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第１章 計画の基本的事項  



 

2 

 

１ 計画策定の背景と趣旨 

（１）子ども・子育てをめぐる国の政策の動向 

我が国では、平成元年に、全国の合計特殊出生率がそれまでの統計上、最低の値となった「１．５７

ショック」を契機に、子どもを生み育てやすい環境をつくるための政策（エンゼルプラン、新エンゼルプ

ラン等）が強化され始めました。平成１５年には、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を図る「次世代育成支援対策推進法」が制定されました。 

また、平成２４年には、全国的な子育て支援の質・量の不足を解消するため「子ども・子育て支援

法」等の「子ども・子育て関連３法」が制定されました。その後、「希望出生率１．８」の実現を目指して、

若者の雇用安定・処遇改善、多様な保育サービスの充実、働き方改革の推進等を掲げた「ニッポン

一億総活躍プラン」をはじめとする、出産や就労等の子育て世代の希望が実現される社会づくりが

推進されてきました。 

子どもを安心して生み育てられる環境づくりに向けて、これまで様々な取組みが行われてきま

したが、子ども・子育て家庭を取り巻く環境は厳しさを増しており、近年では子どもの貧困やヤング

ケアラー、児童虐待、いじめや不登校、若者の引きこもりなど問題の複合化・複雑化が指摘される

ようになっています。 

国では、平成２２年に「子ども・若者育成支援推進法」が施行され、「子ども・若者ビジョン」が策定

されました。また、平成２６年には「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行され、令和元年

に「子供の貧困対策に関する大綱」が策定されました。さらに、総合的かつ長期的な少子化に対処

するための施策の指針として、平成２７年には、「少子化社会対策基本法」に基づく新たな「少子化

社会対策大綱」が策定されました。 

そして、これらの国の対策をより強力に推進するため、令和５年にこども家庭庁が発足するとと

もに、「こどもまんなか社会」の実現に向けて「こども基本法」が施行され、総合的な施策の方向を

示す「こども大綱」が閣議決定され、市町村に「こども計画」の策定が求められています。 

 

（２）松本市の子ども・子育て政策の動向 

本市の子ども・子育て施策は、こうした全国的な流れを踏まえながら展開されてきました。平成１７

年には「次世代育成支援対策推進法」に基づき「松本市次世代育成支援行動計画」（平成１７～２６年度）

を策定し、子どもが健やかに成長できる環境の整備や、子どもを安心して生み育てられる環境の整備

を行ってきました。 

平成２７年度以降は、子ども・子育て支援法に基づく「松本市子ども・子育て支援事業計画」（第１

期：平成２７～令和元年度／第２期：令和２～令和６年度）と、平成２５年に施行された「松本市子ど

もの権利に関する条例」に基づく「松本市子どもにやさしいまちづくり推進計画」（第１次：平成２７

～令和元年度／第２次：令和２～令和６年度）を策定し、「松本市次世代育成支援行動計画」の施策

をこの２つの計画で役割分担して引き継ぎながら、子どもや子育て家庭に対する総合的な支援の

充実を推進してきました。 

本市の総合計画（第１１次基本計画）では基本施策の１つ目に「こども・若者・教育」を位置付け、子

ども・子育て施策に注力しているところであり、国が示すこども大綱を踏まえつつ、引き続き、両計

画で役割を分担し、こどもを社会の中心に据えてこどもの意見を聞き、こどもの利益や権利を守る

「こどもまんなか社会」を実現するため、新たに「第３期松本市子ども・子育て支援事業計画」（以下

「本計画」という。）を策定します。  
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２ 計画の性格と位置付け 

（１）根拠法と計画の記載事項 

市町村が策定する子ども・子育て支援事業計画は、幼児期の教育・保育、地域の子育て支援に

ついての需給計画という性格を持っており、子ども・子育て支援法第６１条に次のように記載内

容が規定されています。 

本計画では、基本的記載事項に加え、任意的記載事項の一部についても記載します。 

 

 

≪基本的記載事項≫ 

● 教育・保育提供区域の設定 

● 幼児期の教育・保育の量の見込み、提供体制の確保の内容、実施時期 

● 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み、提供体制の確保の内容、実施時期 

● 幼児期の教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保の内容 

● 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 

 

≪任意記載事項≫ 

● 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又

は特定地域型保育事業の円滑な利用の確保 

● 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第４条第２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 

● 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 

● 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 
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（２）計画の位置付け 

ア 松本市における他計画との関係 

本計画は、本市の最上位計画である「松本市総合計画」の下、小学生までの子どもと子育て家

庭を支援する、子育て分野の事業計画と位置付けられるものです。 

本市における子ども・子育て分野の計画の前提となる「子どもの権利に関する条例」に基づき、

「子どもにやさしいまちづくり推進計画」と連携させるとともに、関連する各分野の個別計画

（「教育振興基本計画」、「地域づくり実行計画」、「健康増進総合計画」等）とも整合させながら、

施策・事業を展開していきます。 

また、これまで本計画とは別に策定していた「新・松本市放課後子ども総合プラン1」の計画期

間の終了に伴い、放課後児童対策に関する施策を本計画に統合します。 

 

図 1 本計画の位置付け 

 

  

                                         
1 国の動向に合わせ、本市では平成１９年度に「松本市放課後子どもプラン」を策定。平成２８年度に「松本市放課後子ども総

合プラン」に移行し、放課後児童健全育成事業及び放課後子ども教室事業を実施 
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イ 「松本市子どもにやさしいまちづくり推進計画」との関係 

本市では、「次世代育成支援対策推進法」に基づく「松本市次世代育成支援行動計画」（平成

17～２６年度）の内容を、「松本市子ども・子育て支援事業計画」と「松本市子どもにやさしいま

ちづくり推進計画」の２つの計画によって引き継ぎ、子育て分野の施策を総合的に実施してきま

した。今回、令和５年１２月に閣議決定された国のこども大綱が、こども及び若者を権利の主体

と捉えていることを踏まえ、「松本市子どもにやさしいまちづくり推進計画」に若者施策を追加

し、こども計画に含まれる施策内容を以下のように両計画で分担して相互に関連付けることで、

「こども計画」として位置付けます。 

 

図 2 こども大綱（こども計画）に含まれる施策分野の両計画の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 松本市の子育て分野の計画の前提 

本市では、子どもに関わるすべての大人が連携、協働して「すべての子どもにやさしいまちづ

くり」を推進することを目指し、平成２５年に「松本市子どもの権利に関する条例」を制定してい

ます。 

本市の子育て分野の計画は、子どもにとって最も良いことは何かを第一に考え、条例に示さ

れた以下の視点を踏まえて策定しています。 

 

図 3 松本市子どもの権利に関する条例（前文） 

わたしたちは、「すべての子どもにやさしいまち」をめざします。 

１ どの子もいのちと健康が守られ、本来もっている生きる力を高めながら、社会の一員として

成長できるまち 

２ どの子も愛され、大切に育まれ、認められ、家庭や学校、地域などで安心して生きることがで

きるまち 

３ どの子も松本の豊かな美しい自然と文化のなかで、のびのびと育つまち 

４ どの子も地域のつながりのなかで、遊び、学び、活動することができるまち 

５ どの子も自由に学び、そのための情報が得られ、支援が受けられ、自分の考えや意見を表現

でき、尊重されるまち 

６ どの子もいろいろなことに挑戦し、たとえ失敗しても再挑戦できるまち 
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３ 計画の期間 

令和７年度から令和１１年度までの５年間とし、計画の中間年に当たる令和９年度に計画の見直し

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 日本が目指す「こどもまんなか社会」とは ～ 

 

  

「こどもまんなか社会」とは、すべての子どもが健やかに成長し、希望を持って未来を築け

る社会を目指して、子どもを社会の中心に据えるという理念です。「こどもまんなか社会」の

実現のためには、子どもの自身の声に耳を傾け、子どもの権利と幸せを最優先に考え、家庭、

地域、学校、行政が一体となって子どもを支えることが重要です。 

また、「こどもまんなか社会」は、子どもが笑顔で未来を描ける社会の実現を目指すだけで

なく、子どもの成長を通じて社会全体の活力と持続可能性を高める取り組みでもあります。 

わが国では、令和５年 4月に、子どもや家庭に関する政策を一元的に進めるための「こども

家庭庁」が設立され、子育て世帯への経済的支援、教育の質の向上、地域での子育て支援、そ

して子どもの意見を政策に反映する仕組みが強化され、「こどもまんなか社会」の実現に取り

組んでいます。 

 

こども家庭庁「こどもまんなかマーク」 
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第２章 子ども・子育てをめぐる現状 
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１ 人口・世帯の動向 

（１）人口の推移 

本市の総人口は、しばらく２４万人台で推移してきましたが、令和５年に２４万人を下回りまし

た。年齢３区分別の人口推移を見ると、０～１４歳までの年少人口はこの２０年近くで２割ほど減

少し、少子化が進んでいます。本計画が対象とする０～１１歳の総人口に占める割合も減少傾向に

あり、令和５年は９．１％となっています。 

０～１１歳の人口についても減少し続けており、令和５年は２１,６５８人となっています。 

 

図 4 松本市の総人口、年齢３区分人口および０～１１歳人口比率 

 
出典：長野県「毎月人口異動調査」（各年１０月１日） 

※平成２２年より前のデータについては、現在の市域に合わせて組み替えた数値 ※総人口は年齢不詳人口を含む。 

 

図 5 ０～１１歳人口（学齢別） 

 
出典：総務省「国勢調査」／令和５年は住民基本台帳  

※平成２２年より前のデータについては、現在の市域に合わせて組み替えた数値   
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（２）出生の状況 

本市の出生数は、平成２５年は２，１６１人でしたが、令和５年は１，４４７人となり、５００人以上

の減少となっています。 

合計特殊出生率（一人の女性が一生の間に産むと想定される子どもの数）は、全国より高い水

準で推移していますが、長野県全体の数値よりは低くなっています。平成２５～２９年は１．５６ま

で持ち直しましたが、平成３０～令和４年は１．４４と再び減少に転じています。 

 

図 6 出生数の推移 

 

出典：長野県「毎月人口異動調査」 

 

図 7 合計特殊出生率の推移 

 

出典：厚生労働省「人口動態保健所・市区町村別統計」 
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（３）世帯の状況 

本市の総世帯数は増加傾向にありますが、このうち１８歳未満の子どものいる世帯数は増えて

おらず、その割合をみると減少が続いています。令和２年は全世帯の２０．７％が１８歳未満の子

どものいる家庭となっています。 

１８歳未満の子どものいる家庭の平均世帯人数は減少しており、令和２年は４人を下回ってい

ます。また、核家族世帯が平成７年に比べ、約２，５００世帯増加しており、核家族化が進んでいま

す。 

 

図 8 １８歳未満の子どものいる世帯数の推移 

 

出典：総務省「国勢調査」  ※平成２２年より前のデータについては、現在の市域に合わせて組み替えた数値 

 

図 9 １８歳未満の子どものいる世帯の類型および平均世帯人数 

 

出典：総務省「国勢調査」 ※平成２２年より前のデータについては、現在の市域に合わせて組み替えた数値 
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２ 家庭の状況 

（１）女性の年齢別就業率 

令和２年の本市の女性の年齢別就業率は、どの年代も全国平均より高く、長野県全体より低い

傾向が見られます。子育てをする女性が多くなる３０歳代前半で就業率が下がるいわゆるＭ字カー

ブの谷の傾斜が全国・県よりもやや大きくなっています。 

しかし、本市の女性就業率を経年比較すると、令和２年の３０代前半の就業率は６６．４％で平

成２２年、平成２７年の時よりも高くなっており、Ｍ字カーブは解消されてきていると考えられま

す。 

 

図 10 全国・長野県・松本市の女性の就業率の比較（令和２年） 

 

図 11 松本市の女性の就業率の経年比較 

 

出典：総務省「国勢調査」 
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（２）母親の就労状況 

市の「子育てに関する調査」における母親の就労状況を見ると、令和５年度調査ではフルタイム

就労（休職中含む。）の割合が未就学児保護者で４５．１％、小学生保護者で３８．１％となっており、

過去調査に比べ大きく増え、フルタイムで働く母親が増えていると考えられます。 

 

図 12 母親の就労状況 

 

出典：松本市「子育てに関する調査」 

 

（３）父親（未就学児保護者）の育児休暇取得状況 

未就学児の父親の育児休暇取得割合は１５．４％となっており、過去調査に比べ、大きく伸びて

います。 

 

図 13 父親の育児休暇取得状況 

 

 

出典：松本市「子育てに関する調査」  
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（４）子育てを主に行っている人 

未就学児の家庭において、「父母ともに子育てを行っている」の割合が５２．３％と今回調査で

初めて半数を超え、父親の育児参加が進んでいることが伺えます。 

図 14 子育てを主に行っている人 

 

出典：松本市「子育てに関する調査」 

（５）子育てに関する相談先 

未就学児保護者の約３割、小学生保護者の約５割が相談先が「ない」と回答しています。 

相談先は保育園・幼稚園、小学校を挙げる保護者が多く、身近な相談先となっています。 

図 15 子育てを主に行っている人（令和５年度） 
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３ 子育ての意識 

（１）子育てを楽しいと感じるか 

子育て家庭のほとんどが子育てを楽しいと感じていますが、「あまり感じない」「感じない」の割

合が過去調査よりも増えています。 

図 16 子育てを楽しいと感じているか 

 

出典：松本市「子育てに関する調査」 

（２）松本市は子育てしやすいまちだと思うか 

松本市が子育てしやすいまちだと思う人の割合は過去２回の調査に比べ減少しており、「思わ

ない」と回答した保護者の割合が少しずつ増えてきています。 

図 17 松本市は子育てしやすいまちだと思うか 
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（３）３歳までの望ましい子育て環境の考え方 

３歳まで「家庭で育てたい」とする未就学児の保護者はこの１０年間で半減している一方、「保育

園や幼稚園等に就園させたい」と考える保護者が大きく増加しており、３歳未満の保育ニーズが

高まっています。 

図 18 ３歳までの望ましい子育て環境 

 

 
出典：松本市「子育てに関する調査」 
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ころ、「放課後児童健全育成事業」が５１．２％で最も高く、過去調査に比べ大きく伸びています。

今後、放課後児童健全育成事業のニーズの増大が予想されます。 

図 19 小学校低学年で希望する放課後の過ごし方 ※複数回答 

 

出典：松本市「子育てに関する調査」 
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（５）子育て支援のニーズ 

これからの子育て支援施策で重要だと思うものは、未就学児保護者では「経済的支援」「預ける

場所の充実」「医療機関の充実」の順で高く、小学生保護者になると、「医療機関の充実」「犯罪や

交通事故から守る取組み」が特に高くなっています。 

図 20 子育て支援施策で特に重要だと思うもの（令和5年度） ※複数回答 

 

出典：松本市「子育てに関する調査」 
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図 21 子育て支援施策で特に重要だと思うもの（令和５年度） ※複数回答 

 

出典：松本市「子育てに関する調査」 
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４ 子育て支援サービスの利用状況 

（１）乳幼児期の教育・保育の提供・利用状況 

認定こども園が令和元年から９園増え、１５園となっています。また、増大する３歳未満児の保

育ニーズと待機児童に対応するため、地域型保育として小規模保育園の事業者募集を行い、令和

２年４月に３園、令和３年４月に４園の計７園を設置しています。 

こうした認定こども園と小規模保育園の増加により、両施設に在籍する児童数が増えるととも

に、在籍児童全体に占める３歳未満児の割合が増加してきています。 

図 22 乳幼児期の教育・保育の提供状況（園の数） 

 
出典：松本市保育課 

図 23 在籍児童数の推移 

 
出典：松本市保育課  
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（２）主な地域子ども・子育て支援サービスの提供状況 

①放課後児童健全育成事業の利用状況 

新型コロナウイルス感染症の影響で休館や利用中止日があり、また、利用登録者数も減少した

ことにより、計画での量の見込みを実績が下回りました。 

図 24 放課後児童健全育成事業の利用者数 

 
出典：松本市こども育成課 

②病児・病後児保育の利用状況 

病児・病後児保育を提供する施設の職員のコロナ感染により施設を休止した期間があったこと

や、保護者の預け控えが続いたことにより、量の見込みを大きく下回りました。 

図 25 病児病後児保育の利用者数 

 
出典：松本市こども育成課 

  



 

20 

 

③子育て短期支援事業の利用状況 

コロナ禍ではショートステイの受入れを制限したため、量の見込みを大きく下回りました。 

図 26 子育て短期支援事業の利用者数 

 

出典：松本市こども福祉課 
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第３章 計画策定の方向性  
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１ 本計画でめざす姿 

本市では、「松本市子どもの権利に関する条例」に定めるように、「すべての子どもにやさしいま

ち」を目指しています。 

 

●基本理念 

 

 

 

 

この基本理念のもとに、本計画では、すべての子どもが未来に希望を抱き、健やかに成長してい

けるよう、地域が一体となった「育ちあい、支えあい、分かちあい」の子ども・子育て支援を通じて、

「こどもまんなか社会」の実現を目指します。 

 

●本計画でめざすこと 

 

 

 

  

「育ちあい、支えあい、分かちあい」の子ども・子育て支援 とは 

 

松本市が培ってきた質の高い教育・保育、地域子ども・子育て支援事業を維持・向上さ

せ、「安心して子どもを産み、育てやすいまちづくり」に今後も取り組むとともに、親子が共

に育つ教育・保育環境を整えます。（育ちあい、支えあい） 

 

また、子育て世帯が、仕事と家庭の両立を実現しやすい環境づくりを推進しながら、子ど

もの健やかな成長を、子育て世帯だけでなく職場や地域が重層的に支えあい、その喜びを

分かちあう社会の実現を目指します。（支えあい、分かちあい） 

すべての子どもにやさしいまち 

こどもまんなか社会の実現をめざして 

「育ちあい、支えあい、分かちあい」の子ども・子育て支援 
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２ 基本目標 

本計画では、目指す姿の実現に向けて、次の３つの基本目標を掲げて事業を展開します。 

 

 基本目標１ 乳幼児期の質の高い教育・保育の確保 

【育ちあい・支えあい】 

 

 基本目標２ 地域のニーズに応じた子育て支援の充実 

【育ちあい・支えあい】 

 

 基本目標３ ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の両立）を 

実現する環境づくりの推進 【支えあい・分かちあい】 

 

 

 

基本目標１  乳幼児期の質の高い教育・保育の確保 

【育ちあい・支えあい】 

■現状の課題 

・母親の就業率やフルタイムでの就労が増加しているほか、３歳までに就園させたいと希望す

る保護者が増えており、３歳未満児に待機児童が発生しています。安心して保護者が子ども

を預けられる教育・保育環境を確保することが重要です。 

・乳幼児期の子育て家庭の多くが、子育てに関する経済的負担の軽減を求めています。 

 

 

就園ニーズに応えられる教育・保育環境を実現するため、乳幼児期の教育・保育について適切な

事業量を見込み、待機児童の解消に取り組んでいきます。あわせて、保育の質を向上していくため

に、処遇改善や保育士等の負担軽減などの働きやすい職場環境の整備による保育士の確保、施設

への巡回指導や研修の充実を推進します。また、生活圏を考慮し、子育て家庭にとって無理のない

就園ができる環境を整えます。 

さらに、幼児教育・保育の無償化を推進し、子育て家庭の経済的負担を軽減していきます。 
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基本目標２ 地域のニーズに応じた子育て支援の充実 

【育ちあい・支えあい】 

■現状の課題 

・少子化、核家族化等の社会や家庭の変化に対応して、子どもを安心して産み・育てられる環

境づくりを推進していくため、妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援をさらに強化していく

ことが求められます。 

・相談事業の利用件数は増えており、特に発達に関する相談が増加しているほか、児童虐待相

談も発生しています。一方、子育てに不安を抱える人や相談先がないと回答する保護者が一

定数見られ、身近に相談できる先の充実と周知が必要です。 

・母親の就業率上昇や様々な預かりニーズに対応し、子どもを安心して預けられる多様なサー

ビス・体制を充実していく必要があります。特に、放課後児童健全育成事業については、一部

の施設で急速に老朽化・狭あい化が進んでいるほか、ニーズ量の更なる増加も見込まれま

す。 

 

 

本市では、令和６年４月に母子保健機能と児童福祉機能の一体的な運営を目指し、こども家庭セ

ンターを設置しました。本センターを中心に、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもからの相談に応じ、

関係機関との連携を強化することで、援助を要する状況にある家庭に対して着実な支援につなげる

など、切れ目のない支援の更なる充実を図ります。 

また、放課後児童健全育成事業については、預かりのニーズが急増するとともに、一部施設の老

朽化・狭あい化が進んでいることから、適切な事業量を見込み、計画的な改修による受入れ環境の

改善・整備を進めます。 

その他、新しく開始する「こども誰でも通園制度」や、延長保育、病児・病後児保育、一時預かり、

ショートステイなど、多様な預かりサービスを充実させ、適切な事業量を確保します。 

図 27 こども家庭センターを中心とした関係機関との連携図  
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基本目標３ ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の両立）を実現する 

環境づくりの推進【支えあい・分かちあい】 

■現状の課題 

・母親のフルタイム就労が増え、また、父親の育休取得も増加しているように、子育てと仕事を

両立しやすい社会環境づくりが進みつつあり、この動きをさらに後押ししていくことが必要

です。 

・子どもと関わる時間が相対的に減少していく中で、子育ての質を担保していくためには、家

庭の子育て力を底上げするための支援に取り組んでいくことも重要です。 

 

 

子育てと仕事の両立を実現できるようにするため、家庭での父親の育児参加や子育てに関する

職場の理解をさらに促進します。 

また、家庭の子育て力を向上させるため、家庭での子育ての重要性や喜びを保護者が実感でき

るよう、子育てに関する情報提供のタイミングや内容を改善していきます。  
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３ 事業計画の構成 

本計画では、上述の基本理念、めざす姿、基本目標に基づき、以下のとおり事業を展開します。 

 

１ 
子どものための教育・保育給付と地域子ども・子育て支援事業の提供区域の

設定 

  

２ 
基本目標１ 乳幼児期の質の高い教育・保育の確保 

子どものための教育・保育給付対象事業の推進 

 ⑴ 施設型給付及び地域型保育給付に係る事業の推進 （保育課） 

 ⑵ 教育・保育等の円滑な利用及び質の向上に係る取組みの推進 （保育課） 

  

３ 
基本目標２ 地域のニーズに応じた子育て支援の充実 

地域子ども・子育て支援事業の実施 

 ⑴ 利用者支援事業 （健康づくり課、こども育成課、こども福祉課、保育課） 

 ⑵ 地域子育て支援拠点事業 （こども育成課） 

 ⑶ 妊婦健康診査 （健康づくり課） 

 ⑷ 産後ケア事業【新規】（健康づくり課） 

 ⑸ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） （こども福祉課） 

 ⑹ 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（こども福祉課） 

 ⑺ 子育て世帯訪問支援事業（こども安心訪問支援事業）【新規】（こども福祉課） 

 ⑻ 子育て短期支援事業 （こども福祉課） 

 ⑼ ファミリー・サポート・センター事業 （こども育成課） 

 ⑽ 一時預かり事業 （保育課） 

 ⑾ 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）【新規】（保育課） 

 ⑿ 延長保育事業 （保育課） 

 ⒀ 病児・病後児保育事業 （こども育成課） 

 ⒁ 放課後児童対策（放課後児童健全育成事業／放課後子ども教室） （こども育成課） 

 ⒂ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 （保育課） 

 ⒃ 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 （保育課） 

  

４ 

基本目標３ ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の両立）を実現する環境づ

くりの推進 

関連施策の展開 

 
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 
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第４章 事業計画  



 

28 

 

１ 子どものための教育・保育給付と地域子ども・子育て支援事業の

提供区域の設定 

子ども・子育て支援法第６１条第２項第１号により、市町村は、地理的条件、人口、交通事情、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、「教育・保育」と「地域子ども・子育て支援事業」の提供区域を設定することとされていま

す。本市においては、下表のとおり設定します。 

※ ファミリー・サポート・センター事業は、対象者で区分すると、未就学児に対するもの、病児・病後児に対するもの、就学児に

対するものに区分されます。⑼ファミリー・サポート・センター事業の項目では就学前児童・就学児に対する事業量を記載

し、病児・病後児に対する事業量は⒀病児・病後児保育事業に記載しています。 

  量の見込みを算出する必要のある事業 対象 区域 

教育・保育 

⑴ 
１号認定（認定こども園、幼稚園） 

２号認定（教育の利用希望が強いもの） 
年少～年長 全市 

⑵ ２号認定（認定こども園、保育所）  年少～年長 全市 

⑶ 
３号認定（認定こども園、保育所、 

地域型保育）  

３歳未満児 

（４月１日現在満年齢） 
全市 

地域子ども・子

育て支援事業 

（松本市におけ

る事業名） 

⑴ 利用者支援事業 － 全市 

⑵ 地域子育て支援拠点事業 
就学前児童 

（事業量は０～２歳で算出） 
全市 

⑶ 妊婦健康診査 － 全市 

⑷ 産後ケア事業 
産後ケア：産後１２０日までの乳児と母親 

母乳育児相談：産後１年未満 全市 

⑸ 
乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん事業） 
生後４か月まで 全市 

⑹ 
養育支援訪問事業、その他要支援児童、 

要保護児童の支援に資する事業 
－ 全市 

⑺ 
子育て世帯訪問支援事業 

（こども安心訪問支援事業） 
－ 全市 

⑻ 子育て短期支援事業 １８歳未満の児童 全市 

⑼ ファミリー・サポート・センター事業（※） ０歳～１５歳 全市 

⑽ 一時預かり事業 就学前児童 全市 

⑾ 
乳児等通園支援事業 

（こども誰でも通園制度） 
生後半年～３歳未満の未就園児 全市 

⑿ 延長保育事業 就学前児童 全市 

⒀ 病児・病後児保育事業 
病児：生後５か月～小学校３年生 

病後児：未就学児童（満１歳以上） 
全市 

⒁ 
放課後児童対策 （放課後児童健全育成

事業／放課後子ども教室） 
小学生 小学校区 

⒂ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 － 全市 

⒃ 
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 
－ 全市 
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〈参 考〉 

量の見込みを算出するために、住民基本台帳による行政地区別・性別・年齢別人口（令和５年４月

１日現在）を使用し、コーホート変化率法（※）を用いて本市の計画期間における子どもの人口を推

計しました。 

次ページ以降では、下表の人口に対応した量の見込みを算出しています。 

 

 （※）各コーホート（同じ年又は同じ期間に生まれた人々の集団）について、過去における実績人

口の動勢から変化率を求め、それに基づき将来人口を推計する方法 

 

■年齢別推計子ども数 

単位：人 

 

 

 

  

令和7年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年

０歳 1,444 1,423 1,403 1,383 1,379

１歳 1,463 1,443 1,422 1,402 1,379

２歳 1,597 1,462 1,442 1,421 1,398

３歳 1,590 1,597 1,461 1,440 1,417

４歳 1,609 1,589 1,596 1,460 1,437

５歳 1,723 1,609 1,588 1,595 1,456

０-５歳 9,426 9,123 8,912 8,701 8,466

６歳 1,870 1,723 1,608 1,588 1,595

７歳 1,814 1,870 1,722 1,607 1,587

８歳 2,017 1,823 1,869 1,721 1,608

９歳 2,005 2,028 1,832 1,868 1,721

10歳 2,074 2,015 2,038 1,841 1,868

11歳 2,070 2,085 2,025 2,048 1,864

６-11歳 11,850 11,544 11,094 10,673 10,243

推計
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２ 基本目標１ 乳幼児期の質の高い教育・保育の確保 

～子どものための教育・保育給付対象事業の推進～ 
 

⑴ 施設型給付及び地域型保育給付に係る事業の推進 （保育課） 

ア 事業内容 

＜国が定める事業の概要＞ 

幼稚園 

小学校以降の教育の基礎を作るための幼児期の教育を行う学校 

利用時間 
昼過ぎ頃までの教育時間のほか、園により教育時間前後や園の休業中の

教育活動（預かり保育）などを実施 

利用できる保護者 制限なし 

   

保育所 

就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設 

利用時間 夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施 

利用できる保護者 共働き世帯など、家庭で保育のできない保護者 

   

認定こども園 

教育と保育を一体的に行う施設 

幼稚園と保育所の機能や特長併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設（平成１８年に導入） 

新制度では、認可手続の簡素化などにより、新たな設置や幼稚園・保育所からの移行をしやすく

し、さらに普及を図っていきます。 

   

地域型保育 
施設（原則２０人以上）より少人数の単位で、０～２歳の子どもを預かる事業 

小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育の４つの類型があります。 

 

＜松本市の事業展開＞ 

令和７年度には 

・幼稚園８園（市立３園・私立４園・国立１園） 

・保育園４６園（市立４３園（うち休園２園）・私立３園） 

・認定こども園１７園（私立１７園） 

・地域型保育１０園（私立１０園）が、教育・保育サービスを提供します。 
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イ 量の見込みと確保方策 

①１号認定（３～５歳の教育認定） 

１号認定（教育標準時間認定）は、満３歳以上で、幼稚園等で教育を希望する子どもが対象です。

令和７年度に新制度に移行する施設があるため、令和６年度に対して一時的に量の見込みは増加し

ますが、令和８年度以降は少子化により減少傾向となる見込みです。 

 

＜確保方策の考え方＞ 

私立園との緊密な連携を保ち、適切な定員管理に努めながら、量の見込みを上回る定員を確保

します。 

単位：人 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み １，５８２ １，５４７ １，５１３ １，４７９ １，４４６ 

確
保

方
策 特定教育保育施設 １，６０７ １，６０７ １，６０７ １，６０７ １，６０７ 

過不足 ２５ ６０ ９４ １２８ １６１ 

 

②２号認定（３～５歳の保育認定） 

２号認定（保育認定）は、満３歳以上で、保護者が「保育を必要とする事由」に該当するために保育

園等で保育を希望する子どもが対象です。子どもの出生数等に応じた需要を見込んでいます。 

 

＜確保方策の考え方＞ 

出生数等に注視しながら、私立園との緊密な連携を保ち、適切な定員管理に努め、量の見込みに

対して充足できる定員を確保します。 

単位：人 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み ３，７６６ ３，６８３ ３，６０１ ３，５２２ ３，４４４ 

確
保
方
策 

教育・保育施設 ３，７５０ ３，７５０ ３，７５０ ３，７５０ ３，７５０ 

認可外保育施設 ７５ ７５ ７５ ７５ ７５ 

合 計 ３，８２５ ３，８２５ ３，８２５ ３，８２５ ３，８２５ 

過不足 ５９ １４２ ２２４ ３０３ ３８１ 
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③３号認定（０～２歳の保育認定） 

３号認定（保育認定）は、満３歳未満の子どもで、保護者が「保育を必要とする事由」に該当するた

めに保育園等で保育を希望する子どもが対象です。女性の社会進出の進展、ライフスタイルの多様

化、第２子以降の３歳未満児保育料の無償化等により、今後の保育需要はさらに高まると見込まれ

ます。 

 

＜確保方策の考え方＞ 

本市では待機児童が発生しているため、小規模保育所等の地域型保育事業、認可外保育施設の

開設、幼稚園の認定こども園化、保育士の確保を総合的に進めることで、段階的な定員の拡大に取

り組みます。 

また、保育料無償化、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の導入時においては、安定し

たサービスの提供が実施できるよう、これまで以上に多くの保育士を確保する必要があります。保

育士の処遇改善の検討、採用試験の見直し（公立）、職場体験事業を活用した保育士の魅力の発信

など、更なる人材確保に取り組みます。 

 

１）０歳 
単位：人 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み １９４ １９６ １９８ ２００ ２０２ 

確
保
方
策 

教育保育施設 １３７ １３７ １３７ １３７ １３７ 

地域型保育事業 ４１ ５９ ７７ ７７ ７７ 

認可外保育施設 ３ ３ ３ ３ ３ 

合 計 １８１ １９９ ２１７ ２１７ ２１７ 

過不足 △１３ ３ １９ １７ １５ 
 

２）１歳 
単位：人 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み ６５８ ６６５ ６７２ ６７９ ６８６ 

確
保
方
策 

教育保育施設 ５７５ ５８１ ５９０ ５９９ ６０８ 

地域型保育事業 ５５ ７３ ９１ ９１ ９１ 

認可外保育施設 ７ ７ ７ ７ ７ 

合 計 ６３７ ６６１ ６８８ ６９７ ７０６ 

過不足 △２１ △４ １６ １８ ２０ 
 

３）２歳 
単位：人 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み ８８３ ８８８ ８９３ ８９８ ９０３ 

確
保
方
策 

教育保育施設 ７９６ ７８４ ７８４ ７８４ ７８４ 

地域型保育事業 ６１ ８２ １０３ １０３ １０３ 

認可外保育施設 ２３ ２３ ２３ ２３ ２３ 

合 計 ８８０ ８８９ ９１０ ９１０ ９１０ 

過不足 △３ １ １７ １２ ７ 
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＜保育利用の希望率＞ 

なお、満３歳未満児の保育利用の希望率は、各年度の推計人口に占める量の見込みの割合を算

出し、以下のように想定します。 

単位：％ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

保育利用の希望率 ３８．５ ４０．４ ４１．３ ４２．２ ４３．１ 
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⑵ 教育・保育等の円滑な利用及び質の向上に係る取組みの推進 （保育課） 

ア 認定こども園への移行 

本市では、満３歳未満の子どもの保育について待機児童が発生しています。 

認定こども園には、「増加する３歳未満児の保育需要への対応」について役割を果たすことが

期待されることから、幼稚園の認定こども園への移行を進めます。 

 

イ 乳幼児期の教育・保育等の質の確保及び向上 

子どもを取り巻く物的環境、人的環境などの保育環境を整えることは、教育・保育環境の質を

維持・向上させ、子どもたちの園生活を豊かにします。 

本市では、障がいの有無に関わらず全ての子どもに対して、それぞれの段階に応じた生活及び

活動ができるように教育・保育を提供しています。医療的ケアなど障がいの程度により特別な支

援が必要な子どもに対しても、円滑に教育・保育を利用できるよう、関係部局と連携し、保護者や

受入施設に対して適切な支援を行うことに努めます。保育園等においては、保育環境の充実を図

り、安心した環境の中で子どもの成長にふさわしい生活・あそび・経験などの提供に努めます。 

また、コンシェルジュの配置により、子育ての不安に関する相談活動や、親子の集いの場の提

供、子育てに関する情報提供などを行うことで、地域の子育てを支援します。 

一方で、担い手である幼稚園教諭、保育士及び保育教諭を確保するため、更なる処遇改善等を

検討するとともに、保育専門指導員による巡回指導や研修の充実を図り、公立園のみならず私立

園にも参加を働きかけ、市全体の幼児教育・保育、子育て支援の質の向上に取り組みます。 

 

ウ 幼児期の教育・保育と小学校教育との円滑な接続（幼保小連携） 

本市では、昭和３９年に「松本市幼年教育研究会」を設置し、幼児期の教育・保育と小学校教育

とを円滑に接続するため、幼保小の園長・校長による情報交換、子ども及び教職員の交流、就学

に関わる研究・連携等に取り組んできました。 

今後も、これまでの取組みを軸に、一人ひとりの子どもの成長に寄り添った支援を展開します。 

 

エ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保 

幼児教育・保育の無償化においては、施設等利用給付の公正かつ適正な支給の確保、保護者の

経済的負担の軽減、利便性等を勘案しつつ、給付方法の検討・改善を行います。 
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オ 施設整備 

子どもたちが安心・安全に施設を利用できるよう、国等の各種補助事業を活用し、計画的に老

朽化した施設の改築及び改修を行うなど、教育・保育環境の整備を行います。 

 

カ 外国につながる幼児への支援・配慮 

海外から帰国した幼児、外国人幼児、両親が国際結婚した幼児等のいわゆる外国につながる幼

児の増加が見込まれます。事業の対象家庭には、写真等でわかりやすく説明した案内の作成、通

知文の翻訳及び通訳、翻訳アプリの活用等を通して、わかりやすく丁寧な支援を行います。 
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３ 基本目標２ 地域のニーズに応じた子育て支援の充実 

～地域子ども・子育て支援事業～ 

 

⑴ 利用者支援事業 （健康づくり課、こども育成課、こども福祉課、保育課） 

 

１．基本型・特定型・こども家庭センター型 

ア 事業内容 

＜国が定める事業の概要＞ 

子ども、その保護者等、又は妊娠している方が教育・保育施設、地域の子育て支援事業等を円滑

に利用できるよう、身近な実施場所で専任の職員が、情報収集及び提供を行い、必要に応じ相談・

助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。次の３つの類型があります。 

１）基本型：利用者支援と地域連携を共に実施する形態 

２）特定型：主に利用者支援を実施する形態 

３）こども家庭センター型：妊産婦及び乳幼児の健康の保持・増進に関する包括的な支援並びに

全ての子ども及び家庭に対する虐待への予防的な対応から個々の家庭に応じた支援まで、

切れ目なく実施する形態 

 

＜松本市の事業展開＞ 

本市では基本型として、５か所のこどもプラザに子育てコンシェルジュ、保育課内に保育コンシェ

ルジュを配置し、また、こども家庭センター型として、１か所のセンター（センター長、統括支援員、母

子保健コーディネーター等配置）を設置して、利用者支援事業を実施しています。 

こども家庭センター、子ども子育て安心ルーム（コンシェルジュ等）、健康づくり課（地区担当保健

師等）が連携し、一体的な相談支援を実施します。 

 

実施施設 ７か所 

事業種別 施設名等 所在地 担当課 

基本型 

こどもプラザ（筑摩） 筑摩１－１３－２２ 

こども育成課 

小宮こどもプラザ 島内１５５－２ 

南郷こどもプラザ 横田３－２３－１ 

波田こどもプラザ 波田６８６１ 

芳川こどもプラザ 村井町南２－２１－４５ 

保育課 丸の内３－７ 保育課 

こども家庭センター型 松本市こども家庭センター 丸の内３－７ 
こども福祉課 

健康づくり課 

令和７年度版  
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イ 量の見込みと確保方策 

質的な改善として、こども家庭センター型では、令和６年度に設置した「こども家庭センター」にお

いて、児童福祉機能と母子保健機能とが連携し、一体的な支援ができる体制の強化を図ります。 

①基本型（子育てコンシェルジュ） 
単位：人数（人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み ５ ５ ５ ５ ５ 

確保方策 ５ ５ ５ ５ ５ 

②基本型（保育コンシェルジュ） 

単位：人数（人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み １ １ １ １ １ 

確保方策 １ １ １ １ １ 

③こども家庭センター型 

単位：センター長・統括支援員・母子保健コーディネーターの人数（人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み ３ ３ ３ ３ ３ 

確保方策 ３ ３ ３ ３ ３ 

 

２．妊婦等包括相談支援事業型 

ア 事業内容 

＜国が定める事業の概要＞ 

妊婦、その配偶者等に対して、面談等の実施により、必要な情報提供や相談に応じるとともに、ニー

ズに応じて必要な支援につなげる伴走型相談支援を行う事業です。 

     

＜松本市の事業展開＞ 

妊娠届出時の面談、妊娠８か月アンケート、産後の新生児訪問・相談等での面談を通じて、妊娠期

から出産・子育て期の切れ目のない母子保健や子育てに関する情報の提供、必要な支援につなぐ伴

走型相談支援を、地区担当保健師等を中心に身近な地域で行っています。 

 

イ 量の見込みと確保方策 

妊婦、その配偶者等が身近な場所で相談や必要な支援を受けられるよう、関連機関との連携に配

慮し、相談支援体制の確保を図ります。 

単位：人／年 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み ４，３３２ ４，２６９ ４，２０９ ４，１４９ ４，１３７ 

確保方策 ４，３３２ ４，２６９ ４，２０９ ４，１４９ ４，１３７ 
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⑵ 地域子育て支援拠点事業 （こども育成課） 

 

ア 事業内容 

＜国が定める事業の概要＞ 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、

助言その他の援助を行う事業です。 

＜松本市の事業展開＞ 

①こどもプラザ 

市内に居住する就学前の幼児及びその保護者を対象として、育児及びサークル関連情報の収集

や提供、各種行事や講座、講習会を開催しています。 

②つどいの広場 

保育園、認定こども園及び幼稚園に入っていない未就園の幼児及びその保護者を対象として、情

報交換や交流が図れる場所です。子育て支援員による相談、親子体操、人形劇等の行事を開催して

いるほか、保健師による健康相談等も実施しています。 

③施設整備 

下記実施施設整備として、おおむね築２０年で屋根・床・壁・空調設備・照明設備等の改修を、おお

むね４０年で長寿命化改修工事（大規模改修工事）を、計画的に実施します。 

実施施設 ２５か所 

事業種別 施設名 所在地 対象児童 

こどもプラザ 

こどもプラザ（筑摩） 筑摩１－１３－２２ 

就学前児童 

小宮こどもプラザ 島内１５５－２ 

南郷こどもプラザ 横田３－２３－１ 

波田こどもプラザ 波田６８６１ 

芳川こどもプラザ 村井町南２－２１－４５ 

つどいの広場 

あがた児童センター 県 １－３－２０ 

未就園の乳幼児 

高宮児童センター 高宮南７－４０ 

沢村児童センター 沢村２－６－１４－３  

南部児童センター 双葉 ４－１６ 

菅野児童センター 神林 ２６６３－３ 

島立児童センター 島立 ３２９８－２ 

寿児童センター 寿豊丘 １０３２－３ 

二子児童センター 笹賀 ６０７１ 

鎌田児童センター 両島 ５－５０ 

山辺児童センター 里山辺 ７２４１－２ 

岡田児童センター 岡田松岡 ５１３ 

浅間児童センター 浅間温泉 ２－９－２ 

今井児童センター 今井 １５９５ 

中山児童センター 中山 ３５３２－１ 

田川児童センター 渚 １－６－９ 

和田児童センター 和田２２４０－２８ 

新村児童センター 新村 １９８５－２ 

梓川児童センター 梓川梓 ７３６－１ 

四賀支所 会田 １００１－１ 

明善児童センター 寿豊丘８１３－７ 

令和７年度版  
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イ 量の見込みと確保方策 

芳川つどいの広場の閉館により、利用者がこどもプラザに移行することが見込まれますが、既存

施設で対応できる規模となっています。幼児と保護者の居場所を確保するため、ゆとりを持った事

業量とします。 

 

①こどもプラザ 

単位：人回／年 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み ８５，０００ ８５，０００ ８５，０００ ８５，０００ ８５，０００ 

確保方策 ９１，０００ ９１，０００ ９１，０００ ９１，０００ ９１，０００ 

 

②つどいの広場 

単位：人回／年 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み ６３，０００ ６３，０００ ６３，０００ ６３，０００ ６３，０００ 

確保方策 ６８，０００ ６８，０００ ６８，０００ ６８，０００ ６８，０００ 
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⑶ 妊婦健康診査 （健康づくり課） 

 

ア 事業内容 

＜国が定める事業の概要＞ 

妊婦の健康の保持・増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、健康状態の把握、検査計測、

保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業です。 

 

＜松本市の事業展開＞ 

松本・大北地域で出産を予定する場合は、妊娠が確定すると、医療機関から「共通診療ノート」を

配布し、医療機関の間での情報共有を図っています。 

妊娠が確定し、分娩予定日が決まった段階で、医療機関で発行される妊娠届出書が市に提出される

と、母子健康手帳の交付とともに妊婦健診を受けられる妊婦一般健康診査受診票（公費助成）を１４回

分交付します。県内で妊婦健診を受診できない場合は、県外で受診した妊婦健診の費用の一部を補助

します。 

 

イ 量の見込みと確保方策 

産婦人科医療機関、助産院で行います。 

第３期の計画期間においても、出生数の低下による利用者数の減少が予想されますが、松本・大

北地域の連携強化により市外の利用者も利用できるようにするため、余裕を持った量を確保します。 

 

単位：人／年 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み １，４４４ １，４２３ １，４０３ １，３８３ １，３７９ 

確保方策 ２，０００ ２，０００ ２，０００ ２，０００ ２，０００ 
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⑷ 産後ケア事業 （健康づくり課） 

 

ア 事業内容 

＜国が定める事業の概要＞ 

出産後１年以内の母子に対して心身のケアや育児のサポートを行い、産後も安心して子育てがで

きるよう支援する事業です。 

産後間もないじょく婦や産婦の心身のケア、授乳指導、育児に関する指導等の育児サポートを必

要とする方が対象となります。 

 

＜松本市の事業展開＞ 

本市が委託している医療機関及び助産所で受けるケアの利用料の一部を補助します。 

①産後ケア事業 

育児や産後の体調に心配があるお母さんと赤ちゃんが、宿泊又は日帰りで医療機関や助産所で

身体を休めながら授乳指導や育児相談を受けられます。 

利用料金のうち、基本補助額（利用料金の８割。宿泊：上限２４，０００円／日、日帰り：上限８，０００円

／日）と、加算補助額（１日当たり２，５００円（上限５日まで））を合計した金額を市が補助します。 

利用できる期間は、出産日から１２０日以内（分娩に関わる入院を除く。）で、宿泊と日帰りそれぞ

れ７日以内です。また、必要と認められた場合に限り、７日間の利用延長が可能です。 

 

②母乳・育児相談事業 

医療機関や助産所で必要な保健指導や相談を受けることで、育児不安の軽減や産婦の心身の健

康が保持できるよう、産後１年未満の産婦に対し、助成券３，０００円分（１，０００円×３枚）を交付し

ています。 

   

イ 量の見込みと確保方策 

契約医療機関及び助産所で行います。 

第３期の計画期間においても、出生数の低下による利用者数の減少が予想されますが、産後ケア

の利用が増加傾向にあることを考慮し、利用量の確保を図ります。 

単位：人日／年 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み ９１８ １，１００ １，２００ １，２００ １，２００ 

確保方策 １，０００ １，１００ １，２００ １，２００ １，２００ 
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⑸ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） （こども福祉課） 

 

ア 事業内容 

＜国が定める事業の概要＞ 

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

の把握を行う事業です。 

 

＜松本市の事業展開＞ 

各地区の民生・児童委員及び主任児童委員がプレゼントを持って訪問します。子育て支援に関す

る情報提供や、お母さんやお子さんに関する色々な悩みを聞き、必要な場合は適切なサービスに結

び付けることにより乳児のいる家庭の孤立を防ぎ、乳児の健全育成を支援します。 

 

実施事業 

事業名 訪問者 対象者 

こんにちは赤ちゃん 民生・児童委員及び主任児童委員 生後４か月までの乳児がいる家庭 

令和７年度版 

 

イ 量の見込みと確保方策 

第３期の計画期間における人口推計と同程度の量を見込みます。 

各地区の民生・児童委員及び主任児童委員と連携して、継続して実施します。 

 

単位：人／年 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み １，４４４ １，４２３ １，４０３ １，３８３ １，３７９ 

確保方策 ２，０００ ２，０００ ２，０００ ２，０００ ２，０００ 
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⑹ 養育支援訪問事業、その他要支援児童、要保護児童の支援に資する事業 

   （こども福祉課） 

 

ア 事業内容 

＜国が定める事業の概要＞ 

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事業です。 

その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業は、要保護児童対策協議会（子どもを守る

地域ネットワーク）の機能強化を図る事業です。 

 

＜松本市の事業展開＞ 

子どもを家庭で養育することが適当でない場合に、できる限り「良好な家庭的環境」において養

育されるよう、必要な措置等による保護が想定される乳幼児を対象に、松本赤十字乳児院の専門

職員の家庭訪問により養育に関する相談、支援を行います。 

 

イ 量の見込みと確保方策 

養育支援訪問事業は、新型コロナウイルス感染症の影響をあまり受けていない令和５年度の実績

と同程度を見込みます。専門家と連携し、養育支援訪問事業を継続的に実施します。 

単位：回／年 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み １６０ １６０ １６０ １６０ １６０ 

確保方策 １６０ １６０ １６０ １６０ １６０ 

 

その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業については、多様化・複雑化している家庭

のニーズへの支援ができるよう、調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化と、

ネットワーク機関（児童相談所、警察、保健センター、医療機関等 ※）の連携強化を推進します。 

※令和６年５月から新たに２つの機関を追加 
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⑺ 子育て世帯訪問支援事業（こども安心訪問支援事業） （こども福祉課） 

 

ア 事業内容 

＜国が定める事業の概要＞ 

家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭

の居宅を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支

援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的

とする事業です。 

 

＜松本市の事業展開＞ 

虐待の防止やヤングケアラーの負担軽減のため訪問支援員が自宅を訪問し、悩み事や不安に対し

て傾聴しつつ、家事や育児の支援を行います。 

委託先の事業者は介護保険サービスや障がい福祉サービスの事業も行っているため、適切なサー 

ビスへつなぎ、サービスの利用が途切れることのないようにします。 

 

イ 量の見込みと確保方策 

令和６年度の利用実績見込と同程度を見込みます。 

現在は１事業者の事業実施により利用ニーズに対応できていますが、令和７年１月に行ったヤン

グケアラーの実態把握調査により潜在的な対象世帯を把握し、必要に応じて既存の介護保険サービ

ス・障がい福祉サービス事業者と連携し、ニーズを満たすことのできる事業者数を確保していきま

す。 

 

単位：人日／年 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み １８０ １８０ １８０ １８０ １８０ 

確保方策 １８０ １８０ １８０ １８０ １８０ 
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⑻ 子育て短期支援事業 （こども福祉課） 

 

ア 事業内容 

＜国が定める事業の概要＞ 

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となった児童につ

いて、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業です。 

 

＜松本市の事業展開＞ 

・ショートステイ 【対象児童】市内に居住する１８歳未満の児童 

保護者の病気や出産、冠婚葬祭、看護等で子どもの世話ができない場合に、児童養護施設等で宿

泊を伴う一時預かりを行います。 

 

実施施設 ２か所 

施設名 所在地 利用可能日数 

松本児童園 島内１６６６－８８０ 
７泊以内 

松本赤十字乳児院 元町３－８－１０ 

令和７年度版 

 

イ 量の見込みと確保方策 

新型コロナウイルス感染症拡大前と同程度の水準を見込み、既存施設で対応できる規模となって

います。１家庭が複数回利用することが多い事業のため、事業量の変動が大きくなる可能性があり

ます。利用が確保方策を上回りそうな状況になった場合は、事前に実施施設と協議し、必要な家庭

にサービスが提供できるように努めます。また、養育里親への委託など、受入れ先の確保を引き続

き検討します。 

単位：人日／年 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ 

確保方策 １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ 
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⑼ ファミリー・サポート・センター事業 （こども育成課） 

 

本事業の対象者は、未就学児、就学児、病児・病後児の３つに区分されます。ここでは、未就学児、就

学児に対する事業を記載しています。病児・病後児に対するものは⒀病児・病後児保育事業の項目に

記載しています。 

 

ア 事業内容 

＜国が定める事業の概要＞ 

乳幼児、小学生等の児童を有する子育て

中の保護者を会員として、児童の預かり等

の援助を受けることを希望する者（依頼会

員）と当該援助を行うことを希望する者（協

力会員）との相互援助活動に関する連絡、

調整を行う事業です。 

 

＜松本市の事業展開＞ 

０～１５歳の子どもを持つ保護者を対象に、子育ての支援を受けることを希望する者と子育ての

援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡調整を実施します。また、援助を行う

ことを希望する者を対象とした「サポーター養成講座」を実施します。 

 

イ 量の見込みと確保方策 

事業の対象となる子どもの人口は減少傾向にありますが、制度の周知及び無料クーポンの配布

により、利用者の増加が見込まれます。 

ただし、現在の協力会員数では、こうした増加も含めた受入れ数を確保するのが難しいため、処

遇改善、事業周知等を引き続き進め、協力会員の増員を図り、相互援助活動を促進します。 

 

①就学前児童 

単位：人／年 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み ２，０００ ２，２００ ２，４００ ２，６００ ２，７００ 

確保方策 ２，５００ ２，７００ ２，９００ ３，１００ ３，２００ 
 

②就学児童 

単位：人／年 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み １，６００ １，７００ １，８００ １，９００ ２，０００ 

確保方策 ２，１００ ２，２００ ２，３００ ２，４００ ２，５００ 
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⑽ 一時預かり事業 （保育課） 

 

ア 事業内容 

＜国が定める事業の概要＞ 

保育園を定期的に利用しない家庭において、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、主として昼間、認定こども園、幼稚園、保育園、地域子育て支援拠点その他の場所におい

て、一時的に預かり、必要な保育を行う事業です。 

 

＜松本市の事業展開＞ 

幼稚園（認定こども園の幼稚園部分を含む。）の預かり保育は、在園児を対象に幼稚園８園、認定

こども園１７園で実施します。 

保育園（認定こども園の保育園部分を含む。）の一時預かりは、未就園児を対象に指定園の保育

園１１園、認定こども園２園で実施します。なお、指定園以外でも定員等に余裕のある場合には実施

します。 

実施施設 幼稚園の預かり保育 ２５か所 

園名（公立） 所在地 対象児童 

松本幼稚園 蟻ケ崎２－４－５０ 

在園する３～５歳の児童 

（一部満３歳児にも対応） 

本郷幼稚園 浅間温泉２－１２－１５ 

本郷南幼稚園 横田４－２５－２ 

信州大学教育学部附属幼稚園 桐１－３－１ 

園名（私立） 所在地 対象児童 

鈴蘭幼稚園 県１－４－２３ 

在園する３～５歳の児童 

（一部満３歳児にも対応） 

聖テレジア幼稚園 丸の内９－３２ 

松本青い鳥幼稚園 寿豊丘６０６－１ 

松本いずみ幼稚園 桐１－４－７ 

認定こども園深志 深志２－４－２７ 

幼稚園部分に在園する 

３～５歳の児童 

（一部満３歳児にも対応） 

ささべ認定こども園 笹部３－１３－２５ 

認定こども園ふたご 笹賀４９９２－１ 

やよい認定こども園 南原２－１１－５ 

認定こども園聖十字幼稚園 開智１－６－２５ 

信学会松本こども園 笹賀３１２１ 

信学会やまびこの森こども園 小屋南１－８－１０ 

認定なぎさこども園 渚１－１－９ 

認定こども園松本光明幼稚園 女鳥羽１－９－１６ 

認定こども園松本中央幼稚園 蟻ケ崎４－４－１０ 

認定こども園松本短大幼稚園 寿台７－４－１ 

認定こども園白百合幼稚園 村井町南４－６－４ 

信学会松本南幼稚園 野溝木工２－６－３１ 

信学会松本神映幼稚園 神林３６８２ 
幼稚園部分に在園する 

３～５歳の児童 

（一部満３歳児にも対応） 

松本シュタイナー認定こども園ひなたぼっこ 波田１０３７１－３ 

ＩＳＮ南松本キャンパス 南松本１－２－２ 

ＩＳＮ島内キャンパス 島内７７７９－１ 

令和７年度版  
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実施施設 保育園の一時預かり（指定園） １３か所 

園名（公立） 所在地 対象児童 

小宮保育園 島内１５５－２ 

５か月経過児～就学前児童

（幼稚園・特別支援学校へ通って

いる児童を除く。） 

寿東保育園 寿白瀬渕２０９２ 

あがた保育園 県１－９－３ 

桐保育園 桐２－４－３８ 

南郷保育園 横田３－２３－１ 

さくら保育園 出川１－５－１０ 

南松本保育園 南松本１－１３－２ 

波田中央保育園 波田１００９８－１ 

園名（私立） 所在地 対象児童 

ドン・ボスコ保育園 元町１－２－２０ 

５か月経過児～就学前児童

（幼稚園・特別支援学校へ通って

いる児童を除く。） 

和敬保育園 島立４８８３ 

山の子保育園 里山辺３７２８－３ 

ささべ認定こども園 笹部３－１３－２５ 

認定こども園聖十字幼稚園 開智１－６－２５ 

※上記以外の保育園等でも定員に余裕がある場合には実施している。 

令和７年度版 

 

イ 量の見込みと確保方策 

保育園等への入園率の増加や少子化の影響から、これまでと同程度の利用者数で推移する見通

しです。量の見込みは、既存施設で対応できる規模となっています。 

常勤の保育士の確保に加え、短時間パートの保育士の確保にも注力し、量の見込み以上の量を確

保します。 

 

①幼稚園型 

単位：人日／年 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み ５１，３６０ ５１，３６０ ５１，３６０ ５１，３６０ ５１，３６０ 

確保方策 ５６，６００ ５６，６００ ５６，６００ ５６，６００ ５６，６００ 

 

②一般型 

単位：人日／年 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み １２，１４０ １２，１４０ １２，１４０ １２，１４０ １２，１４０ 

確保方策 １３，４００ １３，４００ １３，４００ １３，４００ １３，４００ 
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⑾ 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） （保育課） 

 

ア 事業内容 

＜国が定める事業の概要＞ 

全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭

に対して、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化することを目的とする制

度です。 

保育園などに通園していない０歳６か月から満３歳未満までの子どもに、家庭とは異なる経験や

同世代の子どもと触れ合う機会を提供することで、子どもの育ちを応援するもので、月一定時間ま

での利用枠の中で子どもをお預かりする新しい通園制度です。 

 

＜松本市の事業展開＞ 

①試行的事業（令和６年度） 

令和８年度の本格実施を見据えて令和６年１１月から令和７年３月までの間、国の試行的事業を２

園において実施し、運用ノウハウや課題を整理しました。 

②地域子ども・子育て支援事業（令和７年度） 

地域子育て支援事業として法律上制度化されたことに伴い、試行的事業の規模で引き続き事業

を実施しつつ、本格実施に向けた準備を進めます。 

③本格実施（令和８年度） 

   主に公立保育園による受入れを開始します。 

 

イ 量の見込みと確保方策 

今後は、試行的事業等を踏まえ、ニーズの把握に取り組みつつ、量の見込みと確保方策について

検討します。 

また、当該事業の安定運用に向けて、更なる保育士の確保や施設の整備に取り組むとともに、国

が示す制度設計等に基づいて、本市の実施形態や体制を検討するなど、令和８年度の本格実施に向

けて準備を進めます。 
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⑿ 延長保育事業 （保育課） 

 

ア 事業内容 

＜国が定める事業の概要＞ 

保育認定を受けた子どもに対して、保育園、認定こども園等で通常の利用日以外の日及び利用時

間外の時間において保育を実施する事業です。 

 

＜松本市の事業展開＞ 

公私立保育園、認定こども園及び小規模保育園の７１園で、認定を受けた保育時間（保育標準時

間認定は１１時間、保育短時間認定は８時間）を超えた保育に対応しています。 
 

実施施設 ７１か所 
保育園（市立） 所在地 保育園（市立） 所在地 認定こども園（私立） 所在地 

里山辺 里山辺２９６１－１ 入山辺 入山辺８７０４－３ やまびこの森こども園 小屋南１－８－１０ 

小宮 島内１５５－２ 中山 中山４９７８ なぎさ 渚１－１－９ 

寿東 寿白瀬渕２０９２ 寿 寿中２－３－１ 松本光明 女鳥羽１－９－１６ 

堀米 島立１０１１ 和田 和田２２４０－３０ 松本中央 蟻ケ崎４－４－１０ 

神田 神田１－３－１ 今井 今井１２４６－１ 松本短大 寿台７－４－１ 

島内 島内４９３２－１ 並柳 並柳４－５－２ 白百合 村井町南４－６－４ 

あがた 県１－９－３ 双葉 会田６９６ 松本南 野溝木工２－６－３１ 

井川城 井川城１－７－３２ 安曇 安曇２７４１ 松本神映 神林３６８２ 

桐 桐２－４－３８ 乗鞍 安曇４０１７－７ ひなたぼっこ 波田１０３７１－３ 

のばら 浅間温泉２－９－２ 梓川西 梓川梓２３４８－７ ＩＳＮ南松本 南松本１－２－２ 

南郷 横田３－２３－１ 梓川東 梓川倭５６６－１ ＩＳＮ島内 島内７７７９－１ 

白板 白板２－３－４ みつば 波田６８６１ 小規模保育園（私立） 所在地 

さくら 出川１－５－１０ 渕東 波田４１７９ ニチイキッズ松本寿 寿北６－３５－３２ 

南松本 南松本１－１３－２ 波田中央 波田１００９８－１ ニチイキッズ松本村井 村井町西１－７－５１ 

宮田 宮田１７－１８ 波田ひがし 波田８１２８－１ おひさま 高宮中７－１５ 

笹部 笹部２－３－３ 保育園（私立） 所在地 ニチイキッズおかだ 岡田松岡２６１－３ 

渚 渚３－１－１８ ドン・ボスコ 元町１－２－２０ 坂元屋 浅間温泉３－３１－３０ 

神林 神林１４９８ 和敬 島立４８８３ サンライズキッズ 丸の内５－２ 

村井 村井町南１－３４－４ 山の子 里山辺３７２８－３ ＬＩＴＴＬＥ ＦＯＲＥＳＴ 本庄１－１７－１５ 

柏木 空港東８９６０－３ 認定こども園（私立） 所在地 ＳＥＳＵＪＩ ＫＩＤＳ 梓川倭２１０２－２ 

岡田 岡田町５０４－１ 深志 深志２－４－２７ 家庭的保育事業所 所在地 

平田 平田東３－１０－１ ささべ 笹部３－１３－２５ ぴっこ 笹部４－２６－１８ 

野溝 野溝東２‐１－２７ ふたご 笹賀４９９２－１ 事業所内保育所 所在地 

内田 内田７５５－１ やよい 南原２－１１－５ きらり松本市立病院園 波田４４１７－１８０ 

新村 新村２２６３－７ 聖十字 開智１－６－２５   

島立中央 島立３３００ 松本こども園 笹賀３１２１   

令和７年度版 

イ 量の見込みと確保方策 

入園率の減少から、利用者は減少すると見込まれます。 

早朝や夕方に勤務できる保育士の確保に努め、量の見込み以上の量を確保します。 

単位：人/年 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 694 686 678 670 662 

確保方策 760 760 750 740 730 
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⒀ 病児・病後児保育事業 （こども育成課） 

 

ア 事業内容 

＜国が定める事業の概要＞ 

病児について、病院・保育園等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育

等する事業です。 

 

＜松本市の事業展開＞ 

①病児保育 

生後５か月から小学校３年生までの児童で、集団保育及び勤務等の都合で家庭での保育が困難

であり、かつ、松本市・塩尻市・山形村・朝日村在住又は松本市内に勤務する保護者の幼児・児童を

一時的に預かり、看護師と保育士が病児保育を行っています。 
 

実施施設 

施設名 所在地 対象児童 

相澤病院病児保育室「ひだまり」 本庄２－５－１ 

生後５か月 

～小学３年生 

梓川診療所病児保育室「ハイジ」 梓川梓２３４４－１ 

丸の内病院病児保育施設「わかば」 渚１－１－１６ 

まつもと医療センター病児保育室「ひまわりハウス」 村井町南２－２０－３０ 

令和６年１０月現在 

 

②病後児保育 

松本市こどもプラザ（筑摩）、南郷こどもプラザでは、市内在住又は市内に勤務する保護者の児童

（利用日現在満１歳以上の未就学児童）について、病気からは回復している（感染症は治癒している）

が、集団保育は心配という場合に、看護師と保育士が病後児保育を行っています。 
 

実施施設 

施設名 所在地 対象児童 

松本市こどもプラザ（筑摩） 筑摩１－１３－２２ 
１歳～就学前の児童 

南郷こどもプラザ 横田３－２３－１ 

令和６年１０月現在 

 

イ 量の見込みと確保方策 

新型コロナウイルス感染症拡大前と同程度の水準を見込み、既存施設で対応できる規模となって

います。 

単位：人／年 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み ２，３００ ２，４００ ２，５００ ２，６００ ２，６００ 

確保方策 ９，５００ ９，５００ ９，５００ ９，５００ ９，５００ 
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ウ 施設の新設、増改築及び改修 

病児・病後児保育事業を新たに実施する施設については、感染症等のリスクを軽減するため、専

用区域の確保や専用施設を整備するための改修等に伴う必要な補助及び施設改修を行います。 

病児・病後児保育事業を実施している施設の増改築及び改修については、事業受託者、施設管理

者等との調整を行い、増改築及び改修に伴う必要な補助及び施設改修を行います。 
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⒁ 放課後児童対策（放課後児童健全育成事業／放課後子ども教室推進事業） 

（こども育成課） 

 

１．放課後児童健全育成事業の年度ごとの量の見込み及び確保方策 

ア 事業内容 

＜国が定める事業の概要＞ 

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

後に、小学校の余裕教室、児童館等を利用した適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を

図る事業です。 

 

＜松本市の事業展開＞ 

両親が共働き等の事情で、放課後留守家庭になる子どものための対策として、登録制でお子さん

をお預かりする「放課後児童健全育成事業」を実施しています。 

【休 業 日】  日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日 

【対象児童】  市内の小学校に就学している６年生までの児童 
 

実施施設（公設民営） ２８か所 

施設名 所在地 施設名 所在地 

あがた児童センター 県 １－３－２０ 筑摩児童センター 筑摩 １－１３－２２ 

高宮児童センター 高宮南 ７－４０ 今井児童センター 今井 １５９５ 

沢村児童センター 沢村２－６－１４－３ 中山児童センター 中山 ３５３２－１ 

島内児童センター 島内 ４８８４－５ 田川児童センター 渚 １－６－９ 

南郷児童館 横田 ４－２５－１ 和田児童センター 和田 ２２４０－２８ 

芳川児童センター 村井町北 １－９－３８ 新村児童センター 新村 １９８５－２ 

南部児童センター 双葉 ４－１６ 梓川児童センター 梓川梓 ７３６－１ 

菅野児童センター 神林 ２６６３－３ 波田児童センター 波田 １００９８－３ 

並柳児童センター 並柳 ４－９－２ 明善児童センター 寿豊丘８１３－７ 

島立児童センター 島立 ３２９８－２ 四賀放課後児童クラブ 会田１００１－１（四賀支所内） 

二子児童センター 笹賀 ６０７１ 寿放課後児童クラブ 寿豊丘１０１９－７ 

鎌田児童センター 両島 ５－５０ 山辺放課後児童クラブ 入山辺３４（山辺小学校内） 

岡田児童センター 岡田松岡 ５１３ 旭町放課後児童クラブ 旭２－４－４（旭町小学校内） 

浅間児童センター 浅間温泉 ２－９－２ 附属放課後児童クラブ 桐１－３－１（附属小学校内） 
 

実施施設（民設民営） １２か所 

クラブ名 所在地 クラブ名 所在地 

旭児童育成クラブ 
旭２－４－４  

（旭町小学校敷地内） 
清水児童育成クラブ 清水２－２－１３ 

開智児童育成クラブ 
開智２－４－５１ 

（開智小学校敷地内） 
菅野児童育成クラブ 

笹賀３４６０－１  

（菅野小学校敷地内） 

開明児童育成クラブ 
宮田１１－４１  

（開明小学校敷地内） 
田川児童育成クラブ 渚１－５－３４ 

鎌田児童育成クラブ 
鎌田１－８－１ 

（鎌田小学校敷地内） 
明善児童育成クラブ 

寿豊丘８１３－７  

（明善小学校敷地内） 

寿児童育成クラブ 
寿豊丘１００４  

（寿小学校敷地内） 
山辺児童育成クラブ 入山辺４９－２ 

島内児童育成クラブ 島内５３０７－４５ 芳川児童育成クラブ 
芳川小屋北２－５－１  

（芳川小学校敷地内） 
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イ 量の見込みと確保方策 

対象児童の人口は減少傾向にありますが、親の働き方の多様化等により、新型コロナウイルス感

染症拡大前と同程度の利用を見込んでいます。 
 

【施設別】 

単位：登録児童数（人／年） 

 施設数 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の 

見込 

確保 

方策 

量の 

見込 

確保 

方策 

量の 

見込 

確保 

方策 

量の 

見込 

確保 

方策 

量の 

見込 

確保 

方策 

全体 ４０ ３，６００ ４，７００ ３，６００ ４，７００ ３，６００ ４，７００ ３，６００ ４，７００ ３，６００ ４，７００ 

放課後児童 

クラブ 

（公設クラブ） 

２８ ３，１８０ ４，１５０ ３，１８０ ４，１５０ ３，１８０ ４，１５０ ３，１８０ ４，１５０ ３，１８０ ４，１５０ 

児童育成 

クラブ 

（民設クラブ） 

１２ ４２０ ５５０ ４２０ ５５０ ４２０ ５５０ ４２０ ５５０ ４２０ ５５０ 

 
 

【学年別】 

単位：登録児童数（人／年） 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み（全体） ３，６００ ３，６００ ３，６００ ３，６００ ３，６００ 

  小学１年生 ９４０  ９４０  ９４０  ９４０  ９４０  

  小学２年生 ８９３  ８９３  ８９３  ８９３  ８９３  

  小学３年生 ７７０  ７７０  ７７０  ７７０  ７７０  

  小学４年生 ５５４  ５５４  ５５４  ５５４  ５５４  

  小学５年生 ２８１  ２８１  ２８１  ２８１  ２８１  

  小学６年生 １６２  １６２  １６２  １６２  １６２  

確保方策 ４，７００ ４，７００ ４，７００ ４，７００ ４，７００ 
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２．放課後子ども教室の実施計画 

ア 事業内容 

＜国が定める事業の概要＞ 

すべての子どもを対象として、安全・安心な子どもの居場所を設け、地域の方々の参画を得て、学

習、スポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組みを推進する事業です。 

 

＜松本市の現状＞ 

小学校内の活用可能な教室等及び小学校に隣接した施設を利用し、放課後子ども教室を実施し

ています。 

実施施設 ５か所 

 

 

 

 

 

 

令和６年１０月現在 

 

イ 事業の見込み 

学校の活用可能な教室等を利用し、地域の方々の参画を得ることで実施校数が増加する見込み

です。 

 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

実施校数（校） ５ ６ ７ ８ ８ 

開催延べ日数（日） ８４０ ８７０ １，０７０ １，２００ １，２００ 

登録児童数（人／月） １４０ １７０ ２００ ２３０ ２３０ 

延べ利用者数（人） ５，１５０ ５，５５０ ６，５５０ ６，９５０ ６，９５０ 

  

施設名 小学校区 

源池小学校 源池小 

奈川文化センター夢の森 奈川小 

松原地区町内公民館 明善小 

安曇育成館 安曇小 

大野川小・中学校 大野川小 
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３．目標事業量と具体的な方策 

＜松本市の事業展開＞ 

現在は、放課後児童健全育成事業及び放課後子ども教室共に、それぞれ独自に事業を実施して

いますが、新・放課後子ども総合プランに国が掲げる目標を達成するため、小学校内の活用可能な

教室を利用している放課後児童健全育成事業との「一体型（校内交流型）」、小学校に隣接している

施設の放課後児童健全育成事業との「連携型」の実施を促進します。 

 

⑴ 放課後子ども教室 

ア 現状と目標 

小学校の活用可能な教室等及び利用者のニーズ調査に基づき、事業実施場所の拡大を図ります。

また、小学校の活用可能な教室等の状況に応じて「放課後子ども教室」の開設を進めます。 

 

現状（令和５年度） 目標事業量（令和１１年度） 

４か所 ８か所 

 

⑵ 一体型（校内交流型） 

ア 現状と目標 

小学校内の活用可能な教室等を利用して事業を実施している放課後児童健全育成事業と放課後

子ども教室との「一体型（校内交流型）」を目指します。旭町小学校、山辺小学校、附属小学校との調

整を密にし、活用可能な教室等の状況に応じて一体型の放課後子ども教室を進めていきます。 

 

現状（令和５年度） 目標事業量（令和１１年度） 

０か所 ３か所 

 

イ 放課後児童健全育成事業を小学校内で実施している小学校 

小学校の活用可能な教室等の状況に応じて、放課後児童健全育成事業の実施場所の移転を検討

し、学校施設での実施を促進します。 

 

現状（令和５年度） 目標事業量（令和１１年度） 

４０か所（うち学校内３か所） ４０か所（うち学校内３か所） 

 

ウ 小学校名 ※（ ）内は放課後の運営形態 

旭町小学校（公） 山辺小学校（公） 附属小学校（公） 
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⑴ 連携型 

ア 現状と目標 

小学校に隣接している施設にて実施している放課後児童健全育成事業と連携した放課後子ども

教室を進めていきます。 
 

現状（令和５年度） 目標事業量（令和１１年度） 

０か所 １か所 

 

イ 放課後児童健全育成事業を隣接施設で実施している小学校 

放課後児童健全育成事業実施場所を小学校の敷地内及び隣接場所への移転を検討し、事業の実

施を促進します。 

 

現状（令和５年度） 目標事業量（令和１１年度） 

４０か所（うち学校隣接２３か所） ４０か所（うち学校隣接２３か所） 

 

ウ 小学校名 ※（ ）内は放課後の運営形態 

開智小学校（民） 旭町小学校（公・民） 田川小学校（公・民） 鎌田小学校（民） 

島内小学校（民） 島立小学校（公） 菅野小学校（民） 芳川小学校（民） 

寿小学校（民） 岡田小学校（公） 山辺小学校（公・民） 今井小学校（公） 

開明小学校（民） 明善小学校（公・民） 本郷小学校（公） 並柳小学校（公） 

四賀小学校（民） 梓川小学校（民） 波田小学校（公）  
 

＜具体的な方策＞ 

共通事業の企画段階から、放課後児童健全育成事業の支援員と放課後子ども教室のコーディ

ネーター、担当者等による定期的な打合せを実施します。 

また、地域の人材を最大限に活用するためのコーディネーターのあり方を検討します。なお、放課

後児童健全育成事業と放課後子ども教室との児童の往来については、十分な安全性を確保します。 

 

４．小学校の余裕教室等の放課後児童健全育成事業及び放課後子ども教室への活用に関す 

る具体的な方策 

総合教育会議等において情報共有を図るとともに、教育委員会とこども部で定期的に情報交換

の場を持ち、一般教室、特別教室、体育館、校庭、図書室等の活用・一時利用等について、可能なと

ころから実施します。 

 

５．放課後児童健全育成事業及び放課後子ども教室の実施に係る教育委員会とこども部の具 

体的な連携に関する方策 

学校・家庭・地域連携協力推進事業（学校を核とした地域力強化プラン）の推進による、地域との

連携強化及び地域人材を活用した放課後子ども教室の実施について、連携して取り組みます。 
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６．特別な配慮を必要とするこどもや家庭への対応（こども家庭センター等の関係機関との 

連携等） 

①放課後児童健全育成事業 

特別な配慮を必要とする児童のそれぞれが抱える事情にできるだけ対応できるような支援員の配

置及び施設の整備を図り、受入体制の強化に努めます。また、対象児童に応じた関係機関とのケース

会議で対応策等を検討するなど密な連携を図ります。 

②放課後子ども教室 

特別な配慮を必要とする児童の受入れについては、事前に学校の協力を得て、事業の内容などを丁

寧に説明することで保護者の理解を得ます。 また、スタッフに対して、学校及び関係機関との連携を

し、アドバイス等を受けられるような体制づくりを進めます。 

 

７．地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業の開所時間の延長に係る取組み 

保護者のニーズ調査を行い、保護者の就労開始時間の状況、事業運営体制等を考慮して、事業開始

時間の見直しを検討します。 

 

８．放課後児童健全育成事業の質をさらに向上させていくための方策 

質の向上に資するため、各種研修に引き続き参加していきます。なお、今後新たな課題が発生した

場合には、対応する研修に積極的に参加します。 

また、身近な地域団体や地域ボランティアとの連携を図り、様々な団体との共催や交流事業を推進

するとともに、児童や保護者の相談に対応できるよう関係機関との連携を推進します。 

さらに、児童の主体性や自主性を育成するため、児童が事業の企画運営に参加できるよう「子ども

運営委員会」等の設置運営について支援します。 

なお、施設整備面では、狭あい化対策として、小学校の活用可能な教室等の改修等、学校の夏休み

の際の暑さ対策等として、空調機の整備や窓にカーテン又は断熱フィルム等の設置、防犯対策として、

インターフォン等の設置、ＩＣＴ環境整備として、Ｗｉ－Ｆｉ環境等の整備を進めると共に、おおむね築２０

年で屋根・床・壁・空調設備・照明設備等の改修、おおむね４０年で長寿命化改修工事（大規模改修工事）

を計画的に実施し、児童の生活環境の向上に努めます。 

 

９．放課後児童健全育成事業における育成支援の内容について、利用者や地域住民への周知 

を推進させるための方策 

児童館・児童センター及び放課後児童健全育成事業専用施設が発行している児童館だより等におい

て、わかりやすく事業内容を周知します。また、保護者面談や日常のお迎え時に児童一人ひとりの様子

を伝えていきます。 

地域に対しては、職員側からのあいさつの励行をはじめ、地元との交流などにより、放課後児童健

全育成事業における児童の成長や事業内容の周知を進めます。  
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⒂ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 （保育課） 

 

ア 事業内容 

＜国が定める事業の概要＞ 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、教育・保育給付認定保護者に対する教材費・行事費等

（給食費以外）及び施設等利用給付認定保護者に対する給食費（副食材料費）に要する実費徴収費

用の一部を助成する事業です。 

 

＜松本市の事業展開＞ 

国の事業内容と同様に、対象世帯へ対象経費の補助を行っていきます。 

・教材費・行事費等（給食費以外） 

新制度移行園に在籍する生活保護世帯等を対象に、月額２，５００円を上限に助成 

・給食費（副食材料費） 

新制度未移行園に在籍する低所得世帯及び多子世帯（所得にかかわらず小学校第３学年修了

前子どものうち第３子以降の子どものいる世帯）を対象に、月額４，８００円を上限に助成 

 

イ 量の見込みと確保方策 

令和７年度から、新制度未移行園が認定こども園へ移行するため、対象者は大幅に減少する見込

みです。在園児世帯に対する助成事業であるため、量の見込みは対象世帯状況により対応します。 
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⒃ 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 （保育課） 

  

ア 事業内容 

＜国が定める事業の概要＞ 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能

力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業です。 

 

 

＜松本市の事業展開＞ 

民間事業参入希望者の状況に応じ、保育課職員が相談への対応をしています。 

 

  

安 定的かつ継続的な事業運営

学校法人

新規施設に
対する実施支援

相談・助言 連携施設の
斡旋

支 援チーム
（ 市 町村 ）

地域型保育事業者 株式会社 社会福祉法人

多様な主体の参入促進



 

63 

 

４ 基本目標３ ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の両立）を実現す

る環境づくりの推進 
～関連施策の展開～ 

 

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 （人権共生課、こども育成課、保育課、労政課） 

 

本市では、第１期、第２期計画策定時より、未就学児・小学生とも母親のフルタイム就業率が上昇し

ており、男女がともに仕事と家庭を両立できる環境づくりがより重要となっています。また、未就学

児の父親の育児休業の取得率が急増していることから、父親の子育てへの参加意識の向上や、ワー

ク・ライフ・バランスを実現するための環境が以前よりは整いつつあると考えられますが、まだ十分

とは言えない状況です。 

図 28 母親の就労状況 

【未就学児保護者】 

 

【小学生保護者】 

 

 

図 29 父親の育児休暇の取得状況 

【未就学児保護者】 

 

出典：松本市「子育てに関する調査」  
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仕事と家庭の両立を支援していくために、「⑴ 子育てに向き合う家庭環境づくりの推進」、「⑵ 

子育てを応援する職場環境の推進」の更なる充実を図り、子育ての当事者だけでなく、企業や従業

員一人ひとりがワーク・ライフ・バランスの重要性を認識し、行動していくことが求められます。 

本市は、⑴～⑵の課題に市民（子育て家庭や企業を始めとする社会のあらゆる分野の全ての構成

員）と連携して取り組みながら、男女がともに仕事と家庭の両立ができる地域づくりを推進します。 

 

⑴ 子育てに向き合う家庭環境づくりの推進 

主 な 事 業 担当課 

① 

男女共同参画推進事業 

■概要 

家事、育児等における固定的な男女間の役割分担意識の解消、日常生活の中の慣習、

しきたりを見直し、男女が地域の様々な活動に参画できるよう環境を整備するため、

様々な意識啓発の取組みを実施します。 

■実施内容 

（１） 広報：随時 

（２） 情報紙：年２回、市ホームページに随時掲載 

（３） 講座、講演会、地域講座の開催 

（４） ＳＮＳによる情報発信 

人権共生課 

② 

パパノートの交付 

■概要 

父親の育児参加の推進を図るため、妊娠届提出時に母子手帳と共に「パパノート」を

配布し、積極的で楽しい子育てライフが過ごせるよう支援します。 

■実施内容 

 パパノートの配布 

こども育成課 

③ 

幼稚園・保育園における親育ち支援事業 

■概要 

幼稚園や保育園の園運営に主体的に保護者が関わることで、親としての社会参加を

促し、親としての成長を支援します。また、初めて子育てをする保護者に、子どもとの関

わり方や子どもの成長過程を伝えます。 

■実施内容 

保護者参観、保護者会作業等を継続し、保護者の園運営への理解・参加を促進しま

す。また、１日保育士体験などの取組みを行い、子育てへの理解と親としての成長を支

援します。 

保育課 
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⑵ 子育てを応援する職場環境の推進 

主 な 事 業 担当課 

① 

雇用・労働に関する法律、制度等の周知啓発事業 

■概要 

「働き方改革」「健康経営」など、就業環境の向上に関する法令、制度等の周知啓発を

行い実践につなげます。講座内容の充実と、受講者の拡大に取り組みます。また、講座

と合わせて「子育て応援宣言」や「くるみん認定」のメリット等の周知を行います。 

■実施内容 

（１） 「企業人権啓発推進連絡協議会」加入事業所への情報提供や人権啓発講座（企業

担当者２０～３０人）での周知 

（２） 市内事業所への出前講座 

（３） 年３回発行する「労政まつもと」への記事掲載や中信地区労働フォーラムや健康セ

ミナー等での周知啓発 

(４) 中小企業における健康経営の積極的な取り組みを図るため、企業訪問を通じて、

経営者等に健康経営のメリットや実践方法を周知啓発  

人権共生課 

労政課 

② 

仕事と家庭の両立促進事業 

■概要 

ワーク・ライフ・バランスについて、仕事と子育て・介護を両立させるためには、男女を

問わず家庭・社会・就業など様々な環境整備が必要です。雇用と労働両面の環境改善を

促進するための啓発活動を行います。 

■実施内容 

起業や再就職を希望する女性、子育て世代の男性などあらゆる層に向けて、ワーク・

ライフ・バランス推進セミナーを開催 

労政課 
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第５章 計画の推進体制 
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１ 推進体制 

本計画の推進に当たっては、子育て世帯、関係機関等広く市民への周知に努めます。 

市においては、松本市社会福祉審議会児童福祉専門分科会の意見を参考に、関係部課が連携し

て全庁的に取り組み、国や長野県との連携を密にし、社会・経済情勢の変化等に的確かつ柔軟に対

応しながら、本計画を着実に推進します。 

また、次代を担う子ども自身から高齢者まで、幅広い市民の積極的な参加意識の高揚を図り、家

庭や地域、事業者、関係機関、社会福祉協議会、子育て支援活動を行う団体、ボランティア、ＮＰＯ法

人等が連携し、「自助」、「共助」、「公助」の融合を図って、子育て支援を推進します。 

 

２ 計画の点検・評価 

本事業計画は、松本市社会福祉審議会児童福祉専門分科会において毎年度進捗の評価を行いま

す。なお、当初想定した見込み量や確保方策と実際の利用状況との差が生じる可能性があることか

ら、計画の中間年に当たる令和９年度に計画の見直しを行います。 

計画の見直しに際しては、全ての事業を評価した上で、質・量両面の更なる充実を検討し、社会の

変化や地域の子ども・家庭のニーズに対応するよう見直します。 
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資料編 
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１ 本計画の策定経過 

（1）子育てに関する調査の実施 

令和６年１月に、未就学児童及び就学児童の家庭に対して、無作為抽出の郵送等によるアンケート

調査を実施し、子育て家庭の父親・母親の就労状況、乳幼児期の学校教育・保育の利用状況、今後の

就労、子ども・子育て支援の利用希望等を調査しました。 

 

（2）「松本市社会福祉審議会児童福祉専門分科会」による審議 

松本市社会福祉審議会条例に基づき設置された「松本市社会福祉審議会児童福祉専門分科会」に

おいて、本市の子ども・子育てに係る課題の整理をしながら、乳幼児期の教育・保育と地域子ども・

子育て支援事業の量の見込みと確保方策等についての事業計画の内容等を検討しました。 

 

日程 会議等 内容等 

令和６年１月～ 子育てに関する調査 アンケート実施 

令和６年６月２８日 
第１回社会福祉審議会

児童福祉専門分科会 

子育てに関する調査の結果及び第２期計画の

検証を報告、第３期計画骨子（案）を協議 

令和６年８月２３日 
第２回社会福祉審議会

児童福祉専門分科会 

第３期計画（素案）及び量の見込みと確保方策

を協議 

令和６年１０月３１日 
第３回社会福祉審議会

児童福祉専門分科会 
第３期計画（案）を協議 

令和６年１２月１６日～ 
第３期計画（案）に対す

るパブリックコメント 
令和７年１月１６日まで 

令和７年２月３日 
第４回社会福祉審議会

児童福祉専門分科会 
パブリックコメント等の結果を協議 

 

（3）市民意見の聴取等の実施 

令和６年１２月１６日から令和７年１月１６日にかけパブリックコメントを行い、子どもを含む市

民から本計画案に対する意見を募り、得られた意見を計画に反映しました。 
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２ 松本市社会福祉審議会児童福祉専門分科会委員名簿 

【令和５年度】 

 

【令和６年度】 

 
（敬称略）  

区分 氏　名 所属 役職等

平林　優子 信州大学医学部 保健学科　教授 会長

田中　秀明 松本短期大学 幼児保育学科　教授

代田　美奈 長野県松本児童相談所 所長

海野　暁光 私立認定こども園 認定こども園深志　園長 副会長

岡野　尚子 松本市私立幼稚園連盟 会長（聖十字幼稚園　園長）

赤羽　秀明 松本市小学校校長会 芝沢小学校　校長

山本　侑一郎 ＮＰＯ法人ワーカーズコープ松本事業所 所長

福地　健司 松本市学童保育連絡協議会 事務局

一ノ瀬　知佐子 松本市民生委員・児童委員協議会 副会長

高木　守 松本市ＰＴＡ連合会 会長

東　　香 松本市保育園保護者会連盟 会長

公募 久保田　由美 松本市ファミリー・サポート・センター 協力会員（サブ・リーダー）

児
童
福
祉
関
係
機
関

有識者

区分 氏　名 所属 役職等

平林　優子 信州大学医学部 保健学科　教授 会長

田中　秀明 松本短期大学 幼児保育学科　教授

山口　圭子 長野県松本児童相談所 所長

海野　暁光 私立認定こども園 認定こども園深志　園長 副会長

青木　知子 松本市私立幼稚園連盟 会長（白百合幼稚園　園長）

梅田　久仁 松本市小学校校長会 菅野小学校　校長

高津　千代子
労働者協同組合ワーカーズコープセンター
事業団松本事業所

副所長

福地　健司 松本市学童保育連絡協議会 事務局

一ノ瀬　知佐子 松本市民生委員・児童委員協議会 副会長

矢野　麻美 松本市ＰＴＡ連合会 会長

柳田　枝里子 松本市保育園保護者会連盟 会長

公募 久保田　由美 松本市ファミリー・サポート・センター 協力会員（サブ・リーダー）

有識者

児
童
福
祉
関
係
機
関
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３ 子育てに関する調査の概要 

（1）調査の方法 

本調査は、松本市在住で、０歳から小学生までの子どものいる保護者を対象としました。 

その際、小学校に就学する前の児童と小学生では、利用できる事業が異なるため、別々に調査票

を作成し、配布しました。調査の概要を以下に示します。 

 

（2）調査票回収結果 

未就学児と小学生の調査票回収状況を以下に示します。 

 未就学児 小学生 

配布数 １，９５０件 １，９５０件 

回収数 ９４３件 ８７０件 

回収率 ４８．４％ ４４．５％ 

 

  

 未就学児 小学生 

調査対象者 

０～６歳児の子どもを持つ保護者 

※封筒の宛名の子どもについて 

回答を依頼 

小学生の子どもを持つ保護者 

※封筒の宛名の子どもについて 

回答を依頼 

対象者数 １，９５０名 １，９５０名 

抽出方法 住民基本台帳を基に抽出 

配布・回収方法 郵送調査・Ｗｅｂ調査 

実施期間 令和６年１月１８日～２月９日 

調査項目 

①ご回答者について 

②お子さんとご家族の状況について 

③平日の定期的な教育・保育事業の利用に

ついて 

④地域の子ども・子育て支援事業の利用状

況等について 

⑤土日・祝日の定期的な教育・保育事業の

利用状況について 

⑥病気の際の対応について（平日の教育・

保育を利用する方のみ） 

⑦不定期の一時預かり等の利用について 

⑧小学校就学後の放課後の過ごし方につ

いて 

⑨母親の就労状況について 

⑩母親の育児休業について 

⑪父親の就労状況について 

⑫父親の育児休業について 

①ご回答者について 

②お子さんとご家族の状況について 

③病気の際の対応について（平日の教育・

保育を利用する方のみ） 

④不定期の一時預かり等の利用について 

⑤放課後の過ごし方について 

⑥母親の就労状況について 

⑦父親の就労状況について 
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４ 子育てに関する調査による量の見込みの算出方法 

（1）基本となる計算式 

「量の見込み」については、各事業の教育・保育提供区域ごとに、以下の計算式を基本として必

要事業量の算出を行います。 

なお、アンケートによる量の見込みは、国から示された『市町村子ども・子育て支援事業計画に

おける「量の見込み」の算出等のための手引き』による方法を基本としていますが、計画に記載す

る量の見込みについては、松本市社会福祉審議会児童福祉専門分科会において、より効果的、効

率的な方法により算出することを妨げるものではありません。 

 

 
  

推計児童数

潜在家庭類型割合

利用意向率（日数）

量の見込み

令和７～11年度における年齢区分別の

児童数を住民基本台帳人口から推計

父母の就労状況や教育・保育の利用意向により、

タイプA～Fまでの潜在家庭類型に分類

潜在家庭類型ごとに、教育・保育事業の利用意向率を算出

上記を掛け合わせて、「量の見込み」を算出
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（2）潜在家庭類型割合 

ア 家庭類型の定義 

子育てに関する調査で把握した父母の「現在の就労状況」と「将来の就労希望」を踏まえ、以

下のとおり家庭類型の分類を行います。 

なお、「量の見込み」の算出に当たっては、現在の就労状況ではなく、将来の就労希望を踏ま

えた「潜在家庭類型」を用いました。 

 

（ア） 家庭類型 

 

※１：「タイプＡ ひとり親家庭」は、就労状況に関わらず「保育の必要性あり」となります。 

※２：タイプＣとタイプＣ’、タイプＥとタイプＥ’の区分方法 

タイプＢを除き、父母の双方が月６４時間以上就労している場合は「保育の必要性あり」のタイプＣ又はＥに分

類されますが、子育てに関する調査で「保育の必要なし」と回答した者は、保育を現在も将来も必要としてい

ない家庭として、タイプＣ´又はＥ´に分類します。 

  

類型 定義

タイプA
ひとり親家庭
（母子または父子家庭）

タイプB
フルタイム×フルタイム
（両親ともフルタイムで就労している家庭）

タイプC
フルタイム×パートタイム共働き家庭
（フルタイムとパートタイムで就労している家庭）
※就労時間：月120 時間以上＋64時間～120 時間の一部

タイプC’
フルタイム×パートタイム共働き家庭
（フルタイムとパートタイムで就労している家庭）
※就労時間：月64時間未満＋64時間～120時間の一部

タイプD
専業主婦（夫）家庭
（父親または母親のどちらか一方が就労していない家庭）

タイプE
パートタイム×パートタイム共働き家庭
（パートタイムとパートタイムで就労している家庭）
※就労時間：双方が月120 時間以上＋64時間～120時間の一部

タイプE’
パートタイム×パートタイム共働き家庭
（パートタイムとパートタイムで就労している家庭）
※就労時間：いずれかが月64時間未満＋64時間～120時間の一部

タイプF
無業×無業の家庭
（両親とも無職の家庭）

※1

※2

※2

※2

※2
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（イ） 保育の必要性の有無 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

120時間以上 64時間未満

タイプＢ

120時間
以上

120時間
未満

64時間
以上

64時間
未満

タイプＦ

120時間未満
64時間以上

フルタイム就労
（産休・育休含む）

タイプＣ タイプＣ'

フルタイム就労
（産休・育休含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　母親

　父親
未就労

未就労 タイプＤ

タイプＣ タイプＥ タイプＤ

パートタイム就労
（産休・育休含む）

タイプＣ' タイプＥ'

パートタイム就労
（産休・育休含む）

対象となる家庭類型

【１号認定】

対象年齢 ３～５歳児

認定内容 幼児教育のみの利用

対象施設 幼稚園及び認定こども園

【２号認定】

対象年齢 ３～５歳児

認定内容 保育の必要性あり

対象施設 保育所及び認定こども園

【３号認定】

対象年齢 ０～２歳児

認定内容 保育の必要性あり

対象施設 保育所及び認定こども園

地域型保育

タイプＣ’：フルタイム・パートタイム共働き家庭（保育の必要性なし）
タイプＤ  ：専業主婦（夫）家庭
タイプＥ’：パートタイム・パートタイム共働き家庭（保育の必要性なし）
タイプＦ  ：無業・無業の家庭

認定区分及びその内容

タイプＡ：ひとり親家庭
タイプＢ：フルタイム・フルタイム共働き家庭
タイプＣ：フルタイム・パートタイム共働き家庭（保育の必要性あり）
タイプＥ ：パートタイム・パートタイム共働き家庭（保育の必要性あり）

保育の必要あり 

(２・３号認定) 

 

保育の必要なし 

(１号認定) 
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イ 年齢区分別の潜在家庭類型割合 

 

 

 

 

  

タイプＡ タイプＢ タイプＣ タイプＣ' タイプＤ タイプＥ タイプＥ' タイプＦ 合計

０歳 2.0% 59.5% 8.5% 4.6% 24.8% 0.0% 0.0% 0.7% 100.0%

１歳 1.3% 49.7% 14.8% 6.0% 28.2% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

２歳 3.6% 47.8% 23.9% 10.1% 14.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

３～５歳 5.9% 38.3% 28.8% 6.6% 20.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

６～11歳 10.8% 34.7% 34.3% 9.0% 10.9% 0.1% 0.1% 0.1% 100.0%

年齢
潜在家庭類型

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

タイプＡ タイプＢ タイプＣ タイプＣ' タイプＤ タイプＥ タイプＥ' タイプＦ

０歳 １歳 ２歳 ３～５歳 ６～11歳
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５ 第３次松本市子どもにやさしいまちづくり推進計画の施策体系 

本計画とともに、本市のこども計画を構成する「第３次松本市子どもにやさしいまちづくり推進計画」

では、本計画と同じ共通理念を掲げ、以下の基本目標と施策の方向に基づき、子ども・若者分野の施

策を展開します。 

 

  

 
施
策
の
方
向
9
　
保
護
者
や
支
援
者
へ
の
支
援
の
充
実

 
推
進
施
策
１
　
保
護
者
等
へ
の
支
援

 
推
進
施
策
２
　
子
育
て
支
援
者
を
支
援
す
る
環
境
づ
く
り

 
推
進
施
策
２
　
若
者
の
居
場
所
づ
く
り
の
促
進

９つの施策の方向

 
推
進
施
策
３
　
地
域
に
お
け
る
子
ど
も
の
意
見
表
明
・
参
加
の
促
進

 
推
進
施
策
3
　
若
者
の
意
見
表
明
・
参
加
の
促
進

 
推
進
施
策
１
　
若
者
の
意
見
表
明
・
参
加
の
促
進

 
施
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の
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向
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若
者
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援
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子
ど
も
の
育
ち
を
支
援
す
る
環
境
づ
く
り

 
推
進
施
策
２
　
子
ど
も
が
安
心
し
て
育
つ
こ
と
が
で
き
る
環
境
づ
く
り

 
推
進
施
策
２
　
地
域
で
子
ど
も
が
安
心
し
て
育
つ
こ
と
が
で
き
る
環
境
づ
く
り

 
推
進
施
策
１
　
子
ど
も
が
主
体
的
に
挑
戦
し

、
失
敗
し
て
も
再
挑
戦
で
き
る
環
境
づ
く
り

 
推
進
施
策
１
　
子
ど
も
が
主
語
と
な
る
活
動
が
で
き
る
地
域
づ
く
り
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の
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く
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子
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も
の
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子
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も
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進
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１
　
子
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の
い
の
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と
健
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り

、
大
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に
す
る
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２
　
子
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も
の
権
利
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す
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子
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」
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実
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の
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の
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、
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６つの基本目標

【基本理念】　　　すべての子どもにやさしいまちづくり

　
ど
の
子
も
愛
さ
れ

、
大
切
に
育
ま
れ

、

　
認
め
ら
れ

、
安
心
し
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
ま
ち

　
ど
の
子
も
い
の
ち
と
健
康
が
守
ら
れ

、

　
社
会
の
一
員
と
し
て
成
長
で
き
る
ま
ち

１ ２ ３

　
ど
の
子
も
松
本
の
豊
か
な
美
し
い
自
然
と
文
化
の
な
か
で

、

　
の
び
の
び
と
育
つ
ま
ち

　
ど
の
子
も
地
域
の
つ
な
が
り
の
な
か
で

、

　
遊
び

、
学
び

、
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
ま
ち

　
ど
の
子
も
自
由
に
学
び

、
そ
の
た
め
の
情
報
が
得
ら
れ

、

　
支
援
が
受
け
ら
れ

、
自
分
の
考
え
や
意
見
を
表
現
で
き

、

　
尊
重
さ
れ
る
ま
ち

　
ど
の
子
も
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
挑
戦
し

、

　
た
と
え
失
敗
し
て
も
再
挑
戦
で
き
る
ま
ち

６５４
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６ 本計画と「子どもにやさしいまちづくり推進計画」との対応 
 

本計画は「第３次松本市子どもにやさしいまちづくり推進計画」と連携して実施するものであり、

各事業と対応する「第３次松本市子どもにやさしいまちづくり推進計画」の施策について次のとお

り記載します。 

 

本計画の事業名 
子どもにやさしいまちづくり推進計画の施策対応 

施策番号 推進施策名 

幼児期の教育・保育の量の見込みと

提供体制の確保 
- - 

幼児期の教育・保育の一体的提供及

び推進体制の確保 

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業 

(1) 利用者支援事業 1-1 

1-2 

子どものいのちを守り、大切にする環境づくり

子どもの健康を守り、大切にする環境づくり 

(2) 地域子育て支援拠点事業 9-1 保護者等への支援 

(3) 妊婦健康診査 1-2 子どもの健康を守り、大切にする環境づくり 

(4) 産後ケア事業 1-1 子どものいのちを守り、大切にする環境づくり 

(5) 乳児家庭全戸訪問事業 1-1 子どものいのちを守り、大切にする環境づくり 

(6) 養育支援訪問事業 要保

護児童等の支援に資する

事業 

9-1 保護者等への支援 

(7) 子育て世帯訪問支援事業 3-2 子どもの権利に関する相談機関の充実 

(8) 子育て短期支援事業 9-1 保護者等への支援 

(9) ファミリー・サポート・

センター事業 

9-1 保護者等への支援 

(10)乳児等通園支援事業 

（こども誰でも通園制度） 

9-1 保護者等への支援 

(11)一時預かり事業 9-1 保護者等への支援 

(12)延長保育事業 9-1 保護者等への支援 

(13)病児・病後児保育事業 9-1 保護者等への支援 

(14)放課後児童健全育成事業 5-1 子どもの居場所づくりの推進 

(15)実費徴収に係る補足給付

を行う事業 

9-1 保護者等への支援 

(16)多様な主体が子ども・子

育て支援新制度に参入す

ることを促進するための

事業 

9-2 子育て支援者を支援する環境づくり 
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