、構成機関等が行う支援の状況を

把握しつつ、必要に応じ、第十五条第一項第一号に

掲げる支援その他の支援を実施するものとする。 

 

（指定支援機関への援助等） 

第二十三条 国及び地方公共団体は、指定支援機関

が前条第二項の業務を適切に行うことができるよう

にするため、情報の提供、助言その他必要な援助を

行うよう努めるものとする。 

２ 国は、必要な支援があまねく全国において効果

的かつ円滑に行われるよう、前項に掲げるもののほ

か、指定支援機関の指定を行っていない地方公共団

体（協議会を設置していない地方公共団体を含む。）

に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行う

ものとする。 

３ 協議会及び構成機関等は、指定支援機関に対し、

支援の対象となる子ども・若者に関する情報の提供

その他必要な協力を行うよう努めるものとする。 
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（秘密保持義務） 

第二十四条 協議会の事務（調整機関及び指定支援

機関としての事務を含む。以下この条において同じ。）

に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、

正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘

密を漏らしてはならない。 

 

（協議会の定める事項） 

第二十五条 第十九条から前条までに定めるものの

ほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、

協議会が定める。 

 

第四章 削除 

第二十六条から第三十三条まで 削除 

 

（以下省略） 

第五章 罰則 

附則 
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埼玉県青少年健全育成条例（抄）（昭和五十八年三月九日条例第二十八号） 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、青少年の健全な育成に関する

基本理念及び県等の責務を明らかにし、県が行う施

策を定めるとともに、青少年の健全な成長を阻害す

るおそれのある行為を防止し、もつて青少年の健全

な育成を図ることを目的とする。 

 

（基本理念） 

第二条 何人も、青少年が次代を担う者としての誇

りと自覚を持ち、心身ともに健全に成長するように

青少年を育成するものとする。 

 

（定義） 

第三条 この条例において次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 青少年 十八歳未満の者をいう。 

二 保護者 親権を行う者、未成年後見人、児童福祉

施設の長、寄宿舎の舎監その他の者で、青少年を現

に監護するものをいう。 

三 図書等 図書、雑誌、絵画、写真、映写用フィル

ム、レコード並びに録音又は録画された磁気テープ、

磁気ディスク、光ディスク及び光磁気ディスク並び

にこれらに類するものをいう。 

四 図書等取扱業者 図書等を販売し、若しくは貸し

付け、又は客に図書等の閲覧をさせる営業（風俗営

業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和

二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。）

第二条第六項第三号及び第五号に規定する営業を除

く。）を行う者をいう。 

五 がん具等 がん具、刃物その他の器具類をいう。 

六 自動販売機等 物品の販売又は貸付けに従事する

者と客とが直接に対面（電気通信設備を用いて送信

された画像によりモニター画面を通して行うものを

除く。）をすることなく、販売又は貸付けをするこ

とができる自動販売機又は自動貸出機をいう。 

七 自動販売業者 自動販売機等を用いて図書等又は

がん具等の販売又は貸付けを営む者をいう。 

八 自動販売機等管理者 自動販売機等に図書等又は

がん具等を収納し、及び除去する業務を行う者をい

う。 

九 興行 映画、演劇、音楽、演芸、見せ物等を公衆

に見せ、又は聴かせることをいう。 

十 利用カード等 風適法第二条第九項に規定する店

舗型電話異性紹介営業又は同条第十項に規定する無

店舗型電話異性紹介営業（以下「店舗型電話異性紹

介営業等」という。）を営む者の提供する役務を利

用するために必要な電話番号、会員番号、暗証番号

等の情報が記載されているカードその他の物品であ

つて、当該役務の提供される時間に応ずる対価を得

て発行されるものをいう。 

十一 有害役務営業 店舗型有害役務営業及び無店舗

型有害役務営業をいう。 

十二 店舗型有害役務営業 店舗を設けて役務を提供

する営業で、客の性的好奇心をそそるおそれのある

もののうち、次に掲げるもの（風適法第二条第一項

に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型

性風俗特殊営業及び同条第十一項に規定する特定遊

興飲食店営業に該当するものを除く。）をいう。 

イ 専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を

提供する営業 

ロ 専ら客に異性の姿態を見せる役務を提供する営

業 

ハ 専ら異性の客に同伴し、遊技又は遊興をさせる

役務を提供する営業 

ニ 客に飲食をさせる営業で、客に接する業務に従

事する者が専ら異性の客に接するもののうち、次の

いずれかに該当するもの 

(１) 客に接する業務に従事する者が性的好奇心をそ

そるおそれがある衣服として規則で定めるものを着

用するもの 

(２) 青少年が客に接する業務に従事していることを

連想させる衣服として規則で定めるものを客に接す

る業務に従事する者が着用するもの 

(３) 青少年が客に接する業務に従事していることを

明示し、又は連想させる文字、数字その他の記号、

映像、写真又は絵として規則で定めるものを当該営

業を行う場所の名称又は広告若しくは宣伝に用いる

もの 

十三 無店舗型有害役務営業 人を派遣して役務を提

供する営業で、客の性的好奇心をそそるおそれのあ

るもののうち、前号イからハまでに掲げるもの（風

適法第二条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営

業に該当するものを除く。）をいう。 

十四 有害役務営業者 有害役務営業を営む者をい

う。 

 

（県の責務） 

第四条 県は、青少年の健全な育成に関する総合的

な計画を策定し、国、他の都道府県及び市町村と密

接に連携して、これを実施するように努めなければ

ならない。 

 

（事業者の責務） 

第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たつて

は、青少年の健全な育成に配慮するように努めなけ

ればならない。 

 

（県民の責務） 

第六条 県民は、相互に連携して、地域の青少年の
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健全育成に配慮し、次に掲げる活動を自主的かつ積

極的に行うように努めるものとする。 

一 青少年を取り巻く社会環境の浄化 

二 青少年の社会参加の促進 

三 青少年の規範意識高揚のための啓発 

 

（保護者の責務） 

第七条 保護者は、健全な環境の中で正しい愛情と

知識をもつて青少年を育成するとともに、青少年の

健全な育成に関する講習に参加するように努めなけ

ればならない。 

 

（青少年の努力） 

第七条の二 青少年は、その発達段階に応じて、次

代を担う者としての自覚に基づき、自主性及び責任

感を持つとともに、豊かな心を育むように努めるも

のとする。 

 

（施策等の公表） 

第七条の三 知事は、毎年、青少年及び青少年を取

り巻く社会環境の状況並びに青少年の健全な育成に

関して講じた施策の内容を公表するものとする。 

 

（条例の解釈適用） 

第八条 この条例は、青少年の健全な育成を図るた

めにのみ適用するものであつて、これを拡張して解

釈し、県民の自由と権利を不当に制限するようなこ

とがあつてはならない。 

 

第二章 県が行う施策 

（施策の実施） 

第九条 県は、青少年の健全な育成を図るため、次

に掲げる施策を積極的に実施するものとする。 

一 青少年及びその団体が行う自主的かつ健全な活

動の助長 

二 青少年の健全な育成に関する講習等による保護

者の指導 

三 青少年の健全な育成に関する県民の自主的な活

動の促進 

四 青少年の健全な育成を目的とする団体の活動に

対する援助 

五 青少年の健全な育成に携わる指導者の養成及び

確保 

六 青少年を取り巻く社会環境の浄化 

七 青少年の非行の防止 

八 青少年の活動の場としての施設の整備及びその

利用の促進 

九 青少年の健全な育成に関する調査、研究及び情

報の提供 

十 その他青少年の健全な育成を図るために必要な

施策 

 

（推進体制の整備） 

第九条の二 県は、市町村、事業者及び県民と連携

して青少年の健全な育成を推進するために必要な体

制を整備するものとする。 

 

（優良な図書等及び興行の推奨） 

第十条 知事は、図書等又は興行で、その内容が青

少年の健全な育成を図るため特に優良と認められる

ものを推奨することができる。 

 

第三章 青少年の健全な成長を阻害するおそれのあ

る行為の防止 

（有害図書等の指定及び売買等の禁止） 

第十一条 知事は、図書等の内容の全部又は一部が

次の各号のいずれかに該当するときは、当該図書等

を青少年に有害な図書等として指定することができ

る。 

一 青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な

成長を阻害するおそれのあるもの 

二 青少年の粗暴性又は残虐性を甚だしく助長し、

その健全な成長を阻害するおそれのあるもの 

三 青少年の犯罪又は自殺を著しく誘発し、その健

全な成長を阻害するおそれのあるもの 

２ 次に掲げる図書等は、前項の規定により指定さ

れた図書等とみなす。 

一 図書又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこ

れらに近い状態での卑わいな姿態又は性的な行為で

別表第一に掲げるもの（次号及び第十六条の二第二

項において「卑わいな姿態等」という。）を被写体

とした写真又は描写した絵（陰部を覆い、ぼかし、

又は塗りつぶしているものを含む。）を掲載するペ

ージ（表紙を含む。以下この号において同じ。）の

数の合計が二十ページ以上であるもの又は当該図書

若しくは雑誌のページの総数の五分の一以上である

もの 

二 録画された磁気テープ又は光ディスクであつて、

卑わいな姿態等を描写した場面（陰部を覆い、ぼか

し、又は塗りつぶしているものを含む。）の時間の

合計が三分以上であるもの又は当該場面の数が二十

以上であるもの 

３ 何人も、青少年に対し、第一項の規定により指

定された図書等（前項の規定により指定されたもの

とみなされる図書等を含む。以下「有害図書等」と

いう。）を売買し、交換し、贈与し、若しくは貸し

付け、又は読ませ、聴かせ、若しくは見せてはなら

ない。 

 

（有害図書等の陳列の制限等） 

第十一条の二 図書等取扱業者は、前条第一項各号

のいずれかに該当すると認められる図書等を青少年

に閲覧等がされないように管理しなければならない。 

２ 図書等取扱業者は、有害図書等を陳列するとき

は、規則で定めるところにより、他の図書等と区分

し、かつ、有害図書等の購入若しくは借受け又は閲

覧をしようとする者の見やすい箇所に、青少年の有

害図書等の購入若しくは借受け又は閲覧を禁止する
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旨を表示しなければならない。 

３ 知事は、図書等取扱業者が前項の規定に違反し

て区分せず、又は表示しないで有害図書等を陳列し

ていると認めるときは、当該図書等取扱業者に対し、

同項の規定による区分又は表示をすべきことを命ず

ることができる。 

 

（有害がん具等の指定及び売買等の禁止） 

第十二条 知事は、がん具等の構造等が次の各号の

いずれかに該当するときは、当該がん具等を青少年

に有害ながん具等として指定することができる。 

一 青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な

成長を阻害するおそれのあるもの 

二 青少年又はその他の者の生命又は身体に対して

危険を伴い、又は害を及ぼし、青少年の健全な成長

を阻害するおそれのあるもの 

２ 専ら性的な行為の用に供する器具類であつて、

別表第二に掲げるものは、前項の規定により指定さ

れたがん具等とみなす。 

３ 何人も、青少年に対し、第一項の規定により指

定されたがん具等（前項の規定により指定されたも

のとみなされるがん具等を含む。以下「有害がん具

等」という。）を売買し、交換し、贈与し、若しく

は貸し付け、又は所持させてはならない。 

４ 何人も、青少年に対し、有害がん具等（第一項

第二号に係るものを除く。）を見せ、又は触れさせ

てはならない。 

 

（図書等又はがん具等の自動販売機等の設置等の届

出） 

第十二条の二 図書等又はがん具等の自動販売機等

を設置しようとする者は、自動販売機等ごとに、当

該自動販売機等を設置する日の十日前までに、規則

で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届

け出なければならない。 

一 氏名及び住所（法人にあつては、その名称、代

表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

二 自動販売機等の設置場所 

三 自動販売機等管理者の氏名及び住所 

四 自動販売機等の設置場所を提供する者の氏名及

び住所（法人にあつては、その名称、代表者の氏名

及び主たる事務所の所在地） 

五 その他規則で定める事項 

２ 前項の規定による届出をした者は、同項各号（第

二号を除く。）に掲げる事項に変更があつたとき、

又は当該自動販売機等の設置を廃止したときは、当

該変更又は廃止の日から十五日以内に、規則で定め

るところにより、その旨を知事に届け出なければな

らない。 

 

（自動販売機等管理者の設置） 

第十三条 自動販売業者は、自動販売機等ごとに、

規則で定めるところにより、自動販売機等管理者を

置かなければならない。 

（自動販売業者等の表示） 

第十三条の二 自動販売業者は、規則で定めるとこ

ろにより、自動販売機等に第十二条の二第一項第一

号から第三号までに掲げる事項を表示しなければな

らない。 

 

（自動販売機等への有害図書等及び有害がん具等の

収納の禁止等） 

第十四条 自動販売業者及び自動販売機等管理者は、

有害図書等又は有害がん具等を自動販売機等に収納

してはならない。 

２ 自動販売業者及び自動販売機等管理者は、自動

販売機等に現に収納されている図書等又はがん具等

が有害図書等又は有害がん具等になつたときは、当

該図書等又はがん具等を直ちに自動販売機等から除

去しなければならない。 

３ 自動販売機等の設置場所を提供する者は、第十

一条第一項各号のいずれかに該当すると認められる

図書等又は第十二条第一項各号のいずれかに該当す

ると認められるがん具等を自動販売機等に収納させ

ないように努めなければならない。 

 

（自動販売機等に関する適用除外） 

第十五条 第十二条の二から前条までの規定は、こ

の条例又は他の法令により青少年を客として入場さ

せることが禁止され、かつ、外部から図書等又はが

ん具等の購入又は借受けをすることができない場所

に設置される自動販売機等については、適用しない。 

 

（有害興行の指定及び入場の禁止） 

第十六条 知事は、興行の内容の全部又は一部が第

十一条第一項各号のいずれかに該当するときは、当

該興行を青少年に有害な興行として指定することが

できる。 

２ 前項の規定により指定された興行を行う者は、

当該興行を行う場所に青少年を客として入場させて

はならない。 

３ 第一項の規定により指定された興行を行う者は、

当該興行を行う場所に入場しようとする者の見やす

い箇所に、青少年の入場を禁止する旨を表示しなけ

ればならない。 

 

（有害広告文書の指定及び配布等の禁止等） 

第十六条の二 知事は、広告文書（散らしその他の

営業の広告に関する印刷物をいう。以下同じ。）の

内容が第十一条第一項各号のいずれかに該当すると

きは、当該広告文書を青少年に有害な広告文書とし

て指定することができる。 

２ 広告文書であつて、卑わいな姿態等を被写体と

した写真又は描写した絵（陰部を覆い、ぼかし、又

は塗りつぶしているものを含む。）を掲載するもの

は、前項の規定により指定された広告文書とみなす。 

３ 広告文書の広告主又はその代理人、使用人その

他の従業者（以下「広告主等」という。）は、第一
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項の規定により指定された広告文書（前項の規定に

より指定されたものとみなされる広告文書を含む。

以下「有害広告文書」という。）を青少年に配布し

てはならない。 

４ 広告主等は、有害広告文書を戸別に頒布しては

ならない。ただし、青少年以外の者を名あて人とし

た封書で頒布する場合その他青少年が有害広告文書

を容易に見るおそれのない方法で頒布する場合につ

いては、この限りでない。 

５ 知事は、広告主等が前二項の規定に違反して有

害広告文書を配布し、又は頒布していると認めると

きは、その者に対し、当該違反行為の中止を命ずる

ことができる。 

 

（有害広告物に対する措置） 

第十七条 知事は、広告物（看板、立看板、はり紙

及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工

作物等に表示され、又は掲出されたもの並びにこれ

らに類するものをいう。以下同じ。）の内容が第十

一条第一項各号のいずれかに該当するときは、当該

広告物を表示し、掲出し、又は管理する者に対し、

その内容の変更又は除去を命ずることができる。 

２ 前項の規定は、この条例又は他の法令により青

少年を客として入場させることが禁止され、かつ、

外部から見えない場所に表示し、又は掲出されてい

る広告物については、適用しない。 

 

（利用カード等の売買等の禁止） 

第十七条の二 何人も、青少年に対し、利用カード

等を売買し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、

又は利用カード等に記載された店舗型電話異性紹介

営業等を営む者の提供する役務を利用するために必

要な電話番号、会員番号、暗証番号等の情報を教え

てはならない。 

 

（自動販売機等への利用カード等の収納の禁止） 

第十七条の三 利用カード等を販売する営業を営む

者は、利用カード等を自動販売機等に収納してはな

らない。 

２ 前項の規定は、この条例又は他の法令により青

少年を客として入場させることが禁止され、かつ、

外部から利用カード等を購入することができない場

所に設置される自動販売機等については、適用しな

い。 

 

（有害役務営業者の禁止行為） 

第十七条の四 店舗型有害役務営業者は、その営業

に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 

一 青少年を客に接する業務に従事させること。 

二 青少年を営業所に客として立ち入らせること。 

２ 無店舗型有害役務営業者は、その営業に関し、

次に掲げる行為をしてはならない。 

一 青少年を客に接する業務に従事させること。 

二 受付所（第三条第十二号イからハまでに規定す

る役務の提供以外の客に接する業務を行うための施

設をいう。以下同じ。）を設けて営む場合にあつて

は、青少年を受付所に客として立ち入らせること。 

三 青少年を客とすること。 

 

（有害役務営業に係る勧誘行為等の禁止） 

第十七条の五 何人も、次に掲げる行為をしてはな

らない。 

一 青少年に対し、有害役務営業の客に接する業務

に従事するよう勧誘すること。 

二 青少年に対し、有害役務営業の客となるよう勧

誘すること。 

三 青少年に対し、有害役務営業に係る広告又は宣

伝の用に供される文書、図画その他の物（第六号に

おいて「宣伝文書等」という。）を頒布すること。 

四 有害役務営業の客に接する業務に従事するよう

青少年に勧誘させること。 

五 有害役務営業の客となるよう青少年に勧誘させ

ること。 

六 宣伝文書等を青少年に頒布させること。 

 

（有害役務営業に係る青少年の立入禁止表示等） 

第十七条の六 有害役務営業者は、次の各号に掲げ

る有害役務営業の区分に従い、当該各号に定める場

所に立ち入ろうとする者の見やすい箇所に、青少年

の立入りを禁止する旨の表示をしなければならない。 

一 店舗型有害役務営業 営業所 

二 無店舗型有害役務営業（受付所を設けて営むも

のに限る。） 受付所 

２ 有害役務営業者は、当該有害役務営業につき広

告又は宣伝をするときは、次の各号に掲げる有害役

務営業の区分に従い、当該各号に定める事項を明ら

かにしなければならない。 

一 店舗型有害役務営業 営業所への青少年の立入り

を禁止する旨 

二 無店舗型有害役務営業 青少年が無店舗型有害役

務営業の客となることを禁止する旨及び受付所を設

けて営む無店舗型有害役務営業にあつては、受付所

への青少年の立入りを禁止する旨 

 

（有害役務営業に係る従業者名簿） 

第十七条の七 有害役務営業者は、次の各号に掲げ

る有害役務営業の区分に従い、当該各号に定める場

所ごとに、規則で定めるところにより、従業者名簿

を備え、これに当該有害役務営業に係る業務に従事

する者の氏名、生年月日及び住所その他の規則で定

める事項を記載しておかなければならない。 

一 店舗型有害役務営業 営業所 

二 無店舗型有害役務営業 事務所（事務所のない者

にあつては、住所。第二十六条第一項第六号におい

て「事務所」という。） 

 

（有害役務営業者に対する命令） 

第十七条の八 知事は、有害役務営業者又はその代
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理人、使用人その他の従業者が当該有害役務営業に

関し第十七条の四から前条までの規定に違反したと

きは、当該有害役務営業者に対し、当該違反行為の

中止その他違反を是正するために必要な措置をとる

べきことを命ずることができる。 

２ 知事は、有害役務営業者が、前項の規定による

命令に違反したときは、当該有害役務営業者に対し、

六月を超えない範囲内で期間を定めて当該有害役務

営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

３ 知事は、前項の規定による命令をしたときは、

その旨を公表するものとする。 

 

（金銭貸付け等の禁止） 

第十八条 質屋（質屋営業法（昭和二十五年法律第

百五十八号）第一条第二項に規定する質屋をいう。

以下同じ。）は、物品（同条第一項に規定する物品

をいう。）を質に取つて青少年に金銭を貸し付けて

はならない。 

２ 古物商（古物営業法（昭和二十四年法律第百八

号）第二条第三項に規定する古物商をいう。以下同

じ。）は、古物（同条第一項に規定する古物をいう。

以下同じ。）を青少年から買い受け、青少年を相手

として交換し、又は青少年から古物の売買若しくは

交換の委託を受けてはならない。 

３ 貸金業（貸金業法（昭和五十八年法律第三十二

号）第二条第一項に規定する貸金業をいう。以下同

じ。）を営む者は、青少年に対し、金銭の貸付け又

は金銭の借入れの媒介（手形の割引、売渡担保その

他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は

当該方法によつてする金銭の受入れの媒介を含む。）

をしてはならない。 

４ 前三項の規定は、当該青少年が親権を行う者又

は後見人の同意を得たと認められるときは、適用し

ない。 

 

（着用済み下着等の買受け等の禁止） 

第十八条の二 何人も、青少年から着用済み下着等

（着用した下着又はだ液若しくはふん尿（これらに

該当すると称したものを含む。）をいう。以下同じ。）

を買い受け、又は売却の委託を受けてはならない。 

２ 何人も、青少年に対し、着用済み下着等を販売

してはならない。 

 

（勧誘行為の禁止） 

第十八条の三 何人も、青少年に対し、次の行為を

行つてはならない。 

一 着用済み下着等を売却するように勧誘すること。 

二 性風俗関連特殊営業（風適法第二条第五項に規

定する性風俗関連特殊営業をいう。）において客に

接する業務に従事するように勧誘すること。 

三 接待飲食等営業（風適法第二条第四項に規定す

る接待飲食等営業のうち、同条第一項第一号に該当

する営業をいう。）の客となるように勧誘すること。 

 

（淫らな性行為等の禁止） 

第十九条 何人も、青少年に対し、淫らな性行為又

はわいせつな行為をしてはならない。 

２ 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又

は見せてはならない。 

 

（入れ墨の禁止） 

第十九条の二 何人も、正当な理由がある場合を除

き、青少年に対し、入れ墨を施し、受けさせ、又は

これらの行為を周旋してはならない。 

 

（児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止） 

第十九条の三 何人も、青少年に対し、当該青少年

に係る児童ポルノ等（児童買春、児童ポルノに係る

行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する

法律（平成十一年法律第五十二号）第二条第三項に

規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げ

る児童の姿態を視覚により認識することができる方

法により描写した情報を記録した電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識

することができない方式で作られる記録であつて、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。第二十一条の四第一項及び第五項第二号におい

て同じ。）その他の記録をいう。第二十九条第三号

において同じ。）の提供を求めてはならない。 

 

（場所の提供及び周旋の禁止） 

第二十条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対し

て行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを

知つて、場所を提供し、又は周旋してはならない。 

一 淫らな性行為又はわいせつな行為 

二 暴行又は脅迫 

三 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の使用 

四 トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメ

タノールを含有するシンナー、接着剤、充填料若し

くは塗料の不健全な使用 

五 賭博 

六 喫煙又は飲酒 

七 第十八条の二第一項に規定する行為 

八 第十九条の二に規定する行為 

 

（深夜に外出させる行為の制限） 

第二十一条 保護者は、深夜（午後十一時から翌日

の午前四時までの間をいう。以下同じ。）に青少年

を外出させないように努めなければならない。 

２ 保護者以外の者は、保護者の委託を受けず、又

は承諾を得ないで、深夜に青少年を外出させてはな

らない。 

３ 深夜に営業を行う者及びその代理人、使用人そ

の他の従業者は、深夜に当該営業に係る施設内及び

敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努め

なければならない。 

 

（深夜における施設への入場の禁止） 
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第二十一条の二 次に掲げる営業を行う者（次項に

おいて「営業者」という。）は、当該営業を行う施

設に深夜において青少年を客として入場させてはな

らない。 

一 個室を設け、当該個室において客に専用装置に

よる伴奏音楽に合わせて歌唱をさせる営業 

二 個室を設け、当該個室において客に図書等の閲

覧を行わせる営業（風適法第二条第六項第三号に規

定する営業を除く。）又はインターネットの利用を

行わせる営業 

２ 営業者は、深夜において営業を行う場合は、当

該営業を行う施設に入場しようとする者の見やすい

箇所に、深夜における青少年の入場を禁止する旨を

表示しなければならない。 

 

（インターネットの利用の制限） 

第二十一条の三 保護者及びインターネットを利用

することができる端末装置を青少年の利用に供する

者は、青少年がインターネットを利用するに当たつ

ては、その内容が第十一条第一項各号のいずれかに

該当すると認められる情報（次条第二項において「有

害情報」という。）を青少年に閲覧、書き込み又は

掲載をさせないように努めなければならない。 

 

（携帯電話端末等による有害情報の閲覧の制限） 

第二十一条の四 保護者は、次に掲げる場合におい

て、青少年が安全に安心してインターネットを利用

できる環境の整備等に関する法律（平成二十年法律

第七十九号。以下この条において「法」という。）

第十五条ただし書の規定によりフィルタリングサー

ビス（法第二条第十項に規定する青少年有害情報フ

ィルタリングサービスをいう。以下同じ。）を利用

しない旨の申出又は法第十六条ただし書の規定によ

りフィルタリング有効化措置（同条に規定する青少

年有害情報フィルタリング有効化措置をいう。以下

同じ。）を講ずることを希望しない旨の申出をする

ときは、規則で定める正当な理由その他規則で定め

る事項を記載した書面（規則で定める方法による申

出をする場合においては、電磁的記録に代えること

ができる。第三項及び第四項において同じ。）を携

帯電話インターネット事業者等（法第十三条第一項

に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事

業者等をいう。以下同じ。）に提出しなければなら

ない。 

一 青少年が携帯電話インターネット接続役務（法

第二条第七項に規定する携帯電話インターネット接

続役務をいう。以下同じ。）の提供を受ける契約（当

該契約の内容を変更する契約を含む。）を締結する

場合 

二 青少年を携帯電話端末等（法第二条第七項に規

定する携帯電話端末等をいう。以下同じ。）の使用

者とする携帯電話インターネット接続役務に係る契

約（当該契約の内容を変更する契約を含む。）を保

護者が締結する場合 

２ 携帯電話インターネット事業者等は、前項各号

に規定する契約（当該契約の内容を変更する契約に

あつては、同項の書面が提出される場合に限る。）

を締結するに当たつては、青少年又はその保護者に

対し、携帯電話端末等からのインターネットの利用

により青少年が有害情報の閲覧をする可能性がある

ことその他の規則で定める事項を記載した説明書を

交付しなければならない。 

３ 携帯電話インターネット事業者（法第二条第八

項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供

事業者をいう。）は、第一項各号に規定する契約を

締結する場合において、同項の書面の提出があつた

ときに限り、フィルタリングサービスを除いて携帯

電話インターネット接続役務を提供することができ

る。 

４ 携帯電話インターネット事業者等は、第一項各

号に規定する契約の締結に当たり、特定携帯電話端

末等（法第十六条に規定する特定携帯電話端末等を

いう。以下同じ。）を販売する場合において、同項

の書面の提出があつたときに限り、当該特定携帯電

話端末等について、フィルタリング有効化措置を講

じないことができる。 

５ 第三項又は前項に規定する場合において、携帯

電話インターネット事業者等は、第一項各号に規定

する契約が終了する日又は規則で定める日のいずれ

か早い日までの間、次に掲げるいずれかを保存しな

ければならない。 

一 第一項の書面又はその写し 

二 第一項の書面（電磁的記録を含む。次号におい

て同じ。）が記録された規則で定める記録媒体（次

号において「記録媒体」という。） 

三 前二号に掲げるもののほか、第一項の書面に記

載された事項（規則で定める事項に限る。）が記載

され、若しくは記録された他の書面又は記録媒体 

四 前三号に掲げるもののほか、規則で定めるもの 

６ 保護者は、前条の趣旨にのつとり、法第十四条

の規定による携帯電話インターネット事業者等の説

明を聴くように努めるとともに、その監護する青少

年（第一項第一号に規定する契約を締結する者又は

現に使用している特定携帯電話端末等を他の特定携

帯電話端末等に変更して使用するための手続をする

者に限る。）に対する当該携帯電話インターネット

事業者等の説明が円滑に行われるよう当該携帯電話

インターネット事業者等への協力に努めなければな

らない。 

７ 知事は、携帯電話インターネット事業者等が第

二項、第三項、第四項又は第五項の規定に違反して

いると認めるときは、当該携帯電話インターネット

事業者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告する

ことができる。 

８ 知事は、前項の規定による勧告を行うために必

要な限度において、フィルタリングサービスを除い

て携帯電話インターネット接続役務の提供を受けて

いる、又は特定携帯電話端末等へのフィルタリング
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有効化措置を講じていないと認められる青少年の保

護者に対し、報告又は資料の提示を求めることがで

きる。 

９ 知事は、第七項の規定による勧告を受けた携帯

電話インターネット事業者等が当該勧告に従わなか

つたときは、その旨を公表することができる。 

10 知事は、前項の規定により公表しようとすると

きは、当該携帯電話インターネット事業者等に意見

を述べる機会を与えなければならない。 

11 県は、法第十四条及び第二項の規定による携帯

電話インターネット事業者等の説明等が円滑かつ適

切に行われるよう普及啓発等によりその取組に協力

するとともに、前条の趣旨を踏まえ、保護者及び青

少年、関係事業者その他青少年の健全な育成に取り

組むものに対し、情報の提供その他の必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。 

 

（遊技場における非行の防止） 

第二十二条 テレビゲーム機、スロットマシンその

他の遊技機を設置して客に遊技をさせる営業（風適

法第二条第一項第四号に規定する営業を除く。）又

は第二十一条の二第一項各号に掲げる営業を行う者

及びこれらの営業を行う場所を管理する者は、当該

場所において、青少年が喫煙、飲酒その他の非行を

しないようその防止に努めなければならない。 

 

（旅館業等を営む者の届出） 

第二十三条 旅館業（旅館業法（昭和二十三年法律

第百三十八号）第二条第一項に規定する旅館業をい

う。）、住宅宿泊事業（住宅宿泊事業法（平成二十

九年法律第六十五号）第二条第三項に規定する住宅

宿泊事業をいう。）又は住宅宿泊管理業（同条第六

項に規定する住宅宿泊管理業をいう。）を営む者は、

同伴の保護者がなく、かつ、その行動に明らかに不

審な点があると認められる青少年が客として宿泊し

た場合は、速やかに警察官に届け出るように努めな

ければならない。 

 

第四章 雑則 

（県民の申出） 

第二十三条の二 県民は、第十条の規定による推奨、

第十一条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項

若しくは第十六条の二第一項の規定による指定又は

第十一条の二第三項、第十六条の二第五項、第十七

条第一項若しくは第十七条の八第一項の規定による

命令をすべき旨を知事に申し出ることができる。 

 

（推奨及び指定の告示等） 

第二十四条 第十条の規定による推奨及び第十一条

第一項、第十二条第一項、第十六条第一項又は第十

六条の二第一項の規定による指定は、埼玉県報に告

示することにより行うものとする。 

２ 知事は、前項の推奨又は指定をしたときは、そ

の旨を規則で指定する新聞に掲載するものとする。 

（審議会への諮問） 

第二十五条 知事は、次に掲げる場合は、埼玉県青

少年健全育成審議会（以下この条において「審議会」

という。）に諮問しなければならない。ただし、第

一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる場合にお

いて、緊急を要し、審議会を招集するいとまがない

ときは、その限りでない。 

一 第十条の規定により推奨をしようとするとき。 

二 第十一条第一項、第十二条第一項、第十六条第

一項又は第十六条の二第一項の規定により指定をし

ようとするとき。 

三 第三条第十二号ニ(１)から(３)まで、第十一条

の二第二項又は第二十一条の四第一項若しくは第二

項の規則を定めようとするとき。 

四 第十一条の二第三項、第十六条の二第五項、第

十七条第一項又は第十七条の八第一項若しくは第二

項の規定により措置を命じようとするとき。 

五 第二十一条の四第七項の規定により勧告をしよ

うとするとき。 

２ 知事は、前項ただし書の規定により、審議会に

諮問しないで推奨、指定、命令又は勧告をしたとき

は、審議会にその旨を通知しなければならない。 

 

（立入調査） 

第二十六条 知事は、この条例の施行に必要な限度

において、その指定する職員に、次に掲げる場所に

立ち入り、業務の状況を調査させ、又は関係人に質

問させ、若しくは資料を提出させることができる。 

一 図書等又はがん具等の販売又は貸付けを営む場

所 

二 興行を行う場所 

三 利用カード等の販売を営む場所 

四 質屋、古物商又は貸金業を行う者の営業所 

五 店舗型有害役務営業の営業所 

六 無店舗型有害役務営業の事務所、受付所又は待

機所（客の依頼を受けて派遣される第三条第十二号

イからハまでに規定する役務を行う者を待機させる

ための施設をいう。） 

七 第二十一条の二第一項各号に掲げる営業を行う

場所 

八 インターネットを利用することができる端末装

置を公衆の利用に供する場所 

九 携帯電話インターネット事業者等の営業所、事

務所その他の事業場 

十 テレビゲーム機、スロットマシンその他の遊技

機を設置して客に遊技をさせる営業（風適法第二条

第一項第四号に規定する営業を除く。）を行う場所 

２ 前項の規定により立入調査又は質問をする職員

は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示

しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、

犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら

ない。 
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（委任） 

第二十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

 

第五章 罰則 

（罰則） 

第二十八条 第十九条第一項の規定に違反した者は、

二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第二十八条の二 第十七条の八第二項の規定による命

令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以

下の罰金に処する。 

第二十八条の三 第十七条の四第一項又は第二項（第

一号又は第二号に係る部分に限る。）の規定に違反

した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金

に処する。 

第二十八条の四 第十九条の二の規定に違反した者

は、五十万円以下の罰金に処する。 

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、

三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十一条第三項、第十二条第三項若しくは第四

項、第十三条、第十四条第一項若しくは第二項、第

十六条第二項、第十七条の二、第十七条の三第一項、

第十七条の五（第三号に係る部分を除く。）、第十

八条第一項、第二項若しくは第三項、第十八条の二、

第十八条の三、第十九条第二項、第二十条、第二十

一条第二項又は第二十一条の二第一項の規定に違反

した者 

二 第十一条の二第三項、第十六条の二第五項又は

第十七条第一項の規定による命令に違反した者 

三 第十九条の三の規定に違反して、次に掲げる行

為を行つた者 

イ 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年

に係る児童ポルノ等の提供を求めること。 

ロ 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又

は青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与

の申込み若しくは約束をする方法により、当該青少

年に係る児童ポルノ等の提供を求めること。 

第二十九条の二 次の各号のいずれかに該当する者

は、二十万円以下の罰金に処する。 

一 第十七条の七の規定に違反して、従業者名簿を

備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚

偽の記載をした者 

二 第二十六条第一項の規定による調査を拒み、妨

げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に

対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若し

くは同項の規定による資料の提出をせず、若しくは

虚偽の資料を提出した者 

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、十

万円以下の罰金に処する。 

一 第十二条の二第一項又は第二項の規定による届

出をせず、又は虚偽の届出をした者 

二 第十三条の二の規定による表示をせず、又は虚

偽の表示をした者 

三 第十六条第三項、第十七条の六又は第二十一条

の二第二項の規定に違反した者 

第三十一条 第十一条第三項、第十二条第三項若し

くは第四項、第十六条第二項、第十七条の二、第十

七条の四第一項若しくは第二項（第一号又は第二号

に係る部分に限る。）、第十七条の五（第三号に係

る部分を除く。）、第十八条第一項、第二項若しく

は第三項、第十八条の二、第十八条の三、第十九条

第一項若しくは第二項、第十九条の二、第二十条、

第二十一条第二項又は第二十一条の二第一項の規定

に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないこと

を理由として、第二十八条から第二十九条までの規

定による処罰を免れることができない。ただし、当

該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、

この限りでない。 

 

（両罰規定） 

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代

理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関し、第二十八条から第三十条までの違反行

為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又

は人に対して各本条の罰金刑を科する。 

 

（罰則の適用除外） 

第三十三条 この条例の罰則は、青少年に対しては、

適用しない。 

 

附則（略） 
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