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１  計画策定の趣旨  

 

君津市では、平成22年３月に「君津市次世代育成支援行動計画（後期計画）」を

策定し、「すべての子どもたちが安心して過ごせるまちづくり、すべての親が安心して

子育てできるまちづくり」を基本理念に、保育サービスの充実、次世代の育ちへの支

援、仕事と子育ての両立への支援等の事業に取り組んできました。 

家庭や地域の子育てをめぐる環境の変化や少子化の急速な進行や待機児童の増加

に対応するため、平成24年８月に「子ども・子育て支援関連３法」が制定され、質

の高い幼児期の教育・保育の総合的な提供や地域での子ども・子育て支援の充実を

図るため、平成27年度から「子ども・子育て支援新制度」が施行されました。 

新たな制度のもとでは、「子どもの最善の利益」が実現される社会をめざすとの考

えを基本に、制度、財源を一元化して新しい仕組みを構築し、子どもの幼児期の学

校教育・保育の一体的な提供、保育の量的拡充、家庭における養育支援等を総合的

に推進していくことを目指し、君津市においても、子どもの健やかな成長と子育て

家庭を支援するため「君津市次世代育成支援行動計画」によるこれまでの取組の成

果を踏まえて、平成27年３月には「君津市子ども・子育て支援計画」を策定しまし

た。 

国や市における対策が進められる中でも、出産・子育てへの不安や孤立感を持つ

保護者の増加や、待機児童の発生、子どもの貧困など、子どもや子育てをめぐる環

境は厳しさを増しており、継続的な支援や多様な機関が連携した対応の必要性が高

まっています。 

このような状況の変化に対応するため、妊娠から出産、子育て、子どもの成長を

通じて切れ目のない支援が重要であり、子どもと子育て家庭に対する支援の推進が

求められます。また、生まれ育った環境に左右されないよう子どもの貧困対策、ひ

とり親家庭の自立支援など、子どもの成長段階に応じた支援を一体的に盛り込んだ

総合的な計画として、「第２期君津市子ども・子育て支援計画」を作成します。 

この「第２期君津市子ども・子育て支援計画」は、第１期計画が終了することに

伴い、より効果的な施策を展開するために、施策を体系的にとりまとめ、第１期計

画を引き継ぐものとして策定するものです。 
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２  計画の位置づけ  

 

 本計画は、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づけます。 

 

「子ども子育て支援法」の第61条に基づく、「市町村子ども・子育て支援事業計画」

（以下「子ども・子育て支援事業計画」といいます。）として策定します。前期に

続き、子ども・子育て支援事業計画として位置づけます。 

その他にも、次世代育成支援対策推進法第８条に基づく「市町村行動計画」 

（以下「次世代育成支援行動計画」といいます。）、「新・放課後子ども総合プラン」

に基づく「市町村行動計画」（以下「放課後子ども総合プラン行動計画」といいま

す。）に基づく計画として位置づけます。 

  次世代育成支援行動計画の法的根拠となる「次世代育成支援対策推進法」は平成

27年３月までの時限立法でしたが、一般事業主行動計画の更なる推進という観点

から、令和７年３月まで10年間延長することとなりました。これにより、同法第

８条で定める「市町村行動計画」の法的根拠が存続することとなりますが、策定は

任意となります。 

本市では、できる限り次世代育成支援行動計画の内容を本計画に取り入れ、「次

世代育成支援対策推進法」に基づく、市町村行動計画の性格を合わせ持った計画を

策定します。 

  本計画は市のまちづくりの基本となる「君津市総合計画（まちづくり構想）」（平

成25年度～令和４年度）を上位計画として、他の関連計画と整合性を図った市の

子ども・子育て支援に関する総合的な計画です。 
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３  計画の対象  

 

本計画は生まれる前から乳幼児期を経て、青少年期に至るまでの子ども・青少年とその

家庭を対象とします。 

また、施策の内容に応じて、対象年齢に幅を持たせる等柔軟な対応をします。 

 

 

４  計画の期間  

 

本計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。 

また、社会、経済状況の変化や子どもと家庭を取り巻く状況、保育ニーズの変化など、

様々な状況の変化に対応するため、必要に応じて計画の見直しを行うこととします。 

 

 

本計画及び関連計画の期間 

令 和 
元年度 

令 和 
２年度 

令 和 
３年度 

令 和 
４年度 

令 和 
５年度 

令 和 
６年度 

      

      

      

      

      

      

 

 

  

 君津市総合計画（まちづくり構想） 

第１期 

 第３次君津市地域福祉計画 

第２期君津市子ども・子育て支援計画 
子ども・子育て支援事業計画 
次世代育成支援行動計画 

 第３次君津市障害者基本計画  第２次君津市障害者基本計画 

 

 第３次きみつ教育 創・奏５か年プラン 

 第２次健康きみつ２１（平成２５～令和５年度） 
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１ 君津市の概況  

 

１ 人口の動向 

 

（１）総人口と年少人口割合の推移 

本市の総人口の推移についてみると、平成７年以降減少しており、平成７年では

93,216人であったのに対して、平成27年では86,033人と20年間で7,183人の減少が

みられます。 

15歳未満の年少人口の推移についてみると、平成２年以降一貫して減少を続けており、

平成２年が17,356人であったのに対して、平成27年では9,845人となっています。 

また、総人口に占める年少人口の割合についても同様に低下を続けており、平成２年が

19.4％であったのに対して、平成27年では11.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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２ 人口の推計 

 

（１）計画期間における推計児童人口 

推計児童人口についてみると、令和６年には0～5歳の人口は2,800人、6～11歳は

3,146人、12～17歳は3,713人になると推計されます。 
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３ 出生の動向 

 

（１）出生数の推移 

本市の出生数（１年間に生まれた子どもの数）は、平成23年の620人から平成26年

の651人まで微増し、平成27年では647人と微減し、平成28年では555人と大きく減

少しています。 

    

出生数の推移 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉県衛生統計年報 

（２）婚姻数と離婚数の推移 

婚姻数は、平成26年の460組をピークに、平成27年には377組と、大きく減少し、

その後増減を繰り返しています。 

また、離婚数は平成24年まで200組前後で推移していましたが、平成25年は164組

と減少し、平成29年には152組まで減少しています。 

 

婚姻数と離婚数の推移 
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資料：千葉県衛生統計年報 
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４ 幼稚園入園状況 

 

幼稚園の最近６年間の入園状況は次のとおりになっています。 

平成２6年の791人から増減を繰り返し、令和元年には764人となっています。 

君津市内幼稚園入園状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：君津市統計／各年５月１日現在 

 

５ 保育園入園状況 

 

保育園の最近６年間の入園状況は次のとおりになっています。 

平成26年の1,109人から平成28年までは増減し、平成29年度には1,132人に増加し

ています。翌年から減少傾向にあり、平成31年には1,093人となっています。 

君津市内保育園入園状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：君津市統計／各年４月１日現在 

  

満3歳 3歳 4歳 5歳 合計
R1.05.01 3 237 264 260 764

うち市外受入 1 64 62 70 197
H30.05.01 1 222 249 256 728

うち市外受入 0 52 60 70 182
H29.05.01 4 213 254 277 748

うち市外受入 1 54 65 63 183
H28.05.01 3 212 279 290 784

うち市外受入 1 56 65 70 192
H27.05.01 1 211 281 281 774

うち市外受入 1 58 64 64 187
H26.05.01 4 197 275 315 791

うち市外受入 0 58 62 57 177

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計
H31.04.01 36 154 183 224 246 250 1,093

うち市外受入 0 2 3 6 8 8 27
H30.04.01 36 146 192 235 250 249 1,108

うち市外受入 1 2 5 6 6 6 26
H29.04.01 44 149 198 238 254 249 1,132

うち市外受入 0 4 6 4 6 9 29
H28.04.01 47 141 186 234 242 249 1,099

うち市外受入 1 5 1 5 7 10 29
H27.04.01 35 136 181 210 246 268 1,076

うち市外受入 0 1 4 5 10 11 31
H26.04.01 32 130 157 228 265 297 1,109

うち市外受入 2 5 4 9 14 11 45
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２ 君津市子ども・子育て支援ニーズ調査 

 

１  調査目的 
 

「第２期君津市子ども・子育て支援計画」を策定するにあたり、子ども・子育て支援に

関する生活実態や要望・意見などを把握すること、教育・保育及び、地域の子育て支援事

業等の必要量の見込み、確保方策を検討する基礎資料を得るために実施したものです。 

 

 

２  調査対象と調査方法 
 

調査対象：１．市内の就学前児童がいる世帯   ： 1,300世帯 

     ２．市内の就学児童（１～３年生）がいる世帯： ７00世帯 

調査方法：郵送によるアンケート調査（就学児童調査のみお礼兼督促状を発送） 

調査期間：平成30年12月10日（月）～12月26日（水） 

 

 

３  回収結果 
 

調査名 発送数 回収数 回収率 

１．就学前児童調査 1,300件 796件 61.2% 

２．就学児童調査（小学１年生～３年生） 700件 375件 53.6% 

 

 

４  主な調査結果 
 

（１）主に子育てをしている人 

主な子育て（教育を含む）担当者は、「父母ともに」が就学前児童59.5％、就学児童

（低学年）65.6％で最も多く、これに「主に母親」が就学前児童38.2％、就学児童（低

学年）32.8％で次いでいます。 
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（２）子どもを日常的に預けられる親族・知人の有無 

日頃子どもをみてもらえる親族・知人の有無をみると、「緊急時もしくは用事の際には

祖父母等の親族にみてもらえる」が就学前児童60.3％、就学児童（低学年）49.3％で最

も多く、これに「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」が就学前児童27.6％、就学

児童（低学年）37.6％で続いています。一方、「いずれもいない」は就学前児童で

14.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）両親の就労状況 

現在の就労状況をみると、就学前児童の母親では、「以前は就労していたが、現在は就

労していない」が35.6％で最も多く、これに「パート・アルバイト等（「フルタイム」以

外の就労）で就労しており、育休・介護休業中ではない」が24.9％で次いでいます。就

学児童（低学年）の母親では、「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就

労しており、育休・介護休業中ではない」が42.9％で最も多く、これに「フルタイム

（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労しており、育休・介護休業中ではない」

が31.5％で次いでいます。 

父親では、「就労している／フルタイム：育休・介護休業中ではない」が就学前児童で

81.6％、就学児童（低学年）で82.1％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

母親／就学前児童 (795)

母親／就学児童（低学年） (371)

父親／就学前児童 (755)

父親／就学児童（低学年） (340)

31.5

81.6

82.1

1.1

0.5

0.3

42.9

0.3

0.3

1.1

20.2

0.3

0.3

1.9

1.3

17.4

17.1

(%)ｎ

23.5 9.7 24.9

1.8

35.6 3.1 1.4

フ

ル

タ

イ

ム
（

１

週

５

日

程

度

・

１

日

８

時

間

程

度

の

就

労
）

で

就

労

し

て

お

り
、

育

休

・

介

護

休

業

中

で

は

な

い

フ

ル

タ

イ

ム
（

１

週

５

日

程

度

・

１

日

８

時

間

程

度

の

就

労
）

で

就

労

し

て

い

る

が
、

育

休

・

介

護

休

業

中

で

あ

る

パ
ー

ト

・

ア

ル

バ

イ

ト

等

（

「

フ

ル

タ

イ

ム
」

以

外

の

就

労
）

で

就

労

し

て

お

り
、

育

休

・

介

護

休

業

中

で

は

な

い

パ
ー

ト

・

ア

ル

バ

イ

ト

等

（

「

フ

ル

タ

イ

ム
」

以

外

の

就

労
）

で

就

労

し

て

い

る

が
、

育

休

・

介

護

休

業

中

で

あ

る

以

前

は

就

労

し

て

い

た

が
、

現

在

は

就

労

し

て

い

な

い

こ

れ

ま

で

に

就

労

し

た

こ

と

は

な

い

無

回

答

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には
祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもを
みてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

27.6

60.3

2.0

8.5

14.7

1.8

37.6

49.3

2.4

13.3

-

13.3

0 10 20 30 40 50 60 70

就学前児童 n=(796)  

就学児童(低学年) n=(375)  

(%)
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（４）就労希望 

就労希望をみると、就学前児童の母親では、「１年より先、一番下の子どもが〇歳に

なったころに就労したい」が53.9％で最も多く、就学児童（低学年）の母親では「すぐ

にでも、もしくは１年以内に就労したい」が32.9％、「子育てや家事などに専念したい

（就労予定はない）」が30.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）平日の教育・保育事業の利用施設 

就学前児童で、定期的な教育・保育の事業を「利用している」と回答した人に、その事

業名を聞いたところ、「保育所（園）」（49.9％）、「幼稚園」（43.3％）が多くなっていま

す。 

 

【就学前児童】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

母親／就学前児童 (308)

母親／就学児童（低学年） (82)

父親／就学前児童 (2)

父親／就学児童（低学年） (1)

30.5 26.8

50.0

32.9

50.0

9.8

100.0

(%)ｎ

18.8 53.9 22.7 4.5

子

育

て

や

家

事

な

ど

に

専

念

し

た

い
（

就

労

予

定

は

な

い
）

１

年

よ

り

先
、

一

番

下

の

子

ど

も

が

〇

歳

に

な
っ

た

こ

ろ

に

就

労

し

た

い

す

ぐ

に

で

も
、

も

し

く

は

１

年

以

内

に

就

労

し

た

い

無

回

答

n=(487)  

保育所（園）

幼稚園

幼稚園の預かり保育（定期的な利用のみ）

事業所内保育施設

認可外保育施設（託児所）

小規模保育

認定こども園

自治体の認証・認定保育施設

ファミリー・サポート・センター

家庭的保育

居宅訪問型保育

その他

無回答

49.9

43.3

8.2

2.9

1.4

0.6

0.2

0.2

0.2

-

-

1.6

0.2

0 10 20 30 40 50 60 (%)
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（６）平日の教育・保育事業の利用意向 

就学前児童で、利用を希望する事業としては、「幼稚園」が65.1％で最も多く、以下

「保育所（園）」（55.7％）、「幼稚園の預かり保育（定期的な利用のみ）」（26.9％）の順

で続いています。 

 

【就学前児童】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）病気やケガの時の対応 

この１年間で、子どもの病気やケガで通常の事業が利用できなかったことが「あった」

という人に、その場合の対応を聞いたところ、「母親が休んだ」が就学前児童76.3％、就

学児童（低学年）61.9％で最も多く、「親族・知人（同居者を含む）に子どもをみても

らった」が就学前児童45.5％、就学児童（低学年）32.0％で次いでいます。 

また、「子どもの看護のため、父親が仕事を休んだ」は就学前児童で30.2％と、就学児

童（低学年）の14.3％に比べて多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子どもの看護のため、父親が仕事を休んだ

子どもの看護のため、母親が仕事を休んだ

親族・知人（同居者を含む）に子どもを
みてもらった

父親又は母親のうち就労していない方が
子どもをみた

病児・病後児の保育を利用した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

30.2

76.3

45.5

20.1

3.9

0.3

0.3

0.6

1.6

1.0

14.3

61.9

32.0

24.7

0.9

-

-

7.4

3.9

2.6

0 20 40 60 80 100

就学前児童 n=(308)  

就学児童(低学年) n=(231)  

(%)

n=(796)  

幼稚園

保育所（園）

幼稚園の預かり保育（定期的な利用のみ）

認定こども園

事業所内保育施設

ファミリー・サポート・センター

自治体の認証・認定保育施設

小規模保育

家庭的保育

認可外保育施設（託児所）

居宅訪問型保育

その他

無回答

65.1

55.7

26.9

12.6

7.3

6.3

5.0

4.9

3.9

2.9

1.5

1.1

1.0

0 20 40 60 80 (%)
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（８）放課後児童クラブの利用意向 

「放課後児童クラブ」で子どもを過ごさせたいと回答した人に、土曜日の利用意向を聞

くと、「高学年（４～６年生）になっても利用したい」が就学前児童21.8％、就学児童

（低学年）19.8％、「低学年（１～３年生）の間は利用したい」が就学前児童14.5％、

就学児童（低学年）11.0％となっています。一方、「利用する必要はない」が就学前児童

56.4％、就学児童（低学年）47.3％を占めています。 

日曜・祝日の利用意向は、「高学年（４～６年生）になっても利用したい」が就学前児

童14.3％、就学児童（低学年）11.0％となっています。一方、「利用する必要はない」

が就学前児童74.3％、就学児童（低学年）57.1％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）長期の休暇期間中の放課後児童クラブの利用意向 

「放課後児童クラブ」で子どもを過ごさせたいと回答した人に、夏休み・冬休みなどの

長期の休暇期間中の利用意向を聞くと、「高学年（４～６年生）になっても利用したい」

が就学前児童30.7％、就学児童（低学年）18.7％、「低学年（１～３年生）の間は利用

したい」が就学前児童27.2％、就学児童（低学年）21.1％となっています。一方、「利

用する必要はない」が就学前児童38.6％、就学児童（低学年）57.6％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土曜日／就学前児童 (55)

土曜日／就学児童（低学年） (91)

日曜・祝日／就学前児童 (35)

日曜・祝日／就学児童（低学年） (91)

11.0

8.6

6.6

19.8

14.3

11.0

47.3

74.3

57.1

22.0

2.9

25.3

(%)ｎ

14.5 21.8 56.4 7.3

低

学

年
（

１
～

３

年

生
）

の

間

は

利

用

し

た

い

高

学

年
（

４
～

６

年

生
）

に

な
っ

て

も

利

用

し

た

い

利

用

す

る

必

要

は

な

い 無

回

答

就学前児童 (114)

就学児童（低学年） (375) 18.7 21.1 57.6

2.7

(%)ｎ

30.7 27.2 38.6 3.5

低

学

年
（

１
～

３

年

生
）

の

間

は

利

用

し

た

い

高

学

年
（

４
～

６

年

生
）

に

な
っ

て

も

利

用

し

た

い

利

用

す

る

必

要

は

な

い 無

回

答
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（10）子育てに関して気軽に相談できる先 

子育てや教育をする上で気軽に相談できる人や場所が「いる／ある」という人に、その

相手を聞くと、就学前児童では、「祖父母等の親族」が83.6％で最も多く、以下「友人や

知人」（78.5％）、「保育士」（21.8％）と続いています。 

 

【就学前児童】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学児童（低学年）では、「友人や知人」が83.1％で最も多く、以下「祖父母等の親族」

（78.9％）、「学校」（35.6％）と続いています。 

 

【就学児童（低学年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

民生委員・児童委員

その他

無回答

幼稚園教諭

かかりつけの医師

近所の人

子育て支援施設（子育て支援センター等）・ＮＰＯ

自治体の子育て関連担当窓口

保健所・保健センター

n=(740)  

祖父母等の親族

友人や知人

保育士

83.6

78.5

21.8

16.6

12.2

11.2

9.2

4.2

4.1

-

3.9

0.4

0 20 40 60 80 100(%)

n=(337)  

友人や知人

祖父母等の親族

学校

近所の人

習い事の先生

かかりつけの医師

放課後児童クラブ（学童保育）の指導員

市役所の子育て関連担当窓口

障がい児通所施設（放課後デイサービス等）

保健所・保健センター

教育相談室

民生委員・児童委員

その他

無回答

83.1

78.9

35.6

12.2

10.1

8.3

5.3

2.4

1.8

1.2

1.2

0.3

2.7

-

0 20 40 60 80 100 (%)
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３ 第１期計画の評価 

 

【評価】基本目標１ 地域で子育て家庭を支援するまちづくり 

心身ともに健康な子どもを育てるには、行政の支援とともに地域の人々の理解と協力が大切です。子育て

を支える地域社会の実現のために、子育てに関わる情報提供体制や相談体制の強化、各種保育サービス

の充実と多様化を図るとともに、地域の子育て支援ネットワークの充実を図ります。 

また、男女がともに協力して子育てができるよう、仕事と子育ての両立ができる労働環境の整備・充実を図

るための取組を支援し、意識啓発を進めます。 

さらに、多様化している子育て家庭の中でも、ひとり親家庭や障害のある子どものいる家庭は様々な困難を

抱えていることも多いことから、家庭の実情に合った的確な支援を提供していきます。  

 

事業評価（平成27年度～平成30年度） 

主要課題 
４か年 

評価 

該当 

事業数 
A B C D 

１．情報提供・相談体制の充実 A 4 4 0 0 0 

２．教育・保育サービスの充実 A 9 7 1 0 1 

３．子育て支援事業の充実 A 19 15 4 0 0 

４．地域子育て力の向上 A 7 6 0 0 1 

５．障害児への支援 B 6 3 2 0 1 

【まとめ】 

 基本目標１では、「地域で子育てを支援するまちづくり」を掲げ、44の事業を推進してきまし

た。 

 施設型給付によるサービス提供（認定こども園）では、人見保育園の認定こども園の意向に向け、

認定こども園準備室を設置し、令和２年度開園に向けて準備を実施しました。また、私立幼稚園等関

係機関と連携を図りながら、ヒアリングや情報交換等を行いました。今後も導入に向けて検討を進め

ます。 

 施設型給付によるサービス提供（保育園）では、市街地の保育園において受入人数の増加を図るな

ど保育ニーズに対応してきましたが、待機児童が増加傾向にあり、今後も待機児童の削減に向けて保

育士の配置の検討や受入人数の増加に向けて対応をします。 

 保育園施設整備事業では、宮下保育園の民営化の実現等順調に整備を進めました。今後も老朽化の

進んだ施設の整備を進めます。 

民生委員・児童委員、主任児童委員との連携強化では、意見交換や民生委員、主任児童委員のPRパ

ンフレットの配布を継続的に行い、活動の周知を行いました。今後も相談支援の充実を図るために継

続的に活動を進めます。 
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【評価】基本目標２ 子どもを健やかに生み育てるまちづくり 

妊娠・出産・産後期には、母親の心身が大きく変化し、様々な不安や悩みに直面することから、この時期の

母親の心身の健康を維持、増進していくための取組を充実させていきます。 

また、乳幼児期は、生涯を通じた健康づくりの出発点であり、適切な生活習慣を身に付けられるように支援

していきます。 

さらに、学童期から思春期は子どもが心身ともに著しく成長する時期であります。この時期を通じて、子ども

が様々な経験を重ねながら人間的に成長していけるよう支援していきます。 

子どもと親が生涯を通じて心身ともに健康な生活を送れるよう、発達と心身の状況の変化に対応し、保健、

医療、福祉、教育などの各分野の連携を図って取り組みます。  

 

事業評価（平成27年度～平成30年度） 

主要課題 
４か年 

評価 

該当 

事業数 
A B C D 

１．保健体制の充実 B 8 3 4 1 0 

２．子どもへの健康支援 A 7 5 2 0 0 

３．小児医療の充実 A 3 3 0 0 0 

【まとめ】 

 基本目標２では、「子どもを健やかに生み育てるまちづくり」を掲げ、18の事業を推進してきま

した。 

 母子健康手帳交付では、交付時に保健師が面接を行い、健康状況の把握に努めました。行政セ

ンターでの交付分については電話での保健指導を実施しフォローしてきましたが、今後は直接面

接が行えるよう事業整備をします。 

 妊娠・出産包括支援事業では、妊娠届出時に面接や産後ケア等の事業周知を行いました。今後

は産後早期の訪問により産後うつ等の要支援家庭の早期発見を行い、タイムリーな事業提供を目

指します。また、新規開設した子育て世代包括支援センターの周知活動を行います。 

 子ども医療費助成事業では、中学校３年生までを対象に医療費（入院・通院・調剤）を助成し

ました。今後も事業を推進します。 
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【評価】基本目標３ 次代を担う、心身ともにたくましい子どもを育むまちづくり  

子どもが社会や環境の変化に柔軟に対応して、自らの個性を十分に発揮し、たくましく生きる力を身に付け

るとともに、生命を尊ぶことの大切さを認識し、次代の親へと成長していくことが期待されます。 

子どもの学ぶ力を高め、思いやりや優しさのある人間性を育むため、家庭、保育園、幼稚園、学校など地

域が一体となって子どもの教育・保育環境の充実を図ります。  

 

事業評価（平成27年度～平成30年度） 

主要課題 
４か年 

評価 

該当 

事業数 
A B C D 

１．学校教育の充実 A 6 4 2 0 0 

２．児童の健全育成 A 8 6 2 0 0 

【まとめ】 

 基本目標３では、「次代を担う、心身ともにたくましい子どもを育むまちづくり」を掲げ、14の

事業を推進してきました。 

 英語教育推進事業では、「世界を舞台に活躍できる君津っ子」の育成に向け、小・中学校でイン

グリッシュ・デイ・キャンプや、小学校で君津市版年間計画を活用した授業に取り組んできまし

た。今後は新指導要領の実施に伴い、小・中学校の授業改善が重要となるため教育研修を３年計

画で行います。 

 道徳・人権教育推進事業では、道徳の授業公開を１学級１実践とし、目標値を上回る結果と

なっています。今後も継続に向け、市の主催研修等で情報提供を行います。 

 キャリア教育推進事業では、「生きる力」を身に付け、勤労観・職業観の形成を目指し、各小学

校や中学校との連携により特色のあるキャリア教育の共有を行いました。今後は、各校で系統的

な教育の実践を目指し、「基礎的・汎用的能力育成シート」の見直し・作成を行います。 
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【評価】基本目標４ 子どもが安心安全に育つまちづくり 

子どもが健やかに成長していくためには、安心して外出・移動できる都市環境の整備が必要です。“子育て

しやすいまちづくり”の観点から利用しやすい道路や公共施設の整備・充実を進めるとともに、子どもを事故や

犯罪の被害から守り、安全で安心できるまちを目指します。 

また、子どもへの虐待も増加してきています。虐待を受けている子どもはもとより、虐待してしまう親への対

応も含め、児童虐待の防止に向けて積極的に取り組みます。  

 

事業評価（平成27年度～平成30年度） 

主要課題 
４か年 

評価 

該当 

事業数 
A B C D 

１．子どもの安全確保 A 6 5 0 0 1 

２．児童虐待防止対策の充実 A 2 2 0 0 0 

【まとめ】 

 基本目標４では、「子どもが安心安全に育つまちづくり」を掲げ、８の事業を推進してきまし

た。 

 子どもを守る地域ネットワークでは、児童相談所や警察署などの関係機関と連携し情報共有及び

児童虐待の防止に向け個別支援会議の開催や、重篤なケースについての対応を行いました。引き続

き、関係機関との連携を強化し児童虐待防止に努めます。 

 養育支援訪問事業では、保育園や学校等の関係機関と連携し、支援が必要な家庭の早期発見・支

援に努めました。今後も早期発見・支援に向けて専門的助言のできる体制整備を行います。 
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第３部 計画の基本的な考え方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３部 計画の基本的な考え方 
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１  基本理念  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども一人ひとりが、心身ともに健やかに成長し、その親が地域の人々に支えられ

ながら、安心して子育てのできる社会を築いていくことが求められています。 

市では人口減少や、少子高齢化が進んでいる現在、子育てには次代を担う子どもた

ちを育てるという重要な役割があります。子ども・子育て支援法では、基本理念とし

て「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」という基本認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会あらゆる分野

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なけれ

ばならない」としており、家庭での子育てを基本としながらも、社会全体で子育てに

関わり、その喜びを感じられるまちを目指す必要があります。 

そして子どもたちが夢と希望をもって、心身ともに健やかに育ち、親たちが地域の

人々と協力して、子どもを安心して生み育てられるよう、「子どもが心身ともに健や

かに育ち、家庭と地域が協力して子育てのできるまち きみつ」を基本理念として子

育て支援に取り組みます。 
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２  基本方針  

  基本的視点 

 

前述の基本理念に基づいて、次の３つの視点に立ち、君津市子ども・子育て支援

計画を推進します。 

 

 

 

 

 

子どもが健やかに成長するには、発達段階に応じて適切な支援をしていくとともに、子

どもの権利と主体性が保障されることが必要です。 

子どもが自らを大切にし、自然や生命を尊重し、社会性を身に付けるように支援し、子

どもが互いに支え合い、助け合って育つことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

子どもが健やかに成長するには、家族が愛情と責任を持って子育てしていくことが大切

です。「育児は育自」と言われるように、人は子どもを育てることや、子育てを支援する

経験を通して、様々なことを学び、成長していくことができます。 

 

 

 

 

 

 

全ての市民が、家族とともに子どもの成長を優しく温かく見守り、思いやりを持って支

えていくことが求められています。 

また、地域の子育て支援を進めることは、子どもを中心に地域のつながりを生み出すこ

とにもなります。 

さらに、企業も子育て支援を通じて、地域の中に根づき、社会的信頼を得ることができ

ます。子育てを通じて地域全体が育つまちづくりを進めます。 

基本方針１ 子どもが健やかに育つ 

基本方針２ 家庭で育てる 

基本方針３ 地域で育てる 
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３  基本目標 

１  基本目標 

前述の基本理念と基本方針に立って、次の４つの基本目標を設定し、施策を展開

していきます。 

 

 

 

少子高齢化や、核家族化が進み、地域との繋がりや子育ての相談先が限られる傾向にあ

ります。その中で心身ともに健康な子どもを育てるには、行政の支援とともに地域の人々

の理解と協力が大切です。子育てを支える地域社会の実現のために、子育てに関わる情報

提供体制や相談体制強化、各種保育サービスの充実と多様化を図りました。 

女性の社会進出による共働き世帯の増加の実状を踏まえると、男女がともに協力して子

育てができるよう、仕事と子育ての両立できる労働環境の整備・検討を引き続き推進する

必要があります。 

さらに、多様化している子育て家庭の中でも、生活困窮にあるひとり親家庭や障害のあ

る子どものいる家庭は様々な困難を抱えていることも多いことから、家庭の実情に合った

的確な支援を提供していきます。 

君津市は「地域で子育て家庭を支援するまちづくり」を基本目標として、各種子ども・

子育て支援施策を推進します。                               

 

 

 

妊娠・出産・産後期には、母親の心身が大きく変化し、様々な不安や悩みに直面するこ

とから、この時期の母親の心身の健康を維持、増進していくための取組を引き続き充実さ

せ、切れ目のない支援を推進していきます。 

また、乳幼児期は、生涯を通じた健康づくりの出発点であり、適切な生活習慣を身に付

けられるように支援していきます。 

さらに、学童期から思春期は子どもが心身ともに著しく成長する時期であります。この

時期を通じて、子どもが様々な経験を重ねながら人間的に成長していけるよう支援してい

きます。 

子どもと親が生涯を通じて心身ともに健康な生活を送れるよう、発達と心身の状況の変

化に対応し、保健、医療、福祉、教育などの各分野の連携の強化に努め、安心して子ども

を生み育てるために、医療にかかる経済的な負担軽減を引き続き行います。 

君津市は「子どもを健やかに生み育てるまちづくり」を基本目標として、各種子ども・

子育て支援施策を推進します。 

 

 

地域で子育て家庭を支援するまちづくり 基本目標１ 

子どもを健やかに生み育てるまちづくり 基本目標２  



28 

 

 

 

 

子どもが社会や環境の変化に柔軟に対応して、自らの個性を十分に発揮し、たくましく

生きる力を身に付けるとともに、生命を尊ぶことの大切さを認識し、次代の親へと成長し

ていくことが期待されます。 

子どもの学ぶ力を高め、思いやりや優しさのある人間性を育むため、家庭、保育園、幼

稚園、学校など地域が一体となって子どもの教育・保育環境の充実を図ります。 

また、小学校入学後に放課後を安心して安全に過ごせる場所の確保が重要であり、子ど

もたちが安心・安全な場で多様な経験ができる機会をさらに充実させていきます。 

君津市は「次代を担う、心身ともにたくましい子どもを育むまちづくり」を基本目標と

して、各種子ども・子育て支援施策を推進します。 

 

 

 

 

子どもが健やかに過ごし、成長するために、交通事故や犯罪等の被害から守る総合的な

安全対策や防犯対策や意識啓発を進め、より安全で安心できるまちを目指します。 

また、子どもへの虐待も増加してきています。早期発見、早期対応はもちろん、虐待し

てしまう親への対応も含め、児童虐待の防止に向けて積極的に取り組みます。そのために

は福祉関係者のみならず、医療、保健、教育、警察等の関係機関を含めた地域全体で子ど

もを守る支援体制を整備します。 

君津市は「子どもが安心安全に育つまちづくり」を基本目標として、各種子ども・子育

て支援施策を推進します。 

  

次代を担う、心身ともにたくましい子どもを育むまちづくり 基本目標３  

子どもが安心安全に育つまちづくり 基本目標４  
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４  施策の体系 

 

２  施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

基本方針 

１ 地域で子育て家庭を 

支援するまちづくり 

②教育・保育サービスの充実 

③子育て支援事業の充実 

④地域子育て力の向上 

⑤障害児への支援 

①情報提供・相談体制の充実 

基本理念 基本目標 施策目標 

子
ど
も
が
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
ち
、
家
庭
と
地
域
が
協
力
し
て
子
育
て
の
で
き
る
ま
ち 

き
み
つ 

 

 

 

 

 

基本方針１ 

子どもが 

健やかに育つ 

 

 

 

基本方針２ 

家庭で育てる 

 

 

 

基本方針３ 

地域で育てる 

個 
 

別 
 

事 
 

業 

２ 子どもを健やかに生

み育てるまちづくり 

①保健体制の充実 

②子どもへの健康支援 

③小児医療の充実 

４ 子どもが安心安全に

育つまちづくり 

①子どもの安全確保 

②児童虐待防止対策の充実 

３ 次代を担う、心身と

もにたくましい子ど

もを育むまちづくり 

①学校教育の充実 

②児童の健全育成 
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第４部 施策の展開 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４部 施策の展開 
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基本目標１ 地域で子育て家庭を支援するまちづくり 

 

主要課題  情報提供・相談体制の充実 

 

［ 現状と課題 ］ 

少子高齢化や核家族化が進み、子育ての知識や経験を祖父母から親へ、親から子へ

と伝えていくことが難しくなってきています。また、親たちは核家族の中で育った

ケースが多く、乳幼児とふれあった経験が乏しいのが現実です。 

このような状況の中で、地域から孤立し、子育ての不安を抱え、相談する相手もな

く悩んでいる親が増加傾向にあります。また、子育ての悩みは、子どもの成長段階や

一人ひとりの個性に応じて多様であり、親が育児ノイローゼになったり、児童虐待に

まで及ぶ深刻なケースも少なくありません。 

子育て支援センターを活用し、育児相談体制の充実を図ったり、市の HP 掲載内容が

千葉県の子育てアプリへも配信できるようになったことから情報提供方法の幅が広が

りました。 

今後も、各種子育て支援サービスの周知を図り、子育て世代の悩みの解消や孤立を

防ぐために体制を整備していきます。 

 

［ 具体的事業 ］ 

No. 施策・事業名 事業内容 
今後の 
方向性 

担当課 

１ 
こども家庭相談室の

充実 

子育て支援に関する相談の総合的な窓口機関。 
引き続き、関係部局や保育園、子育て支援セン

ター等との連携を図り、子育てに関する相談及び助
言、積極的な情報提供を行い、こども家庭相談室に
気軽に相談できる体制をつくる。 

継続 

保健福祉部 
子育て支援課 
（こども家庭相

談室） 

２ 

子育て支援関連

ホームページの運

営 

 各種子育て支援サービスが利用者に十分に周知さ
れるよう、保育園や幼稚園、医療関係の情報や、子
育て支援施策・事業、各種助成制度の紹介など、
ホームページを活用して情報提供を行う。 
関係各課が連携を図り、利用しやすい構成にするとと
もに、最新情報の提供に努める。 
［君津市ホームページ］ 
http://www.city.kimitsu.lg.jp/ 

子育てに関する様々な情報を関係各課、団体と
連携し情報提供を行う。 

継続 
保健福祉部 

子育て支援課 
 

３ 
育児相談体制の 

充実 

子育て支援課及びこども家庭相談室だけでなく、
地域子育て支援センターや保育園・幼稚園での育児
相談の実施を継続し、地域での身近な相談窓口機
能の充実を図り、子育てに関する様々な悩みの解消
のため、相談や助言を行う。 

継続 

保健福祉部 
子育て支援課 
（こども家庭相

談室） 

１

基本目標１ 

http://www.city.kimitsu.lg.jp/
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No. 施策・事業名 事業内容 
今後の 
方向性 

担当課 

４ 子育て情報の提供 

妊娠・出産から小中学校までの子育てに関する情
報やアドバイス、子育て中の親子を対象とした事業
などを紹介する冊子として「子育て情報誌」を発行す
る。より見やすく、分かりやすい冊子とするため、隔年
で掲載内容を見直しするなど内容の充実を図る。 

各種相談窓口の案内や、定期健康診査の日程、
保育園・幼稚園などの行事予定や、公民館・図書館
活動などの子育てに関するさまざまな情報を紹介す
る「子育て通信」を毎月発行する。 

継続 
保健福祉部 

子育て支援課 
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主要課題  教育・保育サービスの充実 

 

［ 現状と課題 ］ 

保育サービスについては、子どもの幸せを第一に考えるとともに、利用者の生活実

態及び意向を十分に踏まえたサービスの提供体制を整備し、多様な保育ニーズに対応

することが必要となります。 

そのため、保育園や幼稚園の整備・充実を図るとともに地域型保育（家庭的保育

（保育ママ）、事業所内保育、小規模保育、居宅訪問型保育）、認定こども園等の多

様な保育サービス実施の提供体制を整えてきました。 

今後、開設予定の認可保育所の運営や、開設に向けて検討を行っている事業につい

て環境整備を行っていきます。 

［ 具体的事業 ］ 

No. 施策・事業名 事業内容 
今後の 
方向性 

担当課 

５ 
施設型給付による 
サービス提供 
（認定こども園） 

就学前の子どもに教育と保育を一体的に提供する
施設。私立幼稚園等関係機関と連携し、導入につい
て調査・研究・検討する。 

充実 
保健福祉部 

子育て支援課 

６ 
施設型給付による 
サービス提供 
（幼稚園） 

幼児期のふさわしい生活・遊びを通して『生きる力』
の基礎を育てる保育の充実に努め、家庭や地域と十
分連携し、幼稚園としての機能を生かした子育て支援
の充実に努める。 

廃止 
教育部 

学校教育課 
 

７ 
施設型給付による 
サービス提供 
（保育園） 

保護者の労働または疾病等により、保育を必要と
する場合に、保護者に代わり保育園での保育を行う。 

保育サービスを充実させるため、施設や保育士の
配置等の整備を行い、保育ニーズに対応する。 

充実 
保健福祉部 

子育て支援課 

８ 保育園施設整備事業 

園舎、遊具等の年次的な維持管理補修を行い保
育環境の改善、園児の安全確保を図る。また、老朽
化が進んでいるあけぼの保育園及び亀山保育園の統
合・建替えを実施する。 

多様化する保育ニーズに対応するため、民間活力
の導入等を検討する。 

充実 
保健福祉部 

子育て支援課 

９ 
民間保育園の 
運営支援 

延長保育や産休明け保育等の特別な保育事業
や、施設の改築・増築等について、支援する。 

また、連携を強化し情報の共有や保育のあり方につ
いて協議し、子育て支援の充実を図る。 

継続 
保健福祉部 

子育て支援課 

10 

地域型保育事業 
によるサービス提供 
家庭的保育事業 
（保育ママ） 

主に３歳未満の保育を必要とする乳幼児について、
家庭的な雰囲気のもとで、少人数（定員５人以下）を
対象にきめ細やかな保育を行う。また、計画期間内に
おいて、家庭的保育を導入する。 

継続 
保健福祉部 

子育て支援課 

11 
地域型保育事業 
によるサービス提供 
（事業所内保育） 

会社の事業所の保育施設などで、従業員の子ども
と地域の子どもを一緒に保育する。 

企業と連携を図り、導入について検討していく。 
継続 

保健福祉部 

子育て支援課 

12 
地域型保育事業 
によるサービス提供 
（小規模保育） 

少人数（定員６～１９人）を対象に、家庭的保育に
近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行う。 継続 

保健福祉部 

子育て支援課 

13 
地域型保育事業 
によるサービス提供 
（居宅訪問型保育） 

障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施
設が無くなった地域で保育を維持する必要がある場
合などに、保護者の自宅で１対1で保育を行う。                                                                                                                             

継続 
保健福祉部 

子育て支援課 

２ 
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主要課題  子育て支援事業の充実 

 

［ 現状と課題 ］ 

近年、共働きの家庭の増加傾向や、勤務形態や勤務時間帯の多様化に伴い、子育て

家庭の実情に応じた多様な保育形態が求められています。 

このような状況の中で、通常の保育に加え、休日の延長保育の受入れについて検討

を行ってきました。 

さらに、病児・病後児保育については、平成28年度より病児保育の実施を開始する

等、多様なニーズに対応できる環境づくりを進めました。 

今後も公的保育施設と民間保育施設との緊密な連携を図り、より保育サービスの充

実を図ることが必要です。 

 

［ 具体的事業 ］ 

No. 施策・事業名 事業内容 
今後の 
方向性 

担当課 

14 
時間外保育事業 
（延長保育） 

保護者の就労形態や家庭の事情等により、標準
の保育時間（７時～１８時まで）を超えて保育を必要と
する子どもについて、平日７時から１９時（１園のみ２０
時）までの１２時間保育を実施している。また、現在５
園で土曜延長保育を実施している。利用ニーズが高
いことから、事業の継続及び拡大を検討する。 

継続 

保健福祉部 

子育て支援

課 

15 一時預かり保育事業  

保護者の断続的・短時間就労や傷病、冠婚葬祭、
育児疲れの解消等の通常保育では対象とならない
場合に、保育園で一時的に保育を行う。 

現在、公立２か所で実施しており、利用ニーズが高
いことから、計画期間中に実施園を１か所増設する。 

継続 

保健福祉部 

子育て支援

課 

16 休日保育事業 

日曜日・祝日に保育を行う事業。 
平成２５年度に実施したニーズ調査において、３％

のニーズであったため、子育てのあり方、雇用形態の
多様化を踏まえて、休日保育に対応する保育園の開
園を検討する。 

継続 

保健福祉部 

子育て支援

課 

17 病児・病後児保育事業 

保育園や幼稚園、小学校に通う子どもが病気の回
復期にあり、保育園等に預けることができない場合
で、保護者の勤務の都合、傷病、出産などの理由に
より家庭での育児が困難な場合に、専用施設で一時
的に保育をすることにより、仕事と子育ての両立を支
援する。 

現在、病後児対応型１か所を実施（平成27年1
月）しており、今後も事業の周知を図るとともに、ニー
ズに応じた提供体制の整備を推進する。 

継続 

保健福祉部 

子育て支援

課 

 

  

３ 
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No. 施策・事業名 事業内容 
今後の 
方向性 

担当課 

18 
ファミリー・サポート・
センター事業 

子どもを預かってほしい会員に対し、育児を応援し
たい会員を紹介し、会員相互の援助活動を支援す
る。 

保育園・放課後児童クラブ等の開始前や終了後、
冠婚葬祭、リフレッシュなど、仕事と子育ての両立や
育児疲れの解消等と地域コミュニティの向上を図る。 

会員数の拡大に向けた啓発活動や、より利用しや
すい体制整備を行う。 

継続 

保健福祉部 
子育て支援

課 
（こども家庭
相談室） 

19 
子だから祝金給付
事業 

君津市に１年以上住んでいる保護者に、第３子以
降の出生に対して３万円の祝い金を支給する。 

継続 
保健福祉部 
子育て支援

課 

20 児童手当給付事業 
児童を養育している人に手当てを支給することによ

り、生活の安定と次代の社会を担う児童の健全育成
及び資質向上を目的とする。 

継続 
保健福祉部 
子育て支援

課 

21 
児童扶養手当給付
事業 

ひとり親家庭の自立のため、所得に応じて手当てを
支給する。  

継続 
保健福祉部 
子育て支援

課 

22 
幼稚園就園奨励費
補助事業 

幼稚園教育の振興を図るため、君津市に在住する
幼稚園児の保護者に対し、所得階層に応じて入園料
及び保育料の減免を行う。 

君津市に在住する幼稚園児の保護者に対し、所
得階層及び世帯状況に応じて入園料及び保育料の
減免を行う。 

廃止 
教育部 

学校教育課 

23 奨学金貸付事業 
経済的理由によって修学することが困難な方に対

して予算の範囲内で修学上必要な資金を貸し付け、
有為な人材の育成に資する。 

継続 
教育部 

教育総務課 

24 
認可外保育施設 
利用者補助金 

認可外保育施設を利用している３歳未満の乳幼児
の保護者に対して保育料等の一部を助成することに
より、保護者の経済的負担を軽減し良好な子育て環
境を促進する。 

継続 
保健福祉部 
子育て支援

課 

25 
母子・父子自立支援
事業 

母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親家庭等
を対象にその自立や生活の向上に必要な情報提
供、相談指導等の支援を行う。 

ＤＶ被害に係る相談や助言等、被害者の救済及び
支援を行う。 

継続 

保健福祉部 
子育て支援

課 
（こども家庭
相談室） 

26 

地域子育て支援 
拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所
を提供するとともに、子育てについての情報の提供、
相談、助言その他の援助を行う。 

市内に４か所あり、引き続き子育て支援を図る。 

継続 
保健福祉部 
子育て支援

課 

地域子育て支援拠
点事業（つどいの広
場事業） 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所
を提供するとともに、子育てについての情報の提供、
相談、助言その他の援助を行う。 

継続 
教育部 

生涯学習文
化課 

27 
実費徴収に係る補
足給付を行う事業 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教
育・保育施設等に対して保護者が支払うべき日用
品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入
に要する費用又は行事への参加に要する費用等を
助成する。 

継続 

保健福祉部 

子育て支援

課 

28 
多様な主体の 
参入促進事業 

新規参入事業者に対する相談・助言等巡回支援
や、私学助成（幼稚園特別支援教育経費）や障害児
保育事業の対象とならない特別な支援が必要な子ど
もを認定こども園で受け入れるための職員の加配に
要する費用を補助する事業。 

継続 

保健福祉部 

子育て支援

課 

29 子育て短期支援事業  

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を
受けることが一時的に困難になった児童について、児
童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う。
（ショートステイ事業及びトワイライトステイ事業） 

継続 

保健福祉部 

子育て支援

課 
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No. 施策・事業名 事業内容 
今後の 
方向性 

担当課 

30 利用者支援事業 

子育て中の親子や妊婦の方が、認定こども園・幼
稚園・保育園での教育・保育や一時預かり保育など
の地域子ども・子育て支援事業等の中から適切なも
のを選択し、円滑に利用できるよう、身近な場所で
情報の提供や相談・助言を行うなど利用者支援を
図る。 

関係機関との連絡調整、連携を強化し、支援体
制を整備する。 

継続 
保健福祉部 

子育て支援課 

31 
乳児家庭全戸訪問
事業 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問
し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の
把握を行う。 

継続 

保健福祉部 

子育て支援課 

（こども家庭相

談室） 
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主要課題  地域子育て力の向上 

 

［ 現状と課題 ］ 

学校、家庭及び地域がそれぞれの役割・責任を自覚し、連携・協力し、地域社会全

体で子どもを育てていく観点から、地域の共同意識や連帯感を高める必要があります。 

そのために、地域住民と子どもとのふれあい機会の創出や、民生委員・児童委員、

主任児童委員との連携強化を進めてきました。 

また、生活困窮世帯等の子どもに対して、子どもたちが家庭環境に関わらず、将来

の希望を描くことができるよう支援する必要があります。 

 

［ 具体的事業 ］ 

No. 施策・事業名 事業内容 
今後の 
方向性 

担当課 

32 家庭教育学級の充実  

子育てに関するテーマだけでなく、家庭を取り巻く
地域の課題や社会状況について、仲間づくりを行う
中で自ら成長できる場として、家庭教育学級の充
実、拡充に努める。また小さな子をもつ親が安心し
て学ぶことができるよう、学級開催中の保育につい
ても配慮する。 

子育ての技術や方法を学ぶだけでなく、親の主
体的な学びと親同士の学び合いを通じて親自身も
成長できる場となるよう、準備会や学級運営を行
う。また、学級開催中の保育についても配慮する。 

継続 
教育部 

生涯学習文
化課 

33 
保育園・幼稚園の 
園庭開放 

地域において身近な保育園の園庭を開放（平日
９時３０分～１１時、１５時～１６時）し、未就園の子
どもと同年代の在園児との交流の場や、育児の悩み
等を気軽に相談ができる場を提供する。 

継続 
保健福祉部 

子育て支援課 

周西幼稚園の園庭を開放する（平日１０時～１１
時）。 

廃止 
教育部 

学校教育課 

34 
子どもの遊び場 
管理事業 

近隣に公園等の遊び場がない地域に子どもの遊
び場を設置し、安全に遊べる環境を提供する。 

引き続き、地域の子どもが安心して利用できるよ
う安全管理を図る。 

継続 
保健福祉部 

子育て支援課 

35 
地域住民と子どもと
のふれあい機会の創
出 

七夕や運動会などの保育園行事に地域の高齢
者の招待、地域の季節行事や敬老会への参加、施
設訪問などにより、世代間の交流を図る。また、未
就園児や小学生を招き、異年齢児との交流活動を
行う。 

地域に開けた保育園運営を目指し、情報の発信
や地域社会との交流のあり方を検討する。 

継続 
保健福祉部 

子育て支援課 

36 
学校教育ボランティ
ア活用事業 

学校が希望する教育ボランティアの内容に基づ
き、地域の人材が有する知識や経験を学校教育活
動に活かすために、地域の方々を君津さわやかス
クールボランティアとして登録し、教育活動への支
援をしていただけるような事業を展開する。特に安
全に関わるボランティア登録を推進する。 

継続 
教育機関 

教育センター 

 

  

４ 
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No. 施策・事業名 事業内容 
今後の 
方向性 

担当課 

37 
民生委員・児童委
員、主任児童委員
との連携強化 

民生委員・児童委員、主任児童委員との連携強
化を図り、地域での子育て相談や支援の充実、地域
の実情把握を図る。 

継続 

保健福祉部 
厚生課 

（社会福祉協
議会） 

● 
生活困窮世帯等学
習支援事業 

生活困窮世帯等の子どもに対して、学習支援、居
場所の提供等を行うことで、学習意欲向上・習慣
化・基礎学力向上を促して自ら学ぶ力を養うほか、
日常生活習慣、社会性及び自己肯定感を育むとと
もに、子どもの高等学校等への進学又は将来におけ
る安定就労に繋げ、子どもたちが家庭環境に関わら
ず、将来の希望を描くことができるよう支援することを
目的とする。 

新規 
事業 

 

● 
スクールソーシャル
ワーカーの配置 

問題を抱える子どもたちの環境改善を図るため、
スクールソーシャルワーカーを配置し、児童・生徒や
保護者との面談や、ケース会議を通じ、福祉や医療
機関等につなぎ、支援することを検討します。 

新規 
事業 
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主要課題  障害児への支援 

 

［ 現状と課題 ］ 

障害の有無に関わらず子どもの個性を認め、その子の持つ力や可能性を最大限に伸

ばすことができる地域を目指します。 

ノーマライゼ－ションの理念のもとに、障害児やその家族が地域の人々と交流して

いけるように、意識啓発をすることが重要です。 

障害の早期発見、早期療育に積極的に取り組み、各種相談体制の充実を図るととも

に、障害のある子どもの社会的自立を支援していくことが課題です。 

障害児保育事業では、引き続き専門機関と積極的な連携を図り、適切な支援方法や

受入体制の整備を行います。 

［ 具体的事業 ］ 

No. 施策・事業名 事業内容 
今後の 
方向性 

担当課 

38 幼児ことばの相談 

発達の遅れや難聴等により、ことばに問題を持っ
ている幼児への「ことばの相談」や発達障害等によ
り、発育や発達に遅れや問題を持っている就学児等
の適正な療育を図る「療育支援事業」を行う。 

継続 
保健福祉部 
障害福祉課 

39 障害児保育事業 

障害を有する就学前児童で、保護者の就労等の
都合により家庭保育が困難な場合に、保育園にお
いて施設整備や受入体制を整え、集団保育を実施
する。 

障害を有する児童に対応した施設の整備、障害
児に対応できる職員配備をする。 

継続 
保健福祉部 

子育て支援課 

40 
特別支援教育 
推進事業 

一人一人の支援ニーズに応じた教育の充実と推

進を図る。 

①特別支援チームの学校派遣 

②ほほえみ相談室の運営 

③特別支援教育推進委員会の運営 

④生活体験指導員の配置 

継続 
教育部 

学校教育課 

41 障害児通所支援事業 

就学前の児童に対して、日常生活における基本

的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への

適応訓練等を行う「児童発達支援」や重度の障害

がある子どもについて、自宅を訪問して児童発達支

援を行う「居宅型児童発達支援」、就学児等に放課

後や夏休み等に生活能力改善のための訓練を継続

的に提供し、障害児の自立を促進する「放課後等デ

イサービス」、保育所等の集団生活を営む施設を訪

問し、集団生活への適応のための専門的な支援を

提供する「保育所等訪問支援」等を行う。 

継続 
保健福祉部 

障害福祉課 

 

  

５ 
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No. 施策・事業名 事業内容 
今後の 
方向性 

担当課 

42 障害児相談支援事業 

障害児通所支援を利用する全ての児童に、障害

児の心身の状況や環境、障害児又は保護者の意

向を踏まえた障害児支援利用計画を作成し、サー

ビス等の利用状況の検証（モニタリング）や事業者と

の連絡調整などを行う。 

継続 
保健福祉部 

障害福祉課 
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［ 現状と課題 ］ 

［ 具体的事業 ］ 

 

基本目標２ 子どもを健やかに生み育てるまちづくり 

 

主要課題  保健体制の充実 

 

 

妊娠期、出産期、新生児期及び乳幼児期を通じて母子の健康が確保されるよう、乳幼児

健診、新生児・乳児訪問、両親学級等の母子保健における健康診査、訪問指導、保健指導

等の切れ目のない支援が重要となります。 

出産や育児に関する不安の解消等を図るため、相談指導や情報提供等の実施とともに、

児童虐待の発生予防の観点を含め、妊娠期からの継続した支援体制の整備を進めてきまし

た。 

今後も支援の充実に向けて、各健康診査の未受診者に対する適正な健康受診を促してい

きます。 

 

 

No. 施策・事業名 事業内容 
今後の 
方向性 

担当課 

43 

母子健康手帳交
付 

妊娠届出により母子手帳を交付する。交付時は保健
師が面接し、母子保健事業の情報提供や妊娠中の健
康管理について、保健指導を実施するとともに、母子の
健康状態を記録し、健康診査・健康指導に役立てる。
配偶者が同伴の場合は、妊娠・出産・育児をサポートす
る父親としての自覚を高め、育児参加を勧めていく。 

妊娠届出書から、妊婦のメンタル面や育児環境につ
いて把握し、早期の支援へとつなげていく。 

充実 
保健福祉部 
健康づくり課 

妊娠・出産包括支
援事業 

ワンストップで妊娠期から子育て期にわたるまでの相
談に対応できる体制を整え、子育て世代の安心感を醸
成する。 

・母子保健相談 
・産後ケア（デイサービス・宿泊型） 

充実 
保健福祉部 
健康づくり課 

44 妊婦健康診査 
妊婦健診の費用１４回分を助成し、安全な妊娠・出

産のため支援を強化していく。 
継続 

保健福祉部 
健康づくり課 

45 乳児健康診査 
乳児健診の費用を生後３から６か月及び９から１１

か月に各１回助成し、子どもの健全な育成を支援する。 
継続 

保健福祉部 
健康づくり課 

46 
１歳６か月児・ 
３歳児健康診査 

育児に関する保護者の気持ち等を表現できる項目を
問診票に取り入れることで、発育発達の確認はもちろん
のこと、育児不安や虐待の予防に対して取り組んでい
く。また、未受診者に対しては通知や訪問にて受診勧
奨・状況把握を確実に行い、必要な支援につなげてい
く。 

○１歳６か月児健康診査 
一般健康診査、歯科健康診査、保健指導、 
歯科指導・栄養指導を実施。 
○３歳児健康診査 
一般健康診査、歯科健康診査、尿・視聴覚検査、保
健指導、栄養指導の実施。 

継続 
保健福祉部 
健康づくり課 

 

  

１ 

基本目標２ 
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No. 施策・事業名 事業内容 
今後の 
方向性 

担当課 

47 マタニティクラス 
妊娠・出産・育児について正しい知識や心構えにつ

いて健康教育を実施するとともに、産後もつながる仲
間づくりの場となるよう企画する。 

継続 
保健福祉部 
健康づくり課 

48 両親学級 

赤ちゃんの成長と妊婦の心身の変化の学習・妊婦
体験等を行い、妊娠中の妊婦へのサポートについて
考え、さらに子どもを迎えるための準備・親としての役
割について、夫婦で考える機会を提供する。 

継続 
保健福祉部 
健康づくり課 

49 
母子保健推進員に
よる活動 

母子保健推進員へ依頼し、妊産婦や乳幼児の家
庭を訪問し、母子保健情報の提供及び不安や質問を
聞き取っていく。必要に応じて保健師につなげていく。 

継続 
保健福祉部 
健康づくり課 
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［ 現状と課題 ］ 

主要課題  子どもへの健康支援 

 

 

健康の確保・増進及び育児不安の解消を図るため、赤ちゃん育児相談や子どもの発

達相談、乳児健康診査等での集団指導や個別相談、家庭教育学級等での健康教育を実

施してきました。引き続き、子どもの成長に合わせた健康・育児支援の充実を図る必

要があります。 

また、乳幼児期からの正しい食事の取り方や発達段階に応じた食に関する学習の機

会や情報の提供については、安定した給食の提供と並行し、実施できるよう実施内容

を見直し、より充実した事業を目指します。 

 

 

 

No. 施策・事業名 事業内容 
今後の 
方向性 

担当課 

50 赤ちゃん育児相談 

保健師・栄養士・歯科衛生士による育児相談及
び身体計測を実施する。保護者が身近に相談でき
る場として、また、保護者の交流の場となるよう市内
３か所で実施している。 

継続 
保健福祉部 
健康づくり課 

51 未熟児健康相談 
低出生体重児に対し、医師の相談、保健師・栄養

士・歯科衛生士による育児相談及び身体計測を実
施する。 

見直し 
保健福祉部 
健康づくり課 

52 こどもの発達相談 
からだや心の発達について、心理の専門家が個

別に相談に応じる。 
継続 

保健福祉部 
健康づくり課 

53 幼児健康相談 
保健師が市内の公立保育園に出向き、保育園の

乳幼児を対象に身体計測及び保育士とともに園児
の成長発達の確認を行う。 

継続 
保健福祉部 
健康づくり課 

54 むし歯予防教室 
幼稚園児、保育園児、２歳児とその保護者を対象

に、むし歯予防の講話と歯磨き実習を実施する。 
継続 

保健福祉部 

健康づくり課 

55 食育指導 

小学校１・２年生では好き嫌いについて、３・４年生

では３つの食品群及び生活習慣病について、５・６年

生では１食分の献立について、中学校では生活習慣

病を予防するための食生活の指導を行う。 

充実 

教育部 

学校給食共

同調理場 

公立保育園において栄養士が「３つの食品群とそ

の働き」や「食べ物や作ってくれた人への感謝の気

持ち」等の食育指導をする。また、園内での調理体

験や作物の収穫をとおして、食への関心を高める。 

充実 
保健福祉部 

子育て支援課 

 

 

 

 

  

２ 

［ 具体的事業 ］ 
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［ 現状と課題 ］ 

主要課題  小児医療の充実 

 

 

小児医療体制は、安心して子どもを生み、健やかに育てることができる環境の基盤とな

るものであるため、夜間や休日等の救急医療体制の整備、医療にかかる経済的な負担の軽

減に取り組むことが重要です。 

そのため、未熟児の医療費（保険診療分）や、中学３年生までの入院・通院・調剤にか

かる医療費（保険診療分）の全額助成を行いました。今後も救急医療体制の整備や、乳児

等の健康の保持及び増進を図ります。 

 

 

 

No. 施策・事業名 事業内容 
今後の 
方向性 

担当課 

56 小児医療体制の充実  

年間を通じて定期的なＮＩＣＵ連絡会議に参加し、
君津中央病院の新生児センター、周産期センター及
び管内各市・健康センターとの連携を図る。 
在宅当番医は、引き続き医師会の協力のもとに、急
病に備え対応する。 

広報・ホームページにて、日曜休日当番医を周
知。新生児訪問で、君津郡市夜間急病診療所のパ
ンフレットを配布。 

継続 
保健福祉部 
健康づくり課 

57 未熟児医療給付事業 

出生児の体重が2,000ｇ以下、又は生活力が特に
弱い未熟児で、養育のために指定医療機関で入院が
必要と認められる場合、その養育に必要な医療を助
成。 

乳児の健康の保持及び増進を図るため、乳児に対
する医療の措置を講じ、もって市民保健の向上を図
る。 

継続 
保健福祉部 

子育て支援課 

58 
子ども医療費助成事
業 

 子育て支援体制を充実させるため、子ども（中学校
３年生まで）を対象に医療費を助成。保護者の経済
的負担軽減と、子どもの保健対策を充実させ、少子
化時代の子育て支援体制の充実を図る。 

継続 
保健福祉部 

子育て支援課 

 

  

３ 

［ 具体的事業 ］ 
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［ 現状と課題 ］ 

基本目標３ 次代を担う、心身ともにたくましい子どもを育むまちづくり 

基本目標３ 次代を担う、心身ともにたくましい子どもを育むまちづくり 

 

主要課題  学校教育の充実 

 

 

子どもが心身とも健やかに育つ上で、学校教育は重要な役割を果たしています。 

児童・生徒が心身ともに健やかに成長できるよう、健康づくりの充実を図るととも

に、幅広い教養を身につけられるようにしていくことが重要です。 

市では恵まれた自然を活用した、自然体験学習や、「世界を舞台に活躍できる君

津っ子」の育成に向け、小・中学校で英語教育推進事業の推進等を行いました。 

今後も時代を担う子どもを育むため、学校教育の充実を図ります。 

 

 

 

No. 施策・事業名 事業内容 
今後の 
方向性 

担当課 

59 英語教育推進事業 

「世界を舞台に活躍できる君津っ子」の育成に向
け、市内小・中学校における英語教育の充実を図
る。君津市英語教育構想に基づき、授業改善、教
材開発、行事の企画・運営に加え、外国人講師の配
置や国際化推進コーディネーターの派遣等も推進す
る。 

継続 
教育部 

学校教育課 

60 
体力向上プロジェク
ト推進事業 

児童生徒の生きる力の根底をなす丈夫で強い心
と体を育成するため、健康の保持・増進を図り、基礎
体力の向上を目指すとともに指導者の指導技術向
上を図る。 

継続 
教育部 

体育振興課 

61 
道徳・人権教育 
推進事業 

自他の命を大切にし、豊かな人間関係を築くため
に、道徳・人権教育を発達段階に応じて計画的に行
う。また、学校・家庭・地域が連携して、地域の実態
に即し、家庭・地域に開かれた実践を行う。児童会
や生徒会を中心に、「いじめ撲滅運動」や「いのちを
大切にするキャンペーン」等の活動を推進する。 

継続 
教育部 

学校教育課 

62 学力向上推進事業 

「確かな学力」を身に付けた君津っ子の育成のた
め、学力向上推進委員会の設置、学力向上担当者
会議の開催を通して、指導方法の改善や今日的な
課題解消に向けた提言、取り組みを推進する。 

継続 
教育部 

学校教育課 

63 
自然体験学習 
推進事業 

児童生徒の生きる力を育むために、自然体験活
動などの豊かな体験を通した道徳性の育成を図るこ
とがさらに重要となっている。本市では平成２０年度
より、市内の自然を活用した自然体験学習を推進
し、君津市で生まれ育った子どもたちに、ふるさと君
津の継承者としての自覚と誇りを持たせるための事
業として年々拡大してきた。今後も効果を検証しなが
ら、学校のニーズやねらいに応じた自然体験学習の
あり方を検討し、推進する。 

継続 
教育部 

学校教育課 

64 学校給食運営事業 
安全で安心、おいしい給食の提供ができる施設を

建設し、学校給食を活用した食育の拠点となるよう
に管理運営を行う。 

廃止 
教育部 

学校教育課 

１ 

基本目標３ 

［ 具体的事業 ］ 
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［ 現状と課題 ］ 

 

主要課題  児童の健全育成 

 

 

共働き世帯の増加、就労形態の多様化による保育ニーズの高まりと同様に、放課後

児童クラブのニーズも増加傾向にあります。小学校就学後も安心して児童を預けるこ

とができるよう、環境整備や受入児童数の拡大の推進を引き続き行います。 

また、キャリア教育推進事業では、地元産業と連携をし、地域の特色を活かした

キャリア教育を推進する等、子どもの「生きる力」を身に付ける環境整備を進めます。 

 

 

 

No. 施策・事業名 事業内容 
今後の 
方向性 

担当課 

65 

放課後児童クラブ等
の運営支援の充実 
（放課後児童健全育
成事業の充実） 

保護者が労働等により昼間自宅にいない家庭の
小学校児童を対象として、授業終了後の遊び、生
活の場を提供する事業。現在、１５か所で実施して
いる放課後児童クラブに対し、運営費、家賃の一部
を補助している。引き続き、運営費等の補助を行う
とともに、施設等の環境整備や受入児童数の拡大、
支援員の資質向上のための研修等を支援する。 

継続 
保健福祉部 

子育て支援課 

66 放課後こども教室事業  

放課後や週末などに小学校の余裕教室等を活
用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場
所）を設け、地域住民の参画により勉強やスポー
ツ、文化活動、その他様々な体験・交流活動などを
展開する。 

継続 
教育部 

生涯学習文
化課 

67 キャリア教育推進事業  

子ども一人一人が「生きる力」を身に付け、しっか
りした勤労観・職業観の形成をめざし、学年や小・中
学校が連携した発達段階に応じた系統的な計画を
確立する。また、家庭・地域、地域の産業界の協力
体制の構築を図る。 

継続 
教育部 

学校教育課 

68 
子どもの読書活動 
推進事業 

子どもたちが読書を身近なものとして親しみ自由
に楽しめるよう、各場面・各年代に応じた取り組みを
行うとともに、読書活動を支える関係機関等の連携
の強化と読書環境の充実を図り、子どもの読書活動
を推進する。 

継続 

教育部 
生涯学習文

化課 
教育機関 

中央図書館 
教育部 

学校教育課 

69 
育成したボランティア
と の協 働で の児 童
サービスの実施 

要望に応じた出張おはなし会等を推進し、児童
サービスの拡大を図る。 

充実 
教育機関 

中央図書館 

70 
青少年健全育成 
支援事業 

学校・家庭・地域が一体となり、子どもたちを「地
域全体で守ろう」という意識の高揚を図り、子どもた
ちが安全で、安心して過ごすための環境づくりを継続
する。 

また、「子ども１１０番の家」の協力者の充実を図
り、青少年健全育成団体との連携を密にし、全市的
取り組みを推進する。 

継続 
教育部 

生涯学習文
化課 

 

  

２ 

［ 具体的事業 ］ 
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［ 現状と課題 ］ 

 

基本目標４ 子どもが安心安全に育つまちづくり 

 

主要課題  子どもの安全確保 

 

 

子どもを交通事故や犯罪等の被害から守るため、市、警察、保育園、幼稚園、学校、関

係民間団体等との連携・協力体制の強化を図り、総合的な交通安全対策、防犯対策等を推

進することが必要です。 

また、災害時に適切な対応ができるよう、子どもの防災意識を高めるとともに、防災訓

練等への参加を促進していくことが重要ですが、現状として高齢者の参加が多く、親子で

参加できるような講座開催の検討を行います。 

 

 

 

No. 施策・事業名 事業内容 

今後
の 

方向
性 

担当課 

71 
子どもの安全確保教
育プログラム実践事業  

子どもたちが専門家（ＣＡＰ）によるプログラミングされ
たワークショップを受講し、自らの安全を守るための知
識や技能を習得する。併せて、教職員向け、対象児童
生徒の保護者向けのワークショップも行い、専門的な知
識や情報を学ぶとともに、本事業のねらいを理解させて
いく。 

廃止 
教育部 

学校教育課 

72 
学校と地域の連携の
取組強化 

青少年健全育成協議会や学校評議員制度等を活
用し、学校と地域が連携し、情報の共有化を図り、ＰＴＡ
や学校警察連絡委員会を中心とした諸活動の支援を
行う。 

青少年健全育成のため、地域で子どもたちを育てる
活動を実施する。 

継続 

教育部 
生涯学習文

化課 

教育部 
学校教育課 

73 防犯パトロールの推進  

夏休み等に自治会、防犯協会、青少年相談員等と
連携して防犯パトロールを実施する。 

青少年健全育成のため、地域で子どもたちを育てる
活動を実施する。 

充実 
教育部 

生涯学習文
化課 

74 防災意識の啓発 

自主防災会や自治会等主催の防災訓練や防災講
座に自主的に参加する意識を高め、「自分の命は自分
で守る」という「自助」と身近な地域での交流の中での
「自分たちの町は自分で守る」という「共助」の意識を育
み、防災意識の啓発を行う。 

また、保育園、幼稚園、及び子育てサークル等の要
請により、防災講座を実施し、参加している児童、園
児、及びその保護者の防災意識の高揚を図る。 

継続 
総務部 

危機管理課 

75 防災教育推進事業 

児童生徒の発達段階に応じて、計画的・継続的に行
い、児童生徒自身が危険を予測し、回避する力を身に
つけさせるとともに、教職員の資質向上と危機管理マ
ニュアルの作成及び家庭・地域との連携を図り、
安心して安全に学び生活できる学校づくりを推進する。  

継続 
教育部 

学校教育課 

 

  

１ 

基本目標４ 

［ 具体的事業 ］ 
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［ 現状と課題 ］ 

 

主要課題  児童虐待防止対策の充実 

 

 

児童虐待の対応としては、早期発見・早期対応はもちろんのこと、発生の防止が重要で

あり、児童虐待による深刻な被害があってはならないとの認識の下で、福祉関係者のみな

らず、医療、保健、教育、警察等の関係機関を含めた地域全体で子どもを守る支援体制を

構築し、相互に情報を共有していくことが重要です。 

引き続き、関係機関との定期的な情報共有や、支援の必要な家庭の早期発見に努めま

す。 

 

 

 

No. 施策・事業名 事業内容 
今後の 
方向性 

担当課 

76 
子どもを守る地域
ネットワーク 

児童相談所や警察署などの関係機関と連携し、
迅速かつ適切に対応するために子どもを守る地域
ネットワークを設置し、児童虐待の発生予防から早
期発見・早期対応を図る。 

関係機関の情報共有及び児童虐待の防止、早期
発見を図るため定期的に会議を開催する。 

継続 

保健福祉部 
子育て支援課 
（こども家庭相

談室） 

77 養育支援訪問事業 
養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅

を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことによ
り、当該家庭の適切な養育の実施を確保する。 

継続 

保健福祉部 

子育て支援課 

（こども家庭相

談室） 

● 
児童虐待防止の広
報・啓発 

体罰が子どもに与える影響について広く市民が理
解できるよう、関係機関等と連携を図り11月の児童
虐待防止月間を中心に広報・啓発活動をさらに進め
ます。また、子育てに悩む保護者に対し、適切な子
育ての方法や相談窓口について周知し支援を行う。 

新規 

事業 
 

● 
子ども家庭総合支
援拠点機能の検討 

国が令和４（2022）年度までに全市町村に設置す
ることとしている「市区町村子ども家庭総合拠点」に
ついて、専門的な相談対応や訪問等による継続的
な支援を実施していくため、本市においても「子ども
家庭総合支援拠点」機能を検討する。 

新規 

事業 
 

 

 

 

 

  

２ 

［ 具体的事業 ］ 
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第５部 教育・保育及び地域子ども・子育て

支援事業の量の見込み・確保方策 
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第１節 制度の全体像 

 

『子ども・子育て支援制度』とは、平成24年８月に成立した「子ども・子育て支援

法」「認定こども園法の一部改正法」「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一

部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連３法に

基づき、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するた

めのしくみとして作られました。平成27年4月に本格的に施行を開始しています。 

子ども・子育て支援制度は、「子ども・子育て支援給付」と「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」に大別されます。その中で市町村主体となるの

は、「子ども・子育て支援給付」における「子どものための教育・保育給付」と「子育

てのための施設等利用給付」、「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」における「地域子ども・子育て支援事業」です。 

また、「子育てのための施設等利用給付」は、幼児教育・保育の無償化により、新た

に新設された給付です。  

 

図表 制度における給付・事業の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｌ※ 市立保育所については，児童福祉法第24条により

市町村が保育の実施義務を担うことに基づく措置と

して，委託費を支弁 

※ 認定こども園（国立・公立大学法人

立）も対象 

幼稚園〈未移行〉 

特別支援学校 

子育てのための施設等利用給付 

施設等利用費 

預かり保育事業 

認可外保育施設等 

・認可外保育施設 

・一時預かり事業 

・病児保育事業 

・子育て援助活動支援事業

（ファミリー・サポート・センター

事業） 

 

幼稚園〈未移行〉，認可外保育施設， 
預かり保育等の利用に係る支援 

地域の実情に応じた 
子育て支援 

・利用者支援事業

・地域子育て支援拠点事業 

・一時預かり事業

・乳児家庭全戸訪問事業 

・養育支援訪問事業等 

・子育て短期支援事業 

・子育て援助活動支援事業 

（ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業） 

 

・延長保育事業 

・病児保育事業 

・放課後児童クラブ 

 

・妊婦健診 

・実費徴収に係る補足給付 

を行う事業 

幼稚園〈未移行〉における

低所得者世帯等の子ども

の食材費（副食費）に対す

る助成 

・多様な事業者の参入促進・ 

能力活用事業 

地域子ども・子育て 
支援事業 

・企業主導型保育 

事業 

⇒事業所内保育を主 

軸とした企業主導型 

の多様な就労形態 

に対応した保育 

サービスの拡大を 

支援（整備費，運営 

費の助成） 

 

・企業主導型ベビー 

シッター利用者支 

援事業 

⇒繁忙期の残業や 

夜勤等の多様な働 

き方をしている労働 

者が，低廉な価格 

でベビーシッター派 

遣サービスを利用 

できるよう支援 

仕事・子育て 
両立支援事業 

仕事と子育ての 
両立支援 

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 

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 

子ども・子育て支援制度 

 
市町村主体  国主体 

小規模保育，家庭的保育， 
居宅訪問型保育，事業所内保育 

地域型保育給付費 

子どものための教育・保育給付 

認定子ども園・幼稚園・保育所・小規模 
保育等に係る共通の財政支援 

し施設型給付費 

幼稚園 

３～５歳 

保育所 

０～５歳 

認定こども園 ０～５歳 

 

 

 

 

 

 
※ 幼保連携型については，認可・指導監 

督の一本化，学校及び児童福祉施設と 
しての法的位置づけと与える等，制度 
改善を実施 

幼保連携型 

幼稚園型 
地方 

裁量型 
保育所型 

第１節 
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（１）子ども・子育て支援給付 

①「子どものための教育・保育給付」 

「子どものための教育・保育給付」には、施設型給付と地域型保育給付の２つが

あり、それぞれ次の基準が設定されています。なお、給付は保護者への直接的な給

付ではなく、事業主体が代理で給付を受け、サービスを提供する仕組みとなってい

ます。（法定代理受領制度） 

◆施設型給付 

対象事業は、「幼稚園」「認可保育所」「認定こども園」等の教育・保育施設で、市

町村が事業者に対して給付費を支給することになります。 

◆地域型保育給付 

定員が19人以下の保育事業について、君津市による認可事業（地域型保育事

業）として、地域型保育給付の対象となります。地域型保育給付対象事業は、「家

庭的保育事業」「事業所内保育事業」「小規模保育事業」「居宅訪問型保育事業」の4

種類があります。 

 

②「子育てのための施設等利用給付」 

「幼稚園（子ども・子育て支援新制度へ未移行）」、「認可外保育施設」、「預かり保

育」等の利用に係る支援を行います。 

 

（２）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 

①「地域子ども・子育て支援事業」 

「地域子ども・子育て支援事業」は、君津市が地域の子ども・子育て家庭の実情

に応じて実施する事業で、子ども・子育て支援法で13事業が定められており、そ

の13事業は交付金の対象となります。 

 

地域子ども・子育て支援事業 

①利用者支援 

②地域子育て支援拠点事業 

③妊婦健診 

④乳児家庭全戸訪問事業 

⑤養育支援訪問事業その他要支援児童， 

要保護児童等の支援に資する事業 

⑥子育て短期支援事業 

⑦ファミリー・サポート・センター事業 

⑧一時預かり 

⑨延長保育事業 

⑩病児・病後児保育事業 

⑪放課後児童クラブ 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

⑬多様な主体が本制度に参入することを 

促進するための事業 
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第２節 教育・保育の量の見込み及び確保方策 

 

 

 子ども子育て支援事業計画では、子ども・子育て支援法に基づき、保育・教育及び地域

子ども・子育て支援事業について、５年間の「量の見込み」（利用に関するニーズ量）及

び「確保方策」（量の見込みに対応する確保量）を定めることとなっています。 

  

＜参考＞量の見込み算出にあたり用いる推計児童人口 

 平成26年（2014年）～平成30年（2018年）の実績値をもとにコーホート変

化率法を用いて算出しています。 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

合計 

０歳 514 498 481 466 449 

１・２歳 1,069 1,018 987 955 923 

３～５歳 1,669 1,599 1,515 1,489 1,428 

小 計 3,252 3,115 2,983 2,910 2,800 

６～11歳 3,532 3,405 3,350 3,239 3,146 

12～17歳 4,126 4,115 3,976 3,808 3,713 

合  計 10,910 10,635 10,309 9,957 9,659 

 

１ 教育・保育の提供区域の設定 

子ども・子育て支援法に基づく基本指針では、区市町村は、地理的条件、人口、交

通事情その他の社会的条件、現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を提供するた

めの施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して「定める区域」すなわち「教

育・保育提供区域」を設定して、その区域ごとの「量の見込み（需要）」及び「確保方

策（供給）」を計画するものとされています。必要なサービスを必要な時期に適切に提

供する体制を確保し、教育・保育・子育て支援サービスを推進していきます。 

 なお、本市においては様々な状況を勘案し、教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業に係る区域については「市内全域＝１区域」とします。 

  

第２節 

量の見込み・確保方策数値未反映 
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２ 教育・保育に関する施設・事業 

【幼稚園】 

  ３歳から小学校入学までの幼児が「義務教育及びその後の教育の基礎を培う」目的と

した施設です。在園児の長時間の預かり保育や、保育を必要とする２歳児の預かりを実

施している縁もあります。 

 

【保育所】 

 保護者の就労などにより、保育が必要な乳幼児または、幼児を保育することを目的と

する施設です。 

【認定こども園】 

教育･保育を一体的に行う施設で､幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持っている施設

です。 

 

【小規模保育事業】 

主に満３歳未満の保育を必要とする乳幼児について、保育することを目的とする施設

において、保育を行う事業です。利用定員は６人以上19人以下です。 

【家庭的保育事業】 

主に満３歳未満の保育を必要とする乳幼児について、家庭的保育者 の居宅その他の

場所において、保育を行う事業です。利用定員は５人以下です。 

 

【事業所内保育事業】 

事業主（企業）等が、主に満３歳未満の、従業員の子どものほか、地域において保育

を必要とする乳幼児についても、事業主等が設置する施設等で保育を行う事業です。 

【居宅訪問型保育事業】 

主に満３歳未満の保育を必要とする乳幼児について、乳幼児の居宅において、家庭的

保育者 による保育を行う事業です。 

 

＊家庭的保育者……市長が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であって、保育

を必要とする乳幼児の保育を行う者として市長が適当と認めるもの。 

 

  

※ 

※ 
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３ 量の見込み及び確保方策 

計画期間において「幼児期の教育・保育事業」の「量の見込み」を算出し、見込みに 

もとづいた供給体制の確保方策を掲げます。 

「量の見込み」の算出にあたっては、将来の子ども数の推計結果と、子育て家庭の教 

育・保育事業の利用状況や利用意向を用いて算出しています。 

  君津市における、教育・保育の量の見込み及び確保方策は次のとおりです。 

 

図表 教育・保育量の見込み等の内訳 

（人） 

  １号 
２号 

３号 
教育 保育 

令和 

２年度 

①量の見込み     

②確保方策 

特定教育･保育施設    

確認を受けない幼稚園    

特定地域型保育事業     

認可外保育施設     

②（供給）－ ①（需要）    

令和 

３年度 

①量の見込み     

②確保方策 

特定教育･保育施設    

確認を受けない幼稚園    

特定地域型保育事業     

認可外保育施設     

②（供給）－ ①（需要）    

令和 

４年度 

①量の見込み     

②確保方策 

特定教育･保育施設    

確認を受けない幼稚園    

特定地域型保育事業     

認可外保育施設     

②（供給）－ ①（需要）    

 

  

量の見込み・確保方策検討中 
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（人） 

  １号 
２号 

３号 
教育 保育 

令和 

５年度 

①量の見込み     

②確保方策 

特定教育･保育施設    

確認を受けない幼稚園    

特定地域型保育事業     

認可外保育施設     

②（供給）－ ①（需要）    

令和 

６年度 

①量の見込み     

②確保方策 

特定教育･保育施設    

確認を受けない幼稚園    

特定地域型保育事業     

認可外保育施設     

②（供給）－ ①（需要）    
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第３節 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保方策 

第３節 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保方策 

 

◎「量の見込み」の算出にあたっては、将来の子ども数の推計結果と、子育て家庭

の地域子ども・子育て支援事業の利用状況や利用意向を用いて算出しています。 

君津市における、地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保方策は次の

とおりです。 

①相談支援 

【利用者支援事業】 

市窓口及び、子育て支援センター等に「保育コンシェルジュ（以下、コンシェル

ジュ）」を配置し、子どもや保護者または妊娠している方が、多様な教育・保育施設や

地域の子育て支援事業の中から、適切なものを選択し、確実かつ円滑に利用できるよう

支援を行います。 

そのために、情報集約を行うとともに、利用にあたっての相談に応じ、必要な情報提

供・助言をし、関係機関との連絡調整も行います。対応人員については、必要人数を配

置します。 

市民からの要望に適切に応えることができるよう、研修の場の充実を図る等、子育て 

コンシェルジュの知識と能力の向上を図り、子育てコンシェルジュを中心として、支援

のために適切な調整ができるよう、関係機関との連携の強化を図ります。 

 

（箇所） 

利用者支援事業 

推計 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

①量の見込み      

②確保方策      

②（供給）－ ①（需要）      

 

  

量の見込み・確保方策検討中 

第３節 
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【地域子育て支援拠点事業】 

子育て支援センターを日常生活圏域ごとに整備し、ポピュレーションアプローチ（集

団支援）とマネジメント（個別支援）のすみ分けを行います。 

課題に対応できる高い専門性を有する職員を配置するなど、地域子育て支援拠点にお

ける相談支援機能を強化し、子育てケアマネジメントを実施します。 

 

                           （延べ人数） 

地域子育て支援拠点事業 

推計 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

①量の見込み      

②確保方策（箇所）      

②（供給）－ ①（需要）      

 

 

②訪問系事業 

【乳児家庭全戸訪問事業】 

保健師または、助産師が、生後４ヶ月までの乳児がいる全家庭を訪問し、育児上必要

な情報の提供と、養育環境の把握を行います。君津市では「新生児の訪問指導」という

名称で実施しています。 

訪問を必要とする全ての家庭に対して、保健師が訪問できるよう、訪問実績等踏まえ

て、人材の育成を図ります。 

 

                            （実人数） 

乳児家庭全戸訪問事業 

推計 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

①量の見込み      

②確保方策      

②（供給）－ ①（需要）      
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【養育支援訪問事業】 

現在君津市では、「児童虐待対策防止事業」という名称で、子育てに対して不安や孤

立感等を抱える家庭等で、養育支援が必要な家庭を対象に、保護者の育児、家事等の能

力を向上させるため、相談や育児・家事支援を行っています。 

支援を必要とする全ての家庭に対して、職員が対応できるよう、支援実績を踏まえ 

て、人材の育成を図ります。 

 

（実人数） 

養育支援訪問事業 

推計 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

①量の見込み      

②確保方策      

②（供給）－ ①（需要）      

 

 

③通所系事業 

【子育て短期支援事業】 

子育て短期支援事業は、保護者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由に

より児童の養育が困難となった場合等に、施設において児童を預かる「短期入所生活援

助（ショートステイ及びトワイライトステイ）」事業です。 

利用意向を踏まえて、サービス提供事業者の参入及び連携を促進します。 

 

（延べ人数） 

子育て短期支援事業 

推計 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

①量の見込み      

②確保方策      

②（供給）－ ①（需要）      
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【一時預かり事業】 

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乳幼児について、保育所その

他の場所において、一時的に預かる事業です。 

現在の保育園の一時預かり事業や、幼稚園における預かり保育の利用状況や利用意向 

を踏まえて、サービス提供事業者の参入を促進及び、計画期間内に１か所開設します。 

 

           （延べ人数） 

一時預かり事業 

（幼稚園の預かり保育） 

推計 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

①量の見込み      

②確保方策      

②（供給）－ ①（需要）      

一時預かり事業 

（幼稚園以外） 

推計 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

①量の見込み      

②確保方策      

②（供給）－ ①（需要）      

 

 

【時間外保育事業】（延長保育） 

現行の延長保育事業は、標準の保育時間（７時～１８時）を超えて保育を行う事業で、

市内保育園では全園実施しています。 

新制度では、保育の必要量の２区分（保育標準時間・保育短時間）に対応し、整備を

行います。 

現在の利用状況や利用意向を踏まえて、開園時間の見直しを行います。 

 

（実人数） 

時間外保育事業 

推計 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

①量の見込み      

②確保方策      

②（供給）－ ①（需要）      
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【病児・病後児保育事業】 

児童が発熱等の急な病気となった場合、病院・保育所等に付設された専用スペース等

において看護師等が一時的に保育する事業です。 

現在、病後児対応型１か所を実施（平成27年1月）しており、今後も事業の周知を図

るとともに、利用状況や利用意向を踏まえて、サービス提供事業者の参入を促進します。 

 

（延べ人数） 

病児・病後児保育事業 

推計 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

①量の見込み      

②確保方策      

②（供給）－ ①（需要）      

 

 

【放課後児童健全育成事業】（学童保育クラブ） 

労働などの事情により、昼間保護者が家庭にいない小学校へ通う児童に対し、放課後

や長期休暇中、生活の場を提供し、保護者に代わって保育を行う事業です。 

現在の利用状況等を踏まえて、各クラブへの運営補助を行います。 

 

                            （実人数） 

放課後児童健全育成事業 

推計 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

①量の見込み 

低学年      

高学年      

②確保方策      

②（供給）－ ①（需要）      

 

新・放課後子ども総合プラン 

 近年の女性就業率の上昇等により、更なる共働き家庭の児童数の増加が見込まれてお

り、「小1の壁」を打破するとともに待機児童を解消するため放課後児童クラブの整備が

重要となります。 

 また小学校内で、学童保育クラブと放課後子ども教室の両事業を行う「一体型」の実

施の推進が必要です。 
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④その他の事業 

【ファミリー・サポート・センター事業】 

市が設置するファミリーサポートセンター（平成２６年７月から実施）が、育児の援

助を受けたい者（利用会員）と、育児の援助を行いたい者（協力会員）との相互援助活

動に関する連絡・調整を実施します。相互援助活動の例には、子どもの預かりや送迎な

どがあります。 

協力会員の拡大を目指すとともに、様々な預かりに対応するため、研修の充実による

協力会員個人のスキル向上を目指します。 

事業内容についての情報の提供を行い、提供する人材の確保に努めるとともに、サー

ビスの利用促進を図ります。 

 

（延べ人数） 

ファミリー・サポート・センター事業 

推計 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

①量の見込み      

②確保方策      

②（供給）－ ①（需要）      

 

 

【妊婦健康診査】 

母子健康手帳に「妊婦健康診査受診票・助成券」を添付し、妊婦健康診査費用の一部

（１４回分）を助成しています。 

手帳配布時に、事業内容の説明を行い、健康診査の受診率の向上を図ります。 

 

（実人数） 

妊婦健康診査 

推計 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

①量の見込み      

②確保方策      

②（供給）－ ①（需要）      
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【実費徴収に係る補足給付】 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払 

うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事へ 

の参加に要する費用等を助成する事業。 

幼稚園（新制度未移行園）における、低所得者世帯等の子どもに対しては副食材料費

に要する費用の補助が対象となります。 
 

 

【多様な主体の参入促進事業】 

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

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

け入れるための職員の加配に要する費用を補助する事業。 

 国が示す具体的内容にしたがって検討を進めます。 
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第６部 計画の推進体制 
 

 

 

 

  

第６部 計画の推進体制 
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１ 計画の進捗状況の把握 

計画の適切な進行管理を進めるために、庁内

関係各課において施策の進捗状況について把握

するとともに、「君津市子ども・子育て会議」に

て、「ＰＤＣＡサイクル」による「継続的改善」

の考え方を基本として点検・評価し、この結果

を公表するとともに、これに基づいて対策を実

施するものとします。 

 また、多様な変化に対応するため図の中心に

あるように、継続的改善をすることでより良い

施策にし、子育て環境の充実を図ります。 

 

 

 

 

２ 地域、関係機関・団体との連携と協働 

本計画の着実な推進のためには、市と、地域、関係機関・団体の様々な立場の方たちと

の役割分担や協働が不可欠です。また、市民の皆様にご協力いただきながら進めていくこ

ともあります。 

市におきましては、関連する計画も複数であり、様々な部署において取り組む施策があ

ります。行政内部での情報の共有化、連携をいままで以上強化することにより、この計画

の効率的で着実な推進につながります。 

そのうえで、地域の方々及び地域の子育て支援にかかわる貴重な活動との役割分担を適

切に行うことで、子育て・子育ちにかかわる多様なニーズに対応したきめ細かで柔軟な、

子育て支援が可能となります。 

 

 

３ 計画の実施状況の点検・評価 

計画の適切な進行管理を行うために、君津市子ども・子育て支援計画推進委員会を中心

に、毎年度施策の実施状況を把握するとともに、点検・評価にあたっては、君津市子ど

も・子育て会議に諮り、結果についてホームページへの掲載などにより市民に周知し、今

後の計画の推進や見直しに反映させていきます。 

 

 

４ 君津市子ども・子育て会議 

計画の推進にあたり、子ども・子育て支援法第７７条の規定に基づき条例により市長の

附属機関として設置した「君津市子ども・子育て会議」の意見を踏まえて進めていきま

す。委員は、子どもの保護者や子育て支援に関する関係機関・団体の代表者、学識経験者

などで構成されています。  
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資料編 
 

 

 

 

  

資  料  編 
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第１節 君津市子ども・子育て会議条例 

 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。次条第１項において「法」と

いう。）第７７条第１項の規定に基づき、君津市子ども・子育て会議（以下「会議」と

いう。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 会議は、法第７７条第１項各号に掲げる事務を処理するものとする。 

２ 会議は、前項に規定する事務に関し、必要に応じて市長に建議することができる。 

 

（組織） 

第３条 会議は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 子どもの保護者 

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者 

(4) 事業主を代表する者 

(5) 労働者を代表する者 

３ 委員は、非常勤とする。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、会議を代表する。 

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

代理する。 

 

（会議） 

第６条 会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

４ 会議は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その意見若しくは説明を

聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 

（庶務） 

第７条 会議の庶務は、保健福祉部において処理する。 

 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に

諮って定める。 

第１節 

資料編については要差し替えとします。 
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第２節 君津市子ども・子育て会議委員名簿 

 

 

平成３１年４月１日（◎は会長、〇は副会長） 

№ 選 出 区 分 役 職 等 氏 名 

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 ※計画策定時の委員名簿になります 

 

 

  

第２節 
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第３節 君津市子ども・子育て支援事業計画検討委員会設置要綱 

第２節 君津市子ども・子育て支援事業計画検討委員会設置要綱  

 

 

（目的） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６１条第１項の規定に基づ 

き、君津市子ども・子育て支援事業計画（以下「計画」という。）を策定するにあた

り、必要な事項を検討及び調整するため、君津市子ども・子育て支援事業計画検討委員

会 

（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 検討委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 計画の策定に係る検討及び調整に関すること。 

(2) その他計画の策定に関し、必要と認めること。 

 

（構成） 

第３条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長は、児童家庭課長をもって充てる。 

３ 副委員長は、委員のうち委員長が指名する者をもって充てる。 

４ 委員は、別表の職にある者をもって充てる。 

 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 検討委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しく

は説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 

（庶務） 

第６条 検討委員会の庶務は、保健福祉部児童家庭課において処理する。 

 

（委任） 

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

検討委員会に諮って別に定める。 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年８月１日から施行する。 

（失効） 

２ この要綱は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 

第３節 
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別表（第３条関係） 

所 属 職名 

児童家庭課 
課長 

室長 

障害福祉課 課長 

健康管理課 課長 

教育総務課 課長 

学校教育課 課長 
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第４節 策定経過 

 

 

年 月 日 事   項 

H30・12・10 

ニーズ調査実施 

１．市内の就学前のお子さんがいる世帯   ：1,300世帯 

２．市内の就学児童（１～３年生）がいる世帯：７00世帯 

H31・３・27 
平成３０年度 第２回君津市子ども・子育て会議 

（ニーズ調査結果の報告） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第４節 
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