
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏白  



 

「熊本市子ども輝き未来プラン２０２０」の策定にあたって  

 

 

熊本市は、まちの中心部にそびえる勇壮な熊本城や清らかな地下水、豊かな緑や良質な

農水産物など、古くから育まれた歴史文化と自然の恵み、そして、都市の利便性が調和

し、子育ての環境にも恵まれたまちです。  

また、平成２４年４月には政令指定都市に移行し、拡充された権限や財源をもとに、

子育て支援をはじめとした行政サービスの充実を図るとともに、区役所を拠点として、

地域の特性をいかしたまちづくりを積極的に進めてまいりました。  

そのような中、市民の尊い生命や財産をはじめ市民生活に甚大な被害をもたらした  

「平成２８年（２０１６年）熊本地震」が発生し、以降、一日も早い市民生活の再

建を最優先に復旧復興に全力で取り組んでおります。  

近年、児童虐待やいじめ、貧困問題など、子どもや子育て家庭を取り巻く環境は大

きく変化しており、子育てや子どもの健やかな成長を社会全体で支えていくことがま

すます必要となっています。  

本市におきましては、平成２７年３月に「熊本市子ども輝き未来プラン２０１５」を策

定し、様々な子ども・子育て支援事業に取り組んできたところですが、このような環境の

変化に対応し子育て支援をさらに推進するため、このたび、令和２年度から５年間の取組

として「熊本市子ども輝き未来プラン２０２０」を策定いたしました。  

熊本市の未来を創る子どもは、本市の宝であり、希望であり、夢です。今後、このプラ

ンに基づき、子どもたちの声がひびき、子どもたちが元気にあふれ、子どもたちの笑顔が

輝くような、「子どもが輝くまち くまもと」づくりを進めてまいりますので、皆様には、な

お一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。  

最後に、この計画の策定にあたり、ご審議をいただきました熊本市社会福祉審議会児童福

祉専門分科会の委員の方々をはじめ、貴重なご意見をいただきました市民の皆様に心から

感謝を申し上げまして、ご挨拶といたします。  

 

令和２年３月  
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・１・ 

第 1 章 計画の策定にあたって  

 

１．  策定の背景  

 

①   家庭・地域・社会の状況  

近年、核家族化や地域のつながりの希薄化等により、子どもや子育て家庭を取り巻く環境が変化すると

ともに子育ての困難さが増大しており、子育てや子どもの成長を社会全体で支えていくことがますます必

要となっています。 

さらに、児童虐待に加え、グローバル化や情報化の進展等、子どもたちを取り巻く環境の変化に伴い、

いじめや不登校の増加、少年非行・犯罪の深刻化など様々な問題が生じています。 

 

②   国における取組  

国においては、これまで、家族や地域の子育て力の低下に対応して、全ての人が、子どもを安心して産

み育てることができ、子どもたちが健やかに成長できる環境づくりを行うため、平成１５年（２００３年）

に「次世代育成支援対策推進法」が施行されました。その後、更なる環境づくりの推進や一般事業主行動

計画※の策定等を内容とする一部改正が行われ、２０２４年度まで１０年間延長されたところです。 

また、平成２９年（２０１７年）には、「児童福祉法等の一部を改正する法律」が施行し、全ての児童

が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化等を図る

ため、児童相談所の体制の強化及び里親※委託の推進が図られました。 

一方、少子化対策については、平成２７年（２０１５年）に、「子ども・子育て新制度」が施行され、

必要とするすべての家庭が利用できる支援を目指す「支援の量」の拡充や、幼稚園や保育所、認定こども

園 などの職員配置の改善をはじめとする「支援の質の向上」が推進されました。さらに、平成２９年（２

０１７年）には、女性の就業率の上昇や、保育の利用希望の増加が見込まれることから、「子育て安心プ

ラン」が公表され、保育の受け皿の確保が進められました。 

さらに、平成３０年（２０１８年）には、共働き家庭が直面する「小１の壁※」を打破するため、放課

後児童クラブの待機児童の早期解消等を目的に「新・放課後子ども総合プラン」が策定されるとともに、

令和元年（２０１９年）１０月からは、少子化対策の一環として、子育てを行う家庭の経済的負担軽減を

行うため、「幼児教育・保育の無償化」が開始されたところです。 

 

 
※  一般事業主行動計画…次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための

雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、（ 1）

計画期間、（ 2）目標、（ 3）目標達成のための対策及びその実施時期を定めるもの。  
※  里親…里親とは親の病気、家出、離婚、そのほかいろいろな事情により家庭で暮らせない子どもたちを、自分

の家庭に迎え入れて養育する人のことをいう。里親制度は、児童福祉法に基づいて、里親となることを希望する

方に子どもの養育をお願いする制度のこと。  
※  小 1 の壁…保育所と比べると放課後児童クラブの開所時間が短いため、子供が小学校に入学すると、これまで

勤めてきた仕事を辞めざるを得ない状況となること。  



 

・２・ 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：内閣府「子ども・子育て支援新制度」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 出典：厚生労働省「子育て安心プラン」  
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             出典：厚生労働省  文部科学省「新・放課後子ども総合プラン」  
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③  熊本市における取組  

本市においては、平成２２年に、熊本市総合計画の個別計画として「子育てしやすく、

子どもたちの健やかな成長をはぐくむ環境づくりの推進」に向けて必要な施策を取りま

とめた行動計画として、次世代育成支援後期行動計画「ひびけ！子ども未来プラン」を

策定しました。  

また、同年、児童虐待の予防、早期発見・早期対応から虐待を受けた子どもの自立支

援に至るまで一貫した体制を整えるため、熊本市児童相談所を開設するとともに、平成

２４年には、児童相談所、一時保護所、教育相談室及び障がい者福祉相談所を備える子

どもセンターを開設し、隣接する熊本市総合保健福祉センターと連携を取りながら、「子

ども」に関する総合的専門的な相談支援の拠点として、子育てに関する悩みの解消や負

担感の軽減等を図ってきました。  

平成２７年３月には、子ども・子育て支援事業計画と一体的に定めた「熊本市子ども

輝き未来プラン２０１５」を策定し、基本方針に①安心して子どもを産み育てられる子

育て家庭への支援、②子どもの健やかな成長と人間性の育成・自立支援、③子どもが育

つ安心の環境づくり、④「結婚・妊娠・出産・子育て」の切れ目のない少子化対策の推

進を掲げるとともに、平成２８年３月に策定された「熊本市第７次総合計画」では、重

点的取組である「安心して暮らせるまちづくり」において、だれもが安心して子育てで

きる環境の整備に取り組む中で、保育所入所待機児童ゼロ等を推進しており、平成２８

年度から平成３０年度まで、３年連続で待機児童ゼロを達成したところです。  

 

 

２．  法的根拠・計画の位置づけ   
 

この計画は、次世代育成支援対策推進法第８条第１項※に基づく計画として策定しま

す。なお、策定にあたっては、子ども・子育て支援法第６１条※に基づく、幼児期の学

校教育や保育及び地域子ども・子育て支援事業を提供する体制の整備を含む子ども・子

育て支援事業計画と一体的に策定します。  

 
※  次世代育成支援対策推進法第８条第１項…市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の

事務及び事業に関し、五年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及

び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び

良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画（以

下「市町村行動計画」という。）を策定することができる。  
※  子ども・子育て支援法第 61 条…市町村は、基本指針に即して、5 年を一期とする教育・保育及び地域子ども・

子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（「市町村子ども・子育

て支援事業計画」という。）を定める。  



 

・５・ 

３．  他の計画との関係  
 

この計画は、子ども・子育てに関する上位計画である「熊本市第７次総合計画」や「第

４次熊本市地域福祉計画・地域福祉活動計画」との整合を図るとともに、以下の計画等

と連携し、施策の展開を行います。  

また、本市は、令和元年度に「ＳＤＧｓ未来都市※」に選定されました。本計画に掲げ

ている子どもの貧困対策は、未来を担う人づくりとして SDGs のゴール４、地域団体

との連携は、ゴール１７とも軌を一にしており、これらの取組をとおして、SDGs の達

成を目指します。  

 

 

 

 

 

 

 

・熊本市障がい者生活プラン  

・第５期熊本市障がい福祉計画（第１期熊本市障がい児福祉計画）  

・第３次熊本市食の安全安心・食育推進計画  

・第３次熊本市歯科保健基本計画  

・くまもと医療都市２０１２グランドデザイン  

・第２次熊本市男女共同参画基本計画  

・第２次熊本市人権教育・啓発基本計画  

・第１０次熊本市交通安全計画  

・熊本市自殺総合対策計画  

・熊本市教育振興基本計画（教育大綱）  

・熊本市子どもの未来応援アクションプラン（熊本市子どもの貧困対策計画）   

 

 

４．  計画の対象  
 

概ね１８歳未満の全ての子どもと、子どもを取り巻く家庭や地域社会等様々な主体を

対象とします。  

 

 
※  ＳＤＧｓ未来都市…ＳＤＧｓとは 2015 年 9 月の国連総会で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジ

ェンダ（行動計画や目標などを文書にしたもの）」のこと。この中には、 2030 年までの間に達成すべき 17 のゴー

ルが盛り込まれており、持続可能な開発目標（ Sustainable  Development Goals： SDGs）と呼ばれている。熊本市

は、「熊本地震の経験と教訓をいかした地域（防災）力の向上事業」を自治体 SDGs モデル事業として国に提案し、

令和元年度の「 SDGs 未来都市」及び「自治体 SDGs モデル事業」に選定された。  



 

・６・ 

 

５．  計画の期間  
 

この計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。  

 
　　　年度
分野

2018年度
（H30年度）

2019年度
（R1年度）

2020年度
（R2年度）

2021年度
（R3年度）

2022年度
（R4年度）

2023年度
（R5年度）

2024年度
（R6年度）

子ども
分野

地域福祉
分野

総合計画 熊本市第７次総合計画（2016年～2023年）

第３次熊本市地域福祉計画

・地域福祉活動計画（2015年～2019年）

熊本市子ども輝き未来プラン（2015）

（2015年～2019年）
熊本市子ども輝き未来プラン（2020）

（2020年～2024年）

第４次熊本市地域福祉計画・地域福祉活動計画（2020年～2024年）

 

 

 

６．  策定体制・推進体制  
 

学識経験者、幼児教育・保育に従事する者の代表、保護者の代表、労働者の代表等の

１０名からなる「熊本市社会福祉審議会児童福祉専門分科会」の調査・審議を踏まえ策

定しました。  

計画策定後も、計画の進行管理及び検証については引き続きこの分科会で実施します。 
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第２章 子どもを取り巻く環境の変化  

 
１．  子どもをめぐる現状  

 

①  人口及び世帯構成の変化  

本市の総人口は、平成２７年の７４０，８２２人をピークに、熊本地震のあった平成

２８年に１，２１６人減少し、その後は平成３０年まで７３９，０００人台で推移して

います。総世帯数をみると、平成２４年の３０８，９８５世帯から徐々に増加し、平成

３０年には３２３，６０７世帯となり、１４，６２２世帯増加しています。このため世

帯当たりの人員は、平成２４年の２．３９人から減少傾向が続き、平成３０年には２．

２９人となっています。  

年少人口（０～１４歳）は、平成２４年の１０６，０５１人から平成３０年は１０２，

３３３人となり、３，７１８人減少。総人口に対する年少人口の構成比は、平成２４年

の１４．４％から平成３０年は１３．８％となり、０．６ポイント減少しており、少子

化傾向が続いています。  

また、一般世帯数は増加傾向にあります。平成２年と平成２７年を比較すると、２０

９，０７６世帯から３１４，７４０世帯となり、１０５，６６４世帯増加しました。  

一般世帯数の中での構成比をみると、親族世帯の割合が減少し、単独世帯の割合が増

加しているほか、夫婦と子どもの世帯の割合が減少し、男親と子ども世帯と女親と子ど

もの世帯では実数と割合がいずれもが増加しています。少子化の要因のひとつと考えら

れる離婚率の上昇が単身の親と子ども世帯の増加という形で現れてきています。  

６歳未満の子どもがいる一般世帯については、平成２年から平成２７年の２５年間で、

その数は増加しましたが、一般世帯全体に占める割合は減少しています。  
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308,985 312,527 315,318 315,456 317,466 320,730 323,607

2 .39
2 .37

2 .35 2 .35
2 .33

2 .31
2 .29

2.00

2.20

2.40

2.60

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

熊本市の人口と世帯数の推移
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出典：国勢調査及び推計人口  
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 出典：国勢調査  
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0
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平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

熊本市の年少人口の推移

年少人口 構成比（人）

出典：国勢調査及び推計人口  

世帯構成の推移

核家族計 夫婦のみ 夫婦と子ども 男親と子ども 女親と子ども

209,076 147,438 123,915 32,577 75,313 1,892 14,133 23,523 382 61,256

％ 70.5% 59.3% 15.6% 36.0% 0.9% 6.8% 11.3% 0.2% 29.3%

245,541 166,132 138,969 39,933 80,016 2,317 16,703 27,163 803 78,606

％ 67.7% 56.6% 16.3% 32.6% 0.9% 6.8% 11.1% 0.3% 32.0%

259,830 172,324 146,684 44,353 80,343 2,524 19,464 25,640 1,243 86,263

％ 66.3% 56.5% 17.1% 30.9% 1.0% 7.5% 9.9% 0.5% 33.2%

268,988 176,201 150,978 47,178 79,137 2,844 21,819 25,223 1,650 91,137

％ 65.5% 56.1% 17.5% 29.4% 1.1% 8.1% 9.4% 0.6% 33.9%

301,718 193,321 166,164 53,616 83,697 3,352 25,499 27,157 3,077 105,252

％ 64.1% 55.1% 17.8% 27.7% 1.1% 8.5% 9.0% 1.0% 34.9%

314,740 195,906 172,838 58,434 84,248 3,511 26,645 23,068 3,007 115,557

％ 62.2% 54.9% 18.6% 26.8% 1.1% 8.5% 7.3% 1.0% 36.7%

単位：世帯、構成比は％

平成2年

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

一般世帯

親族世帯

非親族世
帯

単独世帯親族世帯
計

核家族世帯 その他の
親族世帯

６歳未満・18歳未満の親族（子ども）のいる一般世帯の推移

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

209,076 245,541 259,830 268,988 301,718 314,740

29,814 30,060 30,180 29,584 30,763 30,454

14.3% 12.2% 11.6% 11.0% 10.2% 9.7%

75,842 76,201 73,252 70,465 74,002 72,263

36.3% 31.0% 28.2% 26.2% 24.5% 23.0%

単位：世帯、構成比は％

一般世帯① 

６歳未満の親族（子ども）のいる一般世帯②

構成比　②/①

18歳未満の親族（子ども）のいる一般世帯③

構成比　③①
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②  人口減少の背景  

本市の総人口は、平成２７年をピークに、熊本地震のあった平成２８年に減少し、そ

の後は平成３０年まで７３９，０００人台で推移しています。その内訳となる出生と死

亡による自然の増減をみると、平成２８年までは出生数が死亡数を上回っていましたが、

平成２９年以降は死亡数が出生数を上回り、総人口は自然減の状況となっています。ま

た、出生数は平成３０年にやや持ち直しているものの減少傾向を示しており、死亡数は

増加傾向を示しています。  

社会的な人口の増減をみると、熊本地震のあった平成２８年に転出数が転入数を１，

３９４人と大きく上回りましたが、平成２９年には転入数が５６０人上回り、逆に平成

３０年には転出数が１２８人上回っています。  
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出生数と死亡数の推移

出生数 死亡数
（人）

出典：熊本県推計人口調査年報  

27,698

44,120

43,028 42,286
44,487

41,198

42,166

26,821

43,109

43,065 42,561

45,881

40,638

42,294

20,000

30,000

40,000

50,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

転入数と転出数の推移

転入数 転出数（人）

出典：熊本県推計人口調査年報  
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③  未婚化・晩婚化の進行  

本市では、子どもを産み育てる若い世代の未婚率が、女性、男性ともに、平成１７年以降高

止まり傾向にあります。また、女性よりも男性の未婚率が、どの年齢階層においても高くなっ

ています。 

女性についてみてみると、平成２年の３５～３９歳の未婚率が１０ .５％であったもの

が、平成２７年には２４．９％となっています。同じ年齢階層で男性についてみてみる

と、平成２年では１３．９％であったものが、平成２７年には３０．１％に増加してい

ます。特に男性の未婚率が高止まり状態にある背景には、就職時期にバブル崩壊に遭遇

した団塊ジュニア世代（氷河期世代）※で有期雇用労働者※の割合が高いことに起因すると考

えられます。このことは、「結婚しようとした時の不安」で、最も多い回答が「結婚後の

安定した生活費の確保」（平成２７年熊本市結婚・出産・子育てに関する意識調査）にも

関係し、今後、有期雇用労働者の正規化や待遇改善が求められています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※  団塊ジュニア世代（氷河期世代）…団塊ジュニアとは 1971 年から 1974 年までに生まれた世代で、第二次ベビ

ーブーム世代とも呼ばれている。毎年 200 万人以上生まれた世代であり、世代人口は第 1 次ベビーブームの団塊

の世代（ 1947 年～ 1949 年生まれ）に次いで多い世代となっている。この世代が大学を卒業し就職する頃、バブル

経済が崩壊し就職氷河期と呼ばれる時代に突入したことから、不況の中、企業は新卒採用者の数を抑制し、フリ

ーターや非正規雇用者の割合が高い世代とも言われている。  
※  有期雇用労働者…契約社員といわれる人たちなどにみられるように、正社員と違って、労働契約にあらかじめ

雇用期間が定められている労働者のことをいう。このような期間の定めのある労働契約は、労働者と使用者の合

意により契約期間を定めたものであり、契約期間の満了によって労働契約は自動的に終了することとなる。１回

当たりの契約期間の上限は一定の場合を除いて３年となっている。  
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出典：国勢調査  
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④  女性の就労状況  

核家族化の進展や地域のつながりの希薄化により、日々の子育てに対する助言、支援

や協力を得ることが困難な状況となっています。また、経済状況や企業経営を取り巻く

環境をみると、生産年齢人口の減少による構造的な人手不足が大きな課題となっている

中、共働き家庭が増加し続けているとともに、若年者や女性の雇用をめぐる環境をみる

と有期雇用の割合が依然として高い水準で推移しています。  

本市の女性の年齢階層別就業率について、平成７年をみると、２５～２９歳から３０

～３４歳まで就業率がいったん低下し、その後上昇に転じている状況が確認できます。

これは、出産を契機に就労からいったん離れ、子育てに専念した後、就労に復帰してい

る状況を示しており、いわゆるＭ字カーブを描くことが知られてきました。  

しかし、平成２７年をみると、Ｍ字カーブは認められず結婚・出産期に当たる年代の

就業率が２０年間で大きく増加していることがわかります。生産年齢人口の減少による

構造的な人手不足により、女性の就業率が上昇しているものと考えられます。  

なお、平成２７年の本市の女性就業率は、全国と比較して高いものの、熊本県全体と

比べて低いレベルにあります。  
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⑤  児童虐待について  

全国の児童相談所での児童虐待相談対応件数をみると、平成３０年度中に、２１２  

か所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は１５９，８５０件（速報値）  

で過去最多となっています。主な増加の要因として心理的虐待※に係る相談対応件数の  

増加が挙げられており、その背景には児童が同居する家庭における配偶者に対する暴  

力がある事案（子どもの面前で配偶者やその他家族などに対する暴力や暴言で児童に  

著しい心理的外傷を与える言動などの面前ＤＶ）について警察からの通告の増加が考えら  

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の児童虐待に関する相談対応件数は、児童相談所が開設された平成２２年度は  

４２０件でした。以後、平成２５年度まで減少傾向にありましたが、平成２６年度は４

８５件と増加に転じ、平成２７年度は６０４件となりました。これは、平成２５年  

に「子ども虐待対応の手引き」が改正され、虐待通告を受理した子どもの兄弟姉妹全  

員について、必ず安全確認を実施するなど、兄弟姉妹の児童への対応が義務付けられ  

たほか、面前ＤＶによる心理的虐待としての警察からの虐待通告が増加したことが要因

だと考えられています。平成２８年度にやや減少したことについては、平成２８年  

４月に発生した熊本地震が一因と考えられています。  

平成３０年度は９０８件であり、児童相談所が開設された以降、最多となりました。

増加の要因については、児童虐待についての関心の高まりや面前ＤＶ目撃としての通告

の増加等が影響していると考えられています。  

 

 
※  心理的虐待…児童虐待に分類の一つで、言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の

前で家族に対して暴力をふるう（ドメスティック・バイオレンス：ＤＶ）などのことをいう。児童虐待の分類は  

このほか身体的虐待、性的虐待、ネグレクトがある。  
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出典：厚生労働省資料  
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虐待相談の種別については、平成２９年度の心理的虐待は２９４件で、これまでで最

多となりました。このうち、面前ＤＶによる心理的虐待は１０７件で、前年度（５６件）

からほぼ倍増しました。  

ネグレクト※は、年少者※の夜間放置（迷子）や、日常の世話の欠如といった内容の相

談などがありました。背景には、夜間に就労せざるを得ない経済的な事情や、保護者自

身の被虐待体験や養育に関する知識・技能の欠如、心身の障害、支援者の不在といった

課題が見受けられました。  

身体的虐待は増加傾向にありこれまでで最多となりました。初動の段階で警察・検察

庁と連携したケースもありました。  

虐待相談の経路については、平成２６年以降、警察からの相談が急増しました、これ

は、平成２５年に警察がＤＶ事案への積極的な介入及び体制を確立したことが主な要因

と考えられています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※  ネグレクト…児童虐待に分類の一つで、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に

放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなどのことをいう。  
※  年少者…労働基準法または風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で定める 18 歳未満の者をいう。  
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虐待相談の種別（熊本市）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

虐待相談の経路（熊本市）  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 ネグレクト

平成22年度 120 5 115 180

平成23年度 123 12 111 153

平成24年度 136 6 100 132

平成25年度 98 18 76 167

平成26年度 139 10 177 159

平成27年度 136 31 242 195

平成28年度 169 23 187 191

平成29年度 197 17 294 195
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平成22年度 64 4 20 49 0 52 36 0 0 67 109 2 17

平成23年度 80 4 13 62 0 56 32 0 1 32 93 1 25

平成24年度 71 4 9 46 0 68 30 0 0 37 79 2 28

平成25年度 67 1 26 38 0 52 38 0 0 54 65 7 11

平成26年度 97 1 20 105 0 59 36 0 0 57 94 3 13

平成27年度 102 1 17 201 0 59 48 0 2 55 92 6 21

平成28年度 79 0 22 172 0 49 60 1 0 63 78 16 30

平成29年度 59 1 20 275 0 63 52 1 0 83 101 16 32
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出典：事業概要（熊本市児童相談所） 

出典：事業概要（熊本市児童相談所） 
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⑥  被保護世帯数等の推移  

本市の被保護世帯数及び保護人員は平成２７年をピークに、その後は減少傾向が認め

られますが、人口千人当たりの保護率を県や全国と比較すると高い水準にあり、特に子

どもへの貧困の連鎖を断ち切るための取り組みが求められています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：熊本の生活保護  
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出典：全国・熊本県は「被保護者調査」  

熊本市は「熊本の生活保護」  
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２．  子ども・子育て支援に係る成果指標の状況と  

ニーズ調査結果からみた課題  

①  子ども・子育て支援に係る成果指標の状況  

「熊本市第７次総合計画」では子ども・子育て支援に係る成果指標として、  

①  「子どもたちが健やかに成長していると感じる市民の割合」  

②  「子どもの権利が守られていると感じる市民の割合」  

③  「仕事と子育ての両立（ワーク・ライフ・バランス※）ができていると感じる  

市民の割合」  

④  「地域の子育て支援活動に参加した市民の割合」  

⑤  「子育てが楽しいと感じる市民の割合」―を設定しています。  

これらの指標の変動をみると、子育て環境は平成２０年度と比較して概ね改善傾向に

あることがうかがえますが、地域の子育て支援活動に参加した市民の割合が減少する等

市民や地域による子育て支援の面からは課題があることが認められます。  

⚫ 子どもたちが健やかに成長していると感じる市民の割合  

本市では「子どもたちが健やかに成長していると感じる市民の割合」（「とても感じる」

と「やや感じる」と回答した人の割合の計）を引き上げることをまちづくりの重点的取

り組みの一つとして推進しています。平成２０年度と３０年度を比較すると、「とても感

じる」と「やや感じる」と回答した人を合わせた割合は、８．３ポイント増加していま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※  ワーク・ライフ・バランス…誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育

て・介護の時間や、家庭、地域、自己啓発等にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができる、仕事と生

活の双方が調和している状態のこと。  

凡例

平成20年度
(n=4,891)

平成21年度
(n=4,540)

平成22年度
(n=4,677)

平成23年度
(n=3,755)

平成24年度
(n=3,780)

平成25年度
(n=3,370)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

平成30年度
(n=1,973)

とても感じる

9.1 

9.9 

9.9 

12.4 

10.9 

12.2 

10.9 

9.1 

9.4 

9.9 

10.4 

やや感じる

42.9 

42.3 

41.1 

44.1 

45.4 

44.6 

44.9 

46.6 

45.4 

48.5 

49.9 

どちらともいえない

33.8 

35.3 

36.2 

32.3 

33.2 

32.4 

33.7 

34.0 

34.6 

32.3 

31.5 

あまり感じない

12.2 

11.3 

11.4 

9.4 

9.5 

9.9 

8.4 

8.9 

7.8 

6.7 

5.1 

全く感じない

0.9 

1.0 

1.2 

0.6 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

1.0 

1.1 

1.2 

無回答

1.1 

0.2 

0.3 

1.2 

0.1 

0.1 

1.2 

0.6 

1.8 

1.5 

1.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもたちが健やかに成長していると感じる市民の割合（全体／経年比較） 

出典：平成３０年度「熊本市第７次総合計画」市民アンケート調査報告書  
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⚫ 子どもの権利が守られていると感じる市民の割合  

同じく「子どもの権利が守られていると感じる市民の割合」（「とても感じる」と  

「やや感じる」と回答した人の割合の計）を引き上げることをまちづくりの重点的取  

り組みの一つとして推進しています。平成２６年度と３０年度を比較すると、「とても感

じる」と「やや感じる」と回答した人を合わせた割合は、９．９ポイント増加していま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 仕事と子育ての両立（ワーク・ライフ・バランス）ができていると感じる  

市民の割合  

同じく「仕事と子育ての両立（ワーク・ライフ・バランス）ができていると感じる市

民の割合」（「とても感じる」と「やや感じる」と回答した人の割合の計）を引き上げる

ことをまちづくりの重点的取り組みの一つとして推進しています。平成２９年度と３０

年度を比較すると、「とても感じる」と「やや感じる」と回答した人を合わせた割合は、

前年度との比較ということもあり１．３ポイント増加で横ばいの状況です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの権利が守られていると感じる市民の割合（全体／経年比較）  

凡例

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

平成30年度
(n=1,973)

とても感じる

7.5 

7.1 

7.4 

7.2 

7.5 

やや感じる

35.7 

36.8 

42.0 

44.2 

45.6 

どちらともいえない

45.9 

46.7 

40.8 

39.9 

39.4 

あまり感じない

7.4 

7.3 

6.8 

5.6 

5.1 

全く感じない

1.0 

1.1 

1.1 

1.0 

0.6 

無回答

2.5 

1.0 

1.9 

2.2 

1.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕事と子育ての両立（ワーク・ライフ・バランス）ができていると感じる市民の割

合（全体／経年比較）  

凡例

平成29年度

(n=1,975)

平成30年度
(n=1,973)

とても感じる

2.3 

2.2 

やや感じる

23.2 

24.6 

どちらともいえない

47.2 

47.1 

あまり感じない

20.3 

19.5 

全く感じない

4.3 

3.8 

無回答

2.6 

2.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

出典：平成３０年度「熊本市第７次総合計画」市民アンケート調査報告書  

出典：平成３０年度「熊本市第７次総合計画」市民アンケート調査報告書  

子どもの権利が守られていると感じる市民の割合（全体／経年比較） 
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⚫ 地域の子育て支援活動に参加した市民の割合  

同じく本市では「地域の子育て支援活動に参加した市民の割合」（「参加したことがあ

る」と回答した人の割合）を引き上げることをまちづくりの重点的取り組みの一つとし

て推進しています。平成２０年度と３０年度を比較すると、「参加したことがある」と回

答した人の割合は、３．０ポイント減少しています。  

平成３０年度の「参加したことがある」の年代別内訳では、２０～２４歳が６．３％  

２５歳～２９歳が７．１％と２０代が他の世代より低くなっており、地域の子育て支援

活動への関心が薄れてきています。その要因として、地域社会での人間関係の希薄化や

生活スタイルの変化が考えられることから、子育てサークル等の情報の提供を通じ、地

域の子育て支援活動に参加を促す必要があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 子育てが楽しいと感じる市民の割合  

同じく「子育てが楽しいと感じる市民の割合」（「とても感じる」と「やや感じる」

と回答した人の割合の計）を引き上げることをまちづくりの重点的取り組みの一つと

して推進しています。平成２０年度と３０年度を比較すると、「とても感じる」と「や

や感じる」と回答した人を合わせた割合は、８．６ポイント増加しています。  

 

 

地域の子育て支援活動に参加した市民の割合（全体／経年比較）  

凡例

平成20年度
(n=4,891)

平成21年度
(n=4,540)

平成22年度
(n=4,677)

平成23年度
(n=3,755)

平成24年度
(n=3,780)

平成25年度
(n=3,370)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

平成30年度
(n=1,973)

参加したことがある

15.3 

14.6 

14.9 

16.7 

18.0 

18.2 

17.5 

18.1 

14.1 

10.5 

12.3 

参加したことがない

81.3 

81.3 

80.6 

77.9 

77.7 

77.4 

76.8 

78.4 

79.1 

81.9 

78.9 

わからない

2.4 

3.5 

3.9 

3.7 

3.6 

3.4 

3.8 

2.8 

4.8 

5.5 

6.8 

無回答

1.1 

0.8 

0.7 

1.7 

0.7 

1.0 

2.0 

0.7 

1.9 

2.1 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

出典：平成３０年度「熊本市第７次総合計画」市民アンケート調査報告書  



 

・２０・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  地域の子育て環境や支援に対する満足度  

一方、平成３１年２月に実施した「熊本市子ども・子育て支援事業計画（第二期）策

定に係る市民アンケート調査」（以下、「ニーズ調査」という。）の子育て環境や支援に対

する満足度を５段階でたずねた結果は、就学前児童の保護者では「満足度３（平均レベ

ル）」が４４．３％で最も高く、満足度が高い「満足度４」と「満足度５」は合わせて２

０．８％となっています。小学生児童の保護者でも「満足度３（平均レベル）」が最も高

く４３．９％となっており、満足度が高い「満足度４」と「満足度５」は合わせて２２．

８％となっています。子育て環境や支援に対する満足度は、４割強が平均レベルにある

ものの、３割弱の児童の保護者では満足度が低い状況にあることがうかがえます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9

18.7

43.9

19.1

3.7

8.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

1点

2点

3点

4点

5点

無回答

(%)

n=2,888

高い

満

足

度

低い

凡例

平成20年度
(n=1,217)

平成21年度
(n=1,084)

平成22年度
(n=1,178)

平成23年度
(n=903)

平成24年度
(n=917)

平成25年度
(n=761)

平成26年度
(n=740)

平成27年度
(n=338)

平成28年度
(n=472)

平成29年度
(n=428)

平成30年度
(n=428)

とても感じる

43.6 

44.9 

45.3 

43.9 

45.8 

43.2 

41.8 

41.1 

43.0 

45.8 

43.9 

やや感じる

36.8 

37.2 

37.4 

36.7 

37.9 

39.2 

37.8 

43.5 

39.2 

39.5 

45.1 

どちらともいえない

13.6 

12.2 

11.5 

12.6 

11.1 

12.7 

13.0 

7.7 

15.0 

10.3 

8.4 

あまり感じない

3.0 

3.0 

3.2 

3.4 

2.8 

2.8 

2.6 

3.6 

2.5 

3.5 

1.6 

全く感じない

0.6 

0.8 

0.8 

0.4 

0.7 

0.7 

1.4 

0.6 

0.0 

0.7 

0.5 

無回答

2.4 

1.8 

1.8 

3.0 

1.6 

1.4 

3.5 

3.6 

0.2 

0.2 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子育てが楽しいと感じる市民の割合（全体／経年比較）  

【就学前児童の保護者】  【小学生児童の保護者】  

出典：熊本市子ども・子育て支援事業計画（第二期）策定に係る市民アンケート

調査  

出典：平成３０年度「熊本市第７次総合計画」市民アンケート調査報告書  

7.0

19.2

44.3

17.5

3.3

8.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

1点

2点

3点

4点

5点

無回答

(%)

n=6,223

高い

満

足

度

低い



 

・２１・ 

③  就労状況等の平成２５年との比較  

⚫ 就労状況とサービスの利用状況  

就学前児童の保護者を対象とした「ニーズ調査」の結果によると、母親で「就労して

いる」人の割合が増加し、「就労していない」人の割合が減少しています。  

このことが日常的な幼稚園・保育園等を「利用している」人の割合が平成２５年と比

べ増加していることの要因の一つとなっていることがうかがえます。また、「認定こども

園」の整備が進んだことから、サービス別の利用状況は、平成２５年と比べ「幼稚園」

と「認可保育園」の利用割合が減少し、「認定こども園※」の割合が増加しています。  

幼稚園・保育園等を利用している理由をみると、「子どもの教育や発達のため」の割合

が減少し、「子育てをしている方が現在就労している」の割合が増加しており、母親の就

業率の向上がサービス利用状況の変化の要因の一つとなっていることがうかがえます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※  認定こども園…教育･保育を一体的に行う施設で､いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設の

こと。就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能（保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、

教育・保育を一体的に行う機能）と地域における子育て支援を行う機能（相談活動や親子の集いの場の提供など

を行う機能）を備え､認定基準を満たす施設は都道府県や政令指定都市等から認定を受けることが出来る｡  

H25年
度数 ％ ％

フルタイムで就労しており、産休・
育休・介護休業中ではない

4,996 97.8 97.6

フルタイムで就労しており、産休・
育休・介護休業中である

16 0.3 0.2

パート・アルバイト等で就労してお
り、産休・育休・介護休業中では
ない

42 0.8 1.1

パート・アルバイト等でしており、
産休・育休・介護休業中である

0 0.0 0.0

以前は就労していたが、現在は
就労していない

49 1.0 1.1

これまで就労したことがない 4 0.1 0.0
合計 5,107 100.0 100.0
※無回答を除いて集計

H31年

【母親の就労状況】  【父親の就労状況】  

出典：熊本市子ども・子育て支援事業計画（第二期）策定に係る市民アンケート調査  

【日常的な幼稚園・保育園等のサービス利用状況】 【平日の幼稚園・保育園等のサービス利用状況】 

H25年
度数 ％ ％

フルタイムで就労しており、産休・
育休・介護休業中ではない

1,886 33.3 29.2

フルタイムで就労しており、産休・
育休・介護休業中である

503 8.9 7.1

パート・アルバイト等で就労してお
り、産休・育休・介護休業中では
ない

1,658 29.3 23.8

パート・アルバイト等でしており、
産休・育休・介護休業中である

167 3.0 1.8

以前は就労していたが、現在は
就労していない

1,343 23.7 35.6

これまで就労したことがない 99 1.8 2.5
合計 5,656 100.0 100.0
※無回答を除いて集計

H31年

H25年
度数 ％ ％

利用している 4,944 79.4 74.1
利用していない 1,176 18.9 25.7
無回答 103 1.7 1.7

合計 6,223 100.0 100.0

H31年 H25年
n=4,944 度数 ％ ％
幼稚園 888 18.0 31.0
幼稚園の預かり保育 268 5.4 6.2
認可保育園 1,891 38.2 57.0
認定こども園 1,668 33.7 0.8
小規模保育事業 156 3.2 3.2
家庭的保育事業 1 0.0 0.1
事業所内保育施設 46 0.9 2.4
企業主導型保育 115 2.3 -
居宅訪問型保育 6 0.1 0.2
認可外保育施設 181 3.7 7.3
ファミリー・サポート・センター 16 0.3 2.0
その他 83 1.7 1.7

H31年



 

・２２・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 職場の両立支援制度の利用状況  

育児休業の取得状況をみると、母親で「取得した（取得中である）」人の割合が増加し、

「働いていなかった」人の割合が減少しています。父親には大きな変化は認められませ

ん。  

育児休業を取得しなかった理由をみると、母親では「職場に育児休業を取りにくい雰

囲気があった」、「仕事に戻るのが難しそうだった」、「子育てや家事に専念するため退職

した」の割合が減少し、「保育園などに預けることができた」の割合がやや増加していま

す。父親は「収入減となり、経済的に苦しくなる」、「親族にみてもらえるなど制度を利

用する必要がなかった」の割合が減少し、「配偶者が育児休暇制度を利用した」の割合が

増加しています。  

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に係る環境は、厳しい状況に置かれ

ている人が認められるものの改善傾向にあることがうかがえます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

【平日に日常的な幼稚園・保育園等のサービスを利用している理由】  

【母親の育児休業の取得状況】  【父親の育児休業の取得状況】  

H25年

度数 ％ ％
働いていなかった 57 1.1 1.4
取得した（取得中である） 120 2.3 1.1
取得していない 5,112 96.7 97.4

合計 5,289 100.0 100.0

※無回答を除く

H31年

出典：熊本市子ども・子育て支援事業計画（第二期）策定に係る市民アンケート調査  

出典：熊本市子ども・子育て支援事業計画（第二期）策定に係る市民アンケート調査  

H25年
n=4,944 度数 ％ ％
子どもの教育や発達のため 2,834 57.3 62.3
子育て（教育を含む）をしている方
が現在就労している

3,773 76.3 68.4

子育て（教育を含む）をしている方
が就労予定がある／求職中であ
る

166 3.4 3.7

子育て（教育を含む）をしている方
が家族・親族などを介護している

35 0.7 0.9

子育て（教育を含む）をしている方
が病気や障がいがある

45 0.9 1.3

子育て（教育を含む）をしている方
が学生である

16 0.3 0.5

その他 95 1.9 1.6

H31年

H25年

度数 ％ ％
働いていなかった 2,390 39.2 47.4
取得した（取得中である） 2,837 46.5 36.2
取得していない 871 14.3 16.4

合計 6,098 100.0 100.0

※無回答を除く

H31年
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【母親の育児休業を取得しなかった理由】  

【父親の育児休業を取得しなかった理由】  

出典：熊本市子ども・子育て支援事業計画（第二期）策定に係る市民アンケート調査  

H25年
n=871 度数 ％ ％

職場に育児休業を取りにくい雰囲
気があった

129 14.8 21.2

仕事が忙しかった 82 9.4 11.9
（産休後に）仕事に早く復帰した
かった

68 7.8 6.6

仕事に戻るのが難しそうだった 78 9.0 14.7
昇給・昇格などが遅れそうだった 4 0.5 0.7
収入減となり、経済的に苦しくな
る

84 9.6 10.6

保育園などに預けることができた 90 10.3 6.4
配偶者が育児休業制度を利用し
た

3 0.3 0.0

配偶者が無職、祖父母等の親族
にみてもらえるなど、制度を利用
する必要がなかった

31 3.6 4.6

子育てや家事に専念するため退
職した

280 32.1 37.2

職場に育児休業の制度がなかっ
た（就業規則に定めがなかった）

181 20.8 20.6

有期雇用のため育児休業の取得
要件を満たさなかった

79 9.1 8.9

育児休業を取得できることを知ら
なかった

24 2.8 1.4

産前産後休業（産前６週間、産後
８週間）を取得できることを知ら
ず、退職した

25 2.9 2.6

その他 184 21.1 18.5

H31年

H25年
n=5,112 度数 ％ ％

職場に育児休業を取りにくい雰囲
気があった

1,576 30.8 32.1

仕事が忙しかった 1,894 37.1 37.5
（産休後に）仕事に早く復帰した
かった

― ― ―

仕事に戻るのが難しそうだった 195 3.8 4.9
昇給・昇格などが遅れそうだった 303 5.9 5.5
収入減となり、経済的に苦しくな
る

1,368 26.8 30.3

保育園などに預けることができた 152 3.0 2.1
配偶者が育児休業制度を利用し
た

1,743 34.1 27.7

配偶者が無職、祖父母等の親族
にみてもらえるなど、制度を利用
する必要がなかった

1,428 27.9 33.2

子育てや家事に専念するため退
職した

6 0.1 0.2

職場に育児休業の制度がなかっ
た（就業規則に定めがなかった）

449 8.8 11.0

有期雇用のため育児休業の取得
要件を満たさなかった

16 0.3 0.5

育児休業を取得できることを知ら
なかった

97 1.9 2.7

産前産後休業（産前６週間、産後
８週間）を取得できることを知ら
ず、退職した

― ― ―

その他 326 6.4 6.7

H31年



 

・２４・ 

④  子ども輝き未来プラン２０１５の検証及び対応  

検証にあたっては、各基本方針の計１９施策についての評価を実施しました。全ての

基本方針について、「達成」「一部達成」となったものが多く、順調に事業が遂行されて

います。なお、検証を踏まえた対応は以下のとおりです。  

 

基本方針①  安心して子どもを産み育てられる子育て家庭への支援  

◆  保育については、平成２８年から平成３０年まで待機児童ゼロを達成しました。ま

た児童育成クラブは、平成３０年度は６，２４６人の入会要件を満たす者全てを

受け入れました。  

◆  今後、利用者の増加が想定されることから、保育士等の人材確保に努めるとともに、

児童育成クラブは、入会要件を満たす者全てを受け入れていることで、施設が狭

くなっているところがあり、改善が必要です。  

 

基本方針③  子どもが育つ安心の環境づくり    

◆ 育児不安の解消や母親の孤立化を防止するため、妊婦、子育て中の母親及び乳幼児

を対象とした交流の場を設けるとともに、子育てサークル・子育て支援団体等の

連携を図ってきました。  

◆ 近年、母親の就業率の向上等に伴い、地域における子育て家庭の交流や不安・悩み

の相談の場である子育て支援センター等の利用者及び子育てサークル等への参加

者が減少し、地域との希薄化が懸念されることから、誰もが集まり、相談できる

場づくりや子育てサークル・子育て支援団体等との連携強化が必要です。  

 

基本方針④  「結婚」「妊娠」「出産」「子育て」の切れ目のない少子化対策  

◆  平成２７年６月に実施した熊本市結婚・出産・子育てに関する意識調査から、結婚

しようとした時の障害や結婚しようとした時の不安として、「安定した職につけず

収入が安定していない」や「結婚後の安定した生活費の確保」の割合が多く、若

い年齢層で高い傾向にありました。  

◆  このことから、助成制度（一般不妊治療）の充実や相談体制の整備等の子育て支援

策や仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進とともに、雇用環境

の改善（正規雇用の割合増加、若年層の賃上げなど）等が必要です。  

 

 

 

 

 

 

施策数 達成 一部達成 未達成 ―

基本方針① 
安心して子どもを産み育てられる
子育て家庭への支援

7 0 4 2 1

基本方針② 
子どもの健やかな成長と人間性の
育成・自立支援

7 4 2 0 1

基本方針③ 子どもが育つ安心の環境づくり 3 1 1 1 0

基本方針④
「結婚」「妊娠」「出産」「子育て」の
切れ目のない少子化対策

2 0 1 1 0

　　　　　　 ※施策の成果について

「達成」：達成している、「一部達成」：概ね達成している

「未達成」：達成していない、「―」：設定されていない



 

・25・ 

⑤  喫緊の課題への対応  

◆ 児童虐待の相談件数が大きく増加していることから、児童相談所等の相談機能の強

化が必要です。  

◆  幼児教育・保育の無償化及び母親の就業率の向上に伴い、今後、保育ニーズの高ま

りや児童育成クラブの利用者の増加が想定されることから、保育士等の人材確保に

努めるとともに、児童育成クラブは、入会要件を満たす者全てを受け入れているこ

とで、施設が狭くなっているところがあり、改善が必要です。  

◆  子どもたちに学習支援等を行い、貧困の連鎖※を断ち切る必要があります。  

◆  支援が必要な子どもたちを早期に発見し、生活支援や福祉制度につなげていくこと

ができるよう庁内の情報共有や関係機関との連携を図る必要があります。  

 

⑥  熊本市第７次総合計画等との整合  

◆  地域における子育て家庭の交流や不安・悩みの相談の場である相談窓口については、

利用者のニーズに合わせた機能の見直し等や周知方法等の検討が必要です。  

◆  子どもの権利等を社会全体に浸透させ、子どもたちが安心し、健やかに育まれてい

く社会の実現を図る必要があります。  

◆  子どもたちの安全確保や危機管理体制の充実を図るため、地域の関係団体等との連

携協力が必要です。   

 

⑦  計画策定に向けて（まとめ）  

以上のように、本市の子ども・子育て支援に係る成果指標は平成２０年度と比較して

概ね改善傾向にあることがうかがえますが、「地域の子育て支援活動に参加した市民の割

合」が１０年ほど前より若干減少するなど、市民力、地域力、行政力を結集して子ども・

子育てを支援していくという面からは課題があることが認められました。また、「ニーズ

調査」の結果によると、子育てをしている保護者の４割強が子育て環境や支援への満足

度は「満足度３（平均レベル）」と回答したものの、積極的に満足と回答した人は２割台

にとどまっており、市民の満足度を高めていくためにも、子育て支援団体等との連携や

支援の拡充が必要です  

一方、喫緊の課題としては児童虐待が挙げられ、本市においても児童虐待に関する相

談件数は、平成３０年度は９０８件と平成２７年度の６０４件に比べて大きく増加して

おり、社会全体で子育てを支援するとともに、児童相談所及び区役所において相談体制

を強化する必要があります。さらに、平成２９年に「児童福祉法等の一部を改正する法

律」が施行され、児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障され  

 

※貧困の連鎖…生活保護世帯で育った子どもが、大人になって再び生活保護を受ける状態を表す言葉。  
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ること等の権利を有することを明確化されるなど、全ての市民が子どもの権利について

理解を深めることが求められています。  

また、教育・保育等の子育て支援については、「ニーズ調査」の結果（就学前児童の保

護者）によると、母親で「就労している」人の割合が増加し、それに伴い、幼稚園・保

育園等を「利用している」人の割合が平成２５年と比べ増加するなど、今後、保育や児

童育成クラブのニーズが高まることが考えられ、保育士の人材確保や狭くなった児童育

成クラブの施設の改善等が必要です。  

さらに、少子化対策についても、育児休業の取得状況をみると、母親で「取得した（取

得中である）」人の割合が増加するなど、事業所等の子育てに対する理解の浸透がうかが

える結果となっていますが、「職場に育児休業をとりにくい雰囲気があった」、「仕事に戻

るのが難しそうだった」、「子育てや家事に専念するため退職した」との回答もあり、引

き続き、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進等、「結婚」「妊娠」「出

産」「子育て」の切れ目のない支援が求められています。  

このような現状を踏まえ、本プランにおいては、児童虐待防止、待機児童の解消、子

育てに不安や孤立感を感じる家庭への支援及び少子化対策等の子育て支援の一層の推進

を図るものとします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

・27・ 

 第３章 計画の基本的な考え方  

 

1. 基本理念  
 

子ども輝き未来プラン２０１５では、「子どもが輝くまち  くまもと」を基本理念に、

さまざまな子育て支援策を推進してきました。この基本理念が描く子どもたちの姿は、

全ての子どもたちの一人ひとりが幸福で、自らの力で輝いて育ち、地域の大人に見守り

育てられる、そのような姿です。  

この計画においてもこの基本理念の趣旨を継承しつつ、以下を基本理念としたまちづ

くりに取り組みます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この基本理念をもとに、ビジョンとして描くくまもとの子どもたちの姿は次のとおりです。 

 

 

①  一人ひとりが尊重され、幸福と感じる子どもたち  

②  自らの力で輝いて育つ子どもたち  

③  地域で安心安全に生活し、健やかに成長する子どもたち  

 

 本市の未来を創る子どもは、本市の宝であり、希望であり、夢である。 

 この子どもたちの最善の利益の実現を最優先に、一人ひとりの子どもがかけが

えのない個性ある存在として認められ、その健やかな成長が家族や地域社会の

幸せや活力につながり、本市の輝く未来へとつながる。 

 このような熊本市の実現のため、社会全体で子どもたちの健やかな成長を支

援し、子どもたちの声がひびき、子どもたちが元気にあふれ、子どもたちの笑顔が

輝くような、 

「子どもが輝くまち  くまもと」づくりに取り組む。 
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2.  基本目標  

 

基本理念に沿って以下の３つの基本目標を定め、目標に沿った取組を進めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全ての子どもたちの一人ひとりの幸福）

（地域の大人が見守り育てる子どもたち）

熊本市の子どもたちの姿（ビジョン）

基本理念
本市の未来を創る子どもは、本市の宝であり、希望であり、夢である。

この子どもたちの最善の利益の実現を最優先に、一人ひとりの子どもがかけがえのない

個性ある存在として認められ、その健やかな成長が家族や地域社会の幸せや活力につなが

り、本市の輝く未来へとつながる。

このような熊本市の実現のため、社会全体で子どもたちの健やかな成長を支援し、

子どもたちの声がひびき、子どもたちが元気にあふれ、子どもたちの笑顔が輝くような、

「子どもが輝くまち くまもと」づくりに取り組む。

① 一人ひとりが尊重され、

幸福と感じる子どもたち

基本理念をもとにビジョンとして描く、

くまもとの子どもたちの姿

基本目標Ⅰ（子ども）

すべての子どもの健やかな成長を支える支援

基本理念に沿った３つの基本方針

② 自分の力で輝いて育つ

子どもたち

③ 地域で安心安全に生活し、

健やかに成長する子どもたち

基本目標Ⅱ（家庭）

安心して子どもを産み育てられる環境づくり

基本目標Ⅲ（地域・社会）

子育てしやすい地域社会の構築
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第４章 施策体系・成果指標・基本目標  

 

1.  施策体系  
 

３つの基本目標及び基本方針に沿った施策を推進し、熊本市の子どもたちの姿  

（ビジョン）の実現をめざします。  
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2.  成果指標  

 

本プランの取組により、基本理念である『社会全体で子どもたちの健やかな成長を支

援し、子どもたちの声がひびき、子どもたちが元気にあふれ、子どもたちの笑顔が輝く

ような、「子どもが輝くまち  くまもと」』の実現のための、計画全体及び各基本目標の

指標を設定します。  

 

⚫ 計画全体の指標  

 

 

 

 

 

 

⚫ 基本目標Ⅰ  すべての子どもの健やかな成長を支える支援  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 基本目標Ⅱ  安心して子どもを産み育てられる環境づくり  

 

 

成果指標  
基準値  

（H30 年度）  

目標値  

（R6 年度）  

子どもたちが健やかに成長していると感じる  

市民の割合（％）  
60.3 65.0 

成果指標  
基準値  

（H30 年度）  

目標値  

（R6 年度）  

里親等委託率（％）  10.77 26.9 

子ども食堂を支援する企業・団体・個人数（数） 若干数  100 

生活保護を受給している中学３年生の  

高校進学率（％）  
94.7 99.2 

朝食を毎日食べる子どもの割合（％）  97.3 100 

成果指標  
基準値  

（H30 年度）  

目標値  

（R6 年度）  

待機児童数（人）  6 0 

児童育成クラブの面積要件を満たさない  

施設数（数）  
28 0 
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⚫ 基本目標Ⅲ  子育てしやすい地域社会の構築  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  オレンジリボンサポーター…オレンジリボン運動は、「子ども虐待のない社会の実現」を目指す市民運動のこと。

オレンジリボンサポーターは子ども虐待防止に関心を持ち、オレンジリボンバッジを着用し、子ども虐待防止オ

レンジリボン運動をたくさんの方に広めたり、できる範囲で、児童虐待防止全国ネットワークや各地の自治体・

虐待防止団体のイベントや講演会への参加や、ボランティアとして運営のサポートを行う人たちのこと。  

成果指標  
基準値  

（H30 年度）  

目標値  

（R6 年度）  

出生数（人）  6,824 7,000 

「熊本市  結婚・子育て応援サイト」の  

アクセス数（万件）  
326 340 

地域での子育て支援活動に参加した  

市民の割合（％）  
12.3 25.0 

地域子育て支援施設利用者数（人）  117,602 130,000 

子育て支援ネットワーク会議開催数（回）  278 300 

オレンジリボンサポーター※養成講習会  

参加者数（人）  
6,346 9,500 
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３ .  基本目標  
 

―基本目標Ⅰ―  すべての子どもの健やかな成長を支える支援  

児童の権利に関する条約※の精神にのっとり、すべての子どもの権利が尊重され、子

どもの最善の利益※が確保される必要があります。子どもが、人間としての尊厳をもっ

て自分らしく生きていくために、暴力からの保護、差別の禁止、意見の尊重などの国際

的な原則にのっとり、その権利を保障するとともに、子どもの個性や多様な価値観を理

解し、一人ひとりの子どもの人権を尊重することが大切です。すべての子どもが、その

生まれ育った環境によって将来が左右されることのないよう、その教育の機会均等が保

障され、子どもひとり一人が夢や希望を持つことが求められています。  

また、近年、交流人口の増加などによる国際化やＡＩ等の技術革新による超スマート

社会（Society5.0）※の到来などにより、本市の子どもたちを取り巻く環境は変化を続

けており、社会の著しい変化に柔軟に対応できる必要な知識・技能の習得はもとより、

思考力、判断力、表現力を伸ばすなど、主体的に社会の課題を解決する力が育まれるよ

う、社会を生き抜く力を育む教育環境の整備が必要です。  

そのようなことから、すべての子どもの健やかな成長のため、子どもの権利擁護や援

助を必要とする子どもへの支援及び社会を生き抜く力を育む教育環境の整備等に取り組

みます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

※  児童の権利に関する条約… 18 歳未満を「児童」と定義し、国際人権規約において定められている権利を児童に

ついて敷衍し、児童の権利の尊重及び確保の観点から必要となる詳細かつ具体的な事項を規定した条約のこと。

1989 年の第 44 回国連総会において採択され、 1990 年に発効。日本は 1994 年に批准している。  
※  子どもたちの最善の利益…「児童の権利に関する条約」において基本原則として掲げられているもの。同条約

第 3 条によると「児童に関する全ての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行

政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものと

する。」とある。児童福祉法や母子保健法などにおいては子どもの最善の利益を考慮することが前提とされている。 

※  超スマート社会（ Society5.0）…サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させ

たシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（ Society）のこと。狩猟社会（ Society 

1.0）、農耕社会（ Society  2.0）、工業社会（ Society  3.0）、情報社会（ Society  4.0）に続く、新たな社会を指すもの

で、第５期科学技術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱された。  
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【重点取組】  

 

 

事業名  事業内容  担当課  

食の安全安心・食育推

進事業  

市民自らが食に対する関心と理解を深め、家

庭における健全な食生活を実践するめの施

策に取組むとともに、乳幼児期に健全な食生

活を確立するため、家庭、保育所等の連携に

よる食育の推進を図る。  

健康づくり  

推進課  

里親養育包括支援事業  
里親養育支援に関する相談・支援を総合的に

行う。  
児童相談所  

熊本県社会的養育推進

計画の策定  

熊本県と連携・調整を行い、子どもの権利擁

護の推進、家庭養育優先の原則を踏まえた里

親委託の推進及び児童相談体制の機能強化

等を行う。  

子ども政策課  

児童相談所  

子どもの学習支援事業  

生活保護受給世帯の中学生等を対象に高等

学校等への進学等に向けた基礎学力向上の

ための学習支援を実施する。  

保護管理援護課  

子どもの未来応援基金

事業  

子どもの居場所づくりや多世代交流による

コミュニケーション力の向上及び地域との

つながりが図られるよう子ども食堂への支

援を行う。  

子ども政策課  
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―基本目標Ⅰ―  

●  基本方針１  社会を生き抜く力を育む教育環境の整備や相談体制の充実  

施策１  主体的に考え行動する力を育む学校教育等の推進  

 

【現状と課題】  

◆  近年、交流人口の増加などによる国際化やＡＩ等の技術革新による超スマート社会

（Society5.0）の到来などにより、本市の子どもたちを取り巻く環境は変化を続け

ています。  

◆  学びに向かう力を持ち、豊かな人間性、健やかな体を備えた、主体的に考え行動で

きる人づくりを進める必要があります。  

◆  子どもたちへ文化芸術についてわかりやすく、興味を引くことのできる機会を増や

し、本市の歴史的魅力や伝統文化への理解と愛着を深める必要があります。  

 

【施策の方向性】  

◆  社会の著しい変化に柔軟に対応できる必要な知識・技能の習得はもとより、思考力、

判断力、表現力を伸ばすなど、主体的に社会の課題を解決する力が育まれるよう、

学校をはじめとする様々な教育機会を通じて、子どもたち一人ひとりの可能性をさ

らに広げ、それぞれの夢の実現につながるような教育環境を整えます。  

 

①  自ら学びに向かう力を育む教育の推進  

学校教育全体を通じて子どもの意欲・関心を高めるとともに、主体的に社会の課題

を解決することのできる人づくりを推進します。  

また、教育ＩＣＴ※を活用し、  児童・生徒一人ひとりの学習状況に沿った支援を

行い、学力の向上を図ります。  

 

②  豊かな心と健やかな体を育む教育の推進  

感動・感謝する心や郷土を愛する心など、豊かに生きるための基盤となる道徳性を

育成する教育を充実させます。  

 

③  歴史文化・伝統文化活動の推進  

小中学校を対象として、文化財資料室を活用した歴史文化体験学習や、出土品を

用いた出前授業、発掘体験の実施、また、子どもを対象とした生け花や茶道教室

を行うなど、歴史的文化遺産や伝統文化に触れる機会の充実に取り組みます。

 

※  教育ＩＣＴ… ICT とは、「情報通信技術（ Information and Communication Technology）」を意味し、「 ICT 教育」

とは教育現場で活用される情報通信技術そのものや取り組みの総称のこと。  
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【主な事業・取組】  

 

 

※  ＪＥＴプログラム…語学指導等を行う外国青年招致事業（The Japan Exchange and Teaching Programme）の

略で、外国青年を招致して地方自治体等で任用し、外国語教育の充実と地域の国際交流の推進を図る事業のこと。  

事業名  事業内容  担当課  

外国語教育推進経費  

ＪＥＴプログラム※等で外国語指導助手

（ALT）を活用し、小・中・高校においての外

国語教育や体験活動的な英語教育を行う。  

指導課  

国際教育関係経費  

帰国・外国人児童生徒等に対する日本語の  

指導及び学習指導、生活適応指導等を行い、小

中学校における外国人児童生徒等の教育充実

を図る。  

学力向上対策経費  

学力向上に向けた支援が必要な小学校に対し、

学力向上支援員を派遣する。また、「学びたい

む」等を開催し、子どもたちの基礎学力の定着

を図る。  

水俣に学ぶ肥後っ子教

室経費  

公害について学ぶ小学 5 年生が、公害被害  

から環境再生へと立ち上がる水俣を現地訪問

することにより、体験を通して学ぶ。  

学校図書館充実事業  

学校図書館の機能の充実と円滑な運営を行う

ため、図書館主任や司書教諭の補助として  

補助員を配置するとともに、蔵書の充実を  

図るため、国が定める学校図書館図書標準を全

ての小中学校で達成するよう図書の購入を行

う。  

学務課  

学校図書館支援センタ

ー推進事業  

学校図書館と市立図書館との連携のもと、  

学校図書館支援センターを中核として、蔵書デ

ータベースと情報ネットワークの管理、  

図書物流システムの運営等を行うことに  

より、学校図書館や市立図書館の図書を活用し

た授業支援や、読書活動  の推進を図る。  

市立図書館  
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【関連データ】  

 

 

子ども読書活動  

推進事業  

市立図書館おはなしボランティアや地域で読

書活動を推進するグループ・団体と連携・  

協力し、よみきかせの実施や良書を紹介する冊

子の作成等により子どもの読書活動を推進す

る。  

市立図書館  

心の教育・体験活動  

推進経費  

職場体験活動・勤労体験活動等を行い豊かな心

を育むとともに、各分野で活躍している  

人の講話を聞き、夢や感動を与え、感性を  

みがき、心の教育の充実を図る。  
指導課  

道徳教育総合支援事業  

学校（園）、家庭、地域社会がそれぞれの  

役割を果たしながら道徳教育を推進し、道徳教

育推進協議会の設置等により、道徳教育の内容

充実を図る。  

歴史文化体験事業  
児童が記念館を訪問し、郷土の歴史文化の  

体験を行う。  

文化振興課  
伝統文化親子教室事業  

【文化庁伝統文化  

親子教室事業  

（教室実施型）】  

子どもたちが地域の伝統文化に触れる機会を

提供する取組への支援を行う。  

指導課調べ  
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施策２  子どもに関する相談・支援体制の充実  

 

【現状と課題】  

◆  子どもたちの自立心の欠如や規範意識の低下、学ぶ意欲の低下のほか、生活習慣  

の乱れなどが指摘されています。  

◆  いじめや不登校のほか、SNS※を介した子ども同士のトラブルなど新たな問題が  

顕在化していることから、積極的予防及び解消が求められています。  

◆  特別支援学級や通常学級に在籍する発達障がいのある子どもたち ※の増加に伴い、

一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導や支援が必要になっています。  

 

【施策の方向性】  

◆  子どもや若者に関する相談の複雑化・深刻化に対応し、適切な支援を行います。  

◆  早期の段階で生活支援や福祉制度につなげていくことができるよう関係課や  

関係機関との情報提供の場を設けるとともに、相談体制の充実に取り組みます。  

◆  障がいのある子どもに対する切れ目のない支援体制の充実に取り組みます。  

 

①  相談・支援体制の充実  

子ども・若者やその家族などを対象に、子ども・若者に関するあらゆる相談に応  

じるとともに、緊急性や専門性が高い相談については専門相談機関へつなぐこと  

により適切な支援を行います。  

 

②  障がい児支援の充実  

療育、保育、教育、福祉、医療、就労等の関係機関の連携のもと、障がいのある  

子どもに対する切れ目のない支援体制を図り、障がいのある子ども本人に対する  

支援のほか、家族に対する精神的なフォローを行うなど、乳幼児期から成人期ま  

での相談支援体制の充実に取り組みます  

 

 

 

※  SNS…ソーシャルネットワーキングサービス（ Social  Networking Service）の略で、登録された利用者同士が交

流できる Web サイトの会員制サービスのこと。友人同士や、同じ趣味を持つ人同士が集まったり、近隣地域の住

民が集まったりと、ある程度閉ざされた世界にすることで、密接な利用者間のコミュニケーションを可能にして

いる。  

※  発達障がいのある子ども…発達障がいとは、発達障害者支援法には「自閉症、アスペルガー症候群その他の広

汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢

において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されている。  
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【主な事業・取組】  

事業名  事業内容  担当課  

子ども・若者総合  

相談センター運営  

子ども・若者やその家族などを対象に、子ども・

若者に関するあらゆる相談に応じるとともに、緊

急性や専門性が高い相談は専門相談機関へつなぐ

ことにより適切な支援を行う。  

子ども・若者  

総合相談  

センター  

スクールソーシャ

ルワーカ（SSW）  

配置事業  

生徒指導上の諸問題の積極的予防及び解消のため

に SSW を配置し、課題や環境の改善を図る。  

総合支援課  

スクールカウン  

セラー（ＳＣ）配置

事業  

児童生徒の問題行動や心のケアについてカウンセ

リング等による対応を行うため、SC を配置  

する。  

教育相談等経費  
様々な理由から登校できない児童生徒に対して、

社会的自立支援を実施する。  

学校教育  

コンシェルジュ  

設置経費  

保護者からの学校教育に関するあらゆる相談を受

け、専門的な助言に加え、必要な支援を行う学校

教育コンシェルジュを設置する。  

日中一時支援事業  

家族の就労支援及び日常的に介護している家族の

一時的休息のため、障がい児の日中における活動

の場を提供する。  

障がい  

保健福祉課  

放課後等  

デイサービス  

就学している障がい児に対して、放課後や夏休み

等の長期休暇中において、生活能力向上のための

訓練等を提供する。  

短期入所  

居宅において介護を行う者の疾病や休息のため、

一時的な保護等を必要とする障がい児に対し、短

期の入所による入浴・排泄・食事の介護等を行う。 

児童発達支援  
未就学の障がい児に日常生活における基本的な動

作の指導や集団生活への適応訓練等を行う。  

保育所等訪問支援  

障がい児が通う保育所等を訪問し、他の児童との

集団生活への適応のための専門的な支援を行う。  
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障害児相談支援  
サービス利用の調整を必要とする人に対し、利用

計画を作成する。  

障がい  

保健福祉課  

医療型児童発達  

支援  

肢体不自由がある障がい児に対して、日常生活に

おける基本的な動作の指導や治療等を行う。  

障害児等療育  

支援事業経費  

在宅の心身障がい児（者）の地域における生活を

支えるため、身近な地域で療育指導等が受けられ

るよう療育機能の充実を図る。  

難聴児補聴器  

購入費助成事業  

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度

の聴覚障がいのある児童に対して、補聴器の購入

費用の一部を助成する。  

居宅介護  

居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、  

調理、洗濯及び掃除等の家事における支援等、  

日常生活の範囲における介護サービスを行う。  

行動援護  

知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に

介護が必要な人に、外出時の移動の支援や行動の

際に生じる危険回避のための援護などを行う。  

重症心身障がい児

等在宅支援事業  

在宅で生活する重症心身障がい児等が安心して  

生活できるよう、支援に関わる関係機関と連携を

図り、多職種が包括的に関わり続けることのでき

る生活支援システム構築のためのキーパーソンと

なる人材を育成する。  

子ども発達支援  

センター運営経費  

障がい児等に対し、医師等の専門スタッフによる

相談、診察、検査、初期の療育、地域支援等を行

う。  

子ども発達  

支援センター  
ペアレント  

トレーニング事業  

保護者が子どもの特性を理解し、適切な対応をす

る方法を学ぶペアレントプログラム、ペアレント

トレーニングを行う。また、発達障がいに関する

講演会、保育所等における発達支援コーディネー

ターの養成を行う。  
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※  自閉スペクトラム障害…「 1. 対人関係の障がい」「 2. コミュニケーションの障がい」「 3. パターン化した興味

や活動」の 3 つの特徴をもつ障がいで、生後まもなくから明らかになることが多い。  

子育てスマイル  

サポート事業  

言語聴覚士を区役所保健子ども課に派遣し、  

乳幼児健診後等の相談・支援業務にあたり、  

専門相談・支援機関等とのスムーズな連携支援

を行う。  

子ども発達  

支援センター  

地域療育関連経費  

ネットワーク型発達支援システムの構築や地

域の支援体制の充実等のため、会議開催や発達

支援ネットワークづくり等に取り組む。  

発達障がい者支援  

センター運営事業経費  

自閉スペクトラム障害※等の特有な発達障がい

を有する発達障がい児（者）に対する相談  

支援・発達支援・就労支援等を行う。  

発達障がい地域支援  

体制サポート事業  

発達障がい者支援センターに、発達障がい  

地域支援マネジャー（１名）を配置し、発達  

障がい児者の生活環境に関係ある学校や企業

等に支援方法の助言や研修・啓発等を行う。  

幼稚園障がい児教育  

経費（ことばの教室）  

幼稚園通級指導教室「ことばの教室」の運営を

行う。  

総合支援課  
幼稚園障がい児教育  

経費（あゆみの教室）  

幼稚園通級指導教室「あゆみの教室」の運営を

行う。  

学級支援員派遣経費  
教育活動において支援を要する学級に対し、  

学級支援員を派遣する。  
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【関連データ】  

 

総合支援課調べ  

子ども・若者総合相談センター調べ  
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施策３  有害環境対策の推進  

 

【現状と課題】  

◆  インターネットによる有害情報の氾濫等、子どもの健全な成長や安全が脅かされる

問題が生じています。  

◆  子どもを守る有害環境への対応に社会全体で取り組み、子どもが健やかに成長でき

る環境づくりを行う必要があります。  

 

【施策の方向性】  

◆  インターネットに起因する福祉犯被害※等の実態から、フィルタリング※の普及や

「自撮り被害※」などの被害の未然防止のために、チラシや便りの作成、非行・被

害防止を目的とした講師の派遣活動を通して、広報啓発活動を推進します。  

◆  街頭指導をとおして、有害図書等の自動販売機及び店頭販売の実態について把握し、

内容によっては関係機関への通報、関係業界への条例の遵守、自主規制などの要望

を行います。  

【主な事業・取組】  

【関連データ】  

 

 

 

 

 

 

 

※  福祉犯被害…児童に淫行をさせる行為のように、少年の心身に有害な影響を与え、少年の福祉を害する犯罪に

よる被害のこと。  
※  フィルタリング…フィルタリングは青少年を違法・有害情報との接触から守り、安心して安全にインターネッ

トを利用する手助けをするサービスのこと。現在は携帯電話事業者をはじめ各社がフィルタリングサービスを提

供している。  
※  自撮り被害…通信相手の求めに応じ、児童が自分の裸の画像を撮影して送信してしまう自画撮りによる児童ポ

ルノ被害のこと。自画撮りによる被害者の多くが中高生となっている。  

事業名  事業内容  担当課  

青少年センター活動  

(有害環境の浄化活動 ) 

携帯電話等インターネット接続機器からの有害

情報の閲覧防止や有害図書等の販売への対応を

行う。  

青少年教育課  
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―基本目標Ⅰ―  

●  基本方針２  子どもの心身の健やかな成長を育む支援  

施策１  子どもの健康づくりの推進  

 

【現状と課題】  

◆  食育への関心度や家庭での共食は、世帯構造や生活の多様化等により、家庭だけで

取組を進めることは困難な状況です。一方、校区単位の健康まちづくり等による地

域や関係団体等との連携による活動は推進されていることから、今後、地域での共

食など食を通じたコミュニケーションが必要となってきます。  

◆  子どものむし歯予防のためには、妊産婦やその家族に対して、妊婦歯科健診の受診

勧奨や歯科相談などの啓発が必要です。また、保育所、学校、関係機関等と連携し

た、歯と口腔の健康づくりの取組を推進することが求められています。  

 

【施策の方向性】  

◆  特に子どものうちに健全な食生活を確立することは、生涯にわたり健全な心身を培

い、豊かな人間性を育む基礎となるため、家庭・保育所・学校等の連携による食育

の推進を図ります。  

◆  ２０歳から３０歳代の保護者世代においては、食の乱れが特にみられ、このことは、

本人の将来や健康にもつながるだけでなく、これから親になる世代でもあるため、

次世代へ食に関する知識や取組をつなげていきます。  

◆  子どもの歯と口腔の健康づくりは、むし歯予防だけでなく、食べる機能及び発語機

能の発達という点から、子どもの豊かな食生活や楽しい会話の基礎となる重要なも

のであるため、妊娠期、乳幼児期、学童期に応じた取組の推進を図ります。  

 

①  食育推進ネットワークの充実  

保護者世代において、乳幼児期の食育の重要性に対しての意識が低いことから、      

朝食の欠食や共食についての啓発の強化と、地域支援者等の資質向上を図ります。  

 

②  歯と口腔の健康づくりの推進  

妊娠期は、妊産婦とその家族へ、定期的な歯科健診の啓発などを通して、健やかな

妊娠生活を支援します。乳幼児期（０歳～６歳）は、フッ化物洗口やフッ化物塗布

などにより、乳幼児の歯と口腔の健やかな発達と楽しい育児を支援します。学童期

（７歳～１２歳）は、自分のお口にあった歯みがき習慣を身につけ、フッ化物洗口

による、むし歯や歯肉炎のない楽しい学校生活を支援します。  

青少年教育課調べ  
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健康づくり推進課調べ  健康づくり推進課調べ  

【主な事業・取組】  

 

【関連データ】  

 

 

 

 

 

 

 

事業名  事業内容  担当課  

食育推進  

ネットワーク  

事業  

乳幼児期の子ども達とその保護者の食育に携わる、地域支

援者、保育所等とが連携・協力する体制を整備し、  

地域における食育活動を展開する。  

 

食の安全安心・

食育推進事業  

（再掲）  

市民自らが食に対する関心と理解を深め、家庭における健

全な食生活を実践するための施策に取組むとともに、  

乳幼児期に健全な食生活を確立するため、家庭、保育所等

の連携による食育の推進を図る。  

健康づくり  

推進課  

学校給食充実  

関連経費  
学校給食における食物アレルギー対応を行う。  

健康教育課  子どもの健康  

づくり・体力  

向上推進経費  

体力・生活習慣・食生活など関連付けた体力向上を推進す

る。  

幼児健診事業  

幼児の健全な発育と健康の保持・増進を目指し、異常の早

期発見を図り、生活習慣の自立や育児に関する保健  

指導等を行う。  
子ども  

政策課  
妊婦歯科健診  

事業  

妊婦歯科健診により、生まれてくる子どものむし歯予防や

早産防止を図る。  

フッ化物  

洗口事業  

乳歯から永久歯に生え変わる乳幼児期、小学生期に、  

フッ化物洗口を積極的に利用することで、むし歯予防を推

進する。  

健康づくり  

推進課  
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施策２  学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の推進  

 

【現状と課題】  

◆ 全国的に、ニート※やひきこもり※など、社会生活を円滑に営む上で困難を有する子

ども・若者が増加しており、自立に向けた支援が求められています。  

◆ 学童期・思春期は心身の成長期である一方で、家族や友人との関係、進路選択な

どの悩みを抱えながら、こころのバランスを崩しやすい時期です。様々な不安や

葛藤から、精神疾患のほか、不登校、自傷行為、非行などの問題を抱えやすいた

め、子ども・若者を理解し寄り添った支援が必要です。  

   

【施策の方向性】  

◆ 思春期は、子どもから大人への移行期であり、心も体も大きく成長する時期です。

特有の不安や悩み、ストレスも大きくなることから、思春期の子どもに対する相談

体制を充実します。  

◆ 思春期の子どもたちが抱える課題や問題には、子どもだけでなく家族も含めた多角

的な支援が求められます。そのため、関係機関への技術支援など他機関と連携して

支援を行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  ニート…ニート（NEET）とは，「進学も就職もせず教育訓練も受けない」を意味する英語の頭文字 (Not in 

Employment,  Education or  Training)をとったもので，1999 年の英国内閣府の報告書で使用されたものと言われて

いる。我が国では，年齢を 15～ 34 歳に限定し，非労働力人口のうち，家事も通学もしていない「若年無業者」と

していわゆるニートを把握している。  
※  ひきこもり…不登校や就労の失敗をきっかけに、何年もの間自宅に閉じこもり続ける青少年の状態像を指す言

葉。診断名ではなく状態像であり、幾つかの定義があるが、共通するのは①６か月以上社会参加していない、②

非精神病性の現象である、③外出していても対人関係がない場合はひきこもりに該当すると考えられている。  
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①   相談体制の充実  

思春期の子どもやその家族等を対象に、思春期の精神保健に関する相談に応じる  

とともに、よりニーズにあった関係機関へのつなぎを行います。  

 

②   研修・普及啓発活動の充実  

思春期の精神保健の課題に焦点を当てた担当者向け研修やひきこもりの理解や  

対応に関する研修を行います。また、薬物・アルコール等の依存症についての  

正しい知識の普及啓発活動を行います。  

【主な事業・取組】  

 

※  特定妊婦…出産後の子どもの養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のこと

をいう。妊娠中から家庭環境におけるハイリスク要因を特定できる妊婦であり、具体的には、不安定な就労等収

入基盤が安定しないことや家族構成が複雑、親の知的・精神的障害などで育児困難が予測される場合などがある。  

事業名  事業内容  担当課  

産前・産後母子  

支援事業  

特定妊婦※等への支援体制強化のため、コーディ  

ネーターや看護師等を配置し、区役所等と連携し、

妊娠期から出産後までの継続した相談支援の実施

（専用相談電話〔２４時間・年中無休〕）を  

行う。  

子ども  

政策課  

子ども・若者総合相

談センター運営  

（再掲）  

子ども・若者やその家族などを対象に、子ども・

若者に関するあらゆる相談に応じるとともに、  

緊急性や専門性が高い相談については専門相談  

機関へつなぐことにより適切な支援を行う。  

子ども・若者  

総合相談  

センター  

精神保健福祉相談  
思春期に関する精神保健福祉相談、関係機関への

技術支援を行う。  

こころの健康

センター  

依存症対策事業  

依存症支援者向け研修会、依存症市民向け講演会

や出前講座を通して、薬物・アルコール・喫煙等

に関する普及啓発活動を行う。  

思春期精神保健福

祉研修会  

思春期の精神保健の課題に焦点を当てた担当者  

向け研修を行う。  

ひきこもり地域支

援センター経費  

市民、医療・保健・福祉・教育関係機関への相談

対応、ひきこもりの理解や対応に関する研修を  

行う。  
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こころの健康センター調べ  

 

 

【関連データ】  
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施策３  子ども・青少年の健全育成  

 

【現状と課題】  

◆ 近年の子ども等を取り巻く情勢は、社会環境の変化、ライフスタイルや価値観の多様

化等により大きく変化しており、社会規範意識の希薄化が課題となっています。 

 

【施策の方向性】  

◆  次代を担う子ども等が規範意識や社会性、道徳性を身に付け、豊かな人間性を育む

ことができるよう、発達段階に応じたさまざまな体験の機会を充実します。  

◆  子どもたちが、創造力や感性を高め、多様な価値観やコミュニケーション能力を身

に付けることができるよう、学校や地域コミュニティとも連携しながら、子ども

等に科学等を体験する機会を提供します。  

 

【主な事業・取組】  

事業名  事業内容  担当課  

勤労青少年  

ホーム管理経費  

勤労青少年の福利厚生及び健全育成を図るため

の施設の運営を行う。また施設を維持するため  

の研修や関係団体との連携、利用する青少年のた

めの環境整備を行う。  

子ども支援課  

勤労青少年  

ホーム事業経費  

青少年が主体的に取り組むことにより、職業生活

に役立ち、社会人として成長できるような事業を

推進する。また、青少年のニーズに合った、人材

育成に役立つ講座の開催や意欲・向上心・連帯感

を育む行事や発表会を開催する。  

すこやか交流広場  

管理運営経費  

自然とのふれあいを通じて、子どもから高齢者ま

での交流の機会を創出することで、地域福祉の向

上を図る。  

健康福祉  

政策課  

校区青少年健全  

育成助成  
校区青少年健全育成協議会の活動を支援する。  

生涯学習課  
中学生地域交流  

推進事業経費  
中学生地域交流推進事業を開催する。  
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【関連データ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレイパーク関連経費  地域におけるプレイパークを開催する。  

生涯学習課  青少年活動支援経費  子ども会等の青少年団体を支援する。  

公民館子ども活動支援

経費  
子どもチャレンジ公民館等を開催する。  

放課後子どもスポーツ

教室  

地域住民が自主運営する総合型地域スポーツク

ラブや校区体育協会の運営により小学３年生を

対象に、小学校の体育館等を利用し実施する。  

スポーツ  

振興課  

子ども科学・もの  

づくり事業（教室）  

主に小中学生を対象に、科学実験や科学工作等

の直接体験の場を提供する。  
熊本博物館  

生涯学習課調べ  
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―基本目標Ⅰ―  

●  基本方針３  子どもの権利擁護と援助を必要とする子どもへの支援  

施策１  子どもの権利の啓発及び児童虐待防止  

 

【現状と課題】  

◆ 児童虐待に関する相談件数は、平成３０年度は９０８件と平成２７年度の６０４件に比べて大

きく増加しています。児童相談所及び区役所において相談体制を強化する必要があります。 

◆ 平成２８年の児童福祉法の改正により、子どもが権利の主体であることや実親による養育が

困難であれば、里親等で養育されるよう家庭的養育優先の理念が規定される等、里親制度の

推進が求められています。 

◆ いじめ、体罰、虐待など、子どもたちの人権が守られていない現状があります。大人は子ど

もの権利について正しく理解し、それを子どもたちにも伝えていくことが必要です。 

 

【施策の方向性】  

◆ 児童虐待は児童の権利を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与える 

ことから、児童虐待予防及び早期発見に取組むため、児童相談所等の体制強化に取り組みます。 

◆ 「施設から里親へ」という法の理念を踏まえ、里親委託を積極的に取り組みます。 

子どもの権利について全ての市民の理解が進むよう取り組みます。 

 

①  児童虐待防止対策の推進  

一人ひとりの子どもが、安心して、心身ともに健やかに成長できるよう、虐待の未然防止から、

早期発見・早期対応、再発防止、被害を受けた子どもの回復と社会的自立を支援するため、児童

相談所の補完的役割を果たす拠点として「児童家庭支援センター」の設置を目指します。 

 

②  社会的養護体制の充実  

社会的養護が必要な子どもを、家庭的な環境で養育するため、里親やファミリーホーム※に迎え入

れて養育する家庭的養護を進め、里親のリクルートや里親に対する研修、マッチング、里親養育

への支援に至るまでの業務を包括的に行う機関として「フォスタリング機関※」を設置し、質の高

い里親養育を実現します。 

 
※ ファミリーホーム…養育者の家庭に子どもを迎え入れて養育を行う家庭養護の一環として、保護者のない子ども又は保護者に
監護させることが不適当であると認められる子どもに対し、この事業を行う住居（ファミリーホーム）において、子ども間の相互
作用を活かしつつ、子どもの自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、子どもの
自立を支援することを目的とするものを指す。従来、「小規模住居型児童養育事業所」としていたが、施設的な印象となっていた
ことから、平成 24 年 4 月施行の改正児童福祉法施行規則より、「小規模住居型児童養育事業を行う住居（ファミリーホーム）」と
称することとし、小規模住居型児童養育事業所の用語を廃止された。 
※ フォスタリング機関…一連のフォスタリング業務を包括的に実施する機関をいい、「民間フォスタリング機関」とは、都道府県
知事から一連のフォスタリング業務の包括的な委託を受けた民間機関をいう。なお、フォスタリング業務とは里親のリクルート及
びアセスメント、里親登録前後及び委託後における里親に対する研修、子どもと里親家庭のマッチング、子どもの里親委託中にお
ける里親養育への支援、里親委託措置解除後における支援に至るまでの一連の過程において、子どもにとって質の高い里親養育が
なされるために行われる様々な支援のこと。 
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③  子どもの権利の啓発  

子どもの健やかな成長のためには、子どもを取り巻く全ての人が子どもを一人の人

間として尊重する意識の醸成が重要であることから、「児童の権利に関する条約 ※」

や熊本市民「子ども憲章※」を念頭に、子どもの視点に立ち、家庭、地域、認定  

こども園、保育所・幼稚園、学校、企業・事業所、行政機関等が連携し、子どもの

人権について語り合い、理解する機会を数多く設け、子どもの権利の啓発を進め  

ます。  

 

【主な事業・取組】  

 
※ 児童の権利に関する条約…「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するた

めに定められた条約のことをいう。 18 歳未満の児童（子ども）を、権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同様ひとりの人間と
しての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めている。  
※ 熊本市民「子ども憲章」…熊本市が平成６年に制定した、市民がすべてのこどもたちの幸せを願い、その自主性を尊重し、

家庭と地域社会が協力して、愛情をもって育成することをめざし、五つの指針を掲げた憲章のこと。  
※ 要保護児童…①被虐待児童・非行児童など保護者に監護させることが不適当であると認められる児童（児童福祉法第 6 条の
2 第 8 項）②孤児、保護者に遺棄された児童、保護者が長期拘禁中の児童、家出した児童など保護者のない児童（現に監督保護

している者がいない児童）（児童福祉法第 6 条の 2 第 8 項）のこと。 

事業名  事業内容  担当課  

要保護児童※対策  

事業  

要保護児童等の通告、相談支援への対応及び要保護児

童対策地域協議会を通じた関係機関との連携・連絡調

整を実施し、児童虐待の予防及び早期発見・対応を行

う。  

子ども  

政策課  
産前・産後母子  

支援事業（再掲）  

特定妊婦等への支援体制強化のため、コーディネータ

ーや看護師等を配置し、区役所等と連携し、妊娠期か

ら出産後までの継続した相談支援の実施（専用相談電

話〔２４時間・年中無休〕）を行う。  

被措置児童等虐待  

事案対応  

児童福祉施設内部で施設職員等が入所している児童等

について虐待行為を行った場合において、必要がある

と認めた場合に、施設に対して調査、指導等を行う。  

児童虐待防止対策  

支援事業  

児童相談所が地域の医療、法律その他の専門機関等の

協力を得て、高度で専門的な対応を可能とする体制の

確保を行う。  

 

 

児童相談所  

里親養育包括支援  

事業（再掲）  
里親養育支援に関する相談・支援を総合的に行う。   
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※  ユア・フレンド…近所のお兄さん、お姉さんのような熊本大学教育学部の学生が、不登校などの子どもたちの

悩んでいる心を少しでも和らげるために、家庭や学校で話し相手になる取り組みのこと。  

熊本県社会的養育  

推進計画の策定  

（再掲）  

熊本県と連携・調整を行い、子どもの権利擁護の推進、

家庭養育優先の原則を踏まえた里親委託の推進及び児

童相談体制の機能強化等を行う。  

子ども  

政策課  

児童相談所  

人権啓発事業  

人権映画会の開催、人権啓発作品の公募、小学校での

「人権の花運動」などの参加型の人権啓発事業を通し

て、人権に対する意識の高揚を図る。  

人権推進  

総室  

子どもフォーラム  
「児童の権利に関する条約」の周知と「子どもの意見

表明の機会」の確保を行う。  

人権教育  

指導室  

いじめ・不登校  

対策経費  

小学校へ「心のサポート相談員」の配置や不登校等児

童生徒に対する大学生「ユア・フレンド※」の派遣、

児童生徒の緊急的な心のケア等を行う相談員の派遣等

を行う。  
総合支援課  

いじめ防止対策  

推進法関連経費  

教育委員会や学校でいじめ防止等対策を推進する組織

を設置し、いじめ防止を図る  
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児童相談所調べ  

児童相談所調べ  

【関連データ】  
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施策２  子どもの貧困対策の推進  

 

【現状と課題】  

◆ 子どもの貧困が社会問題化するなか、平成２９年度に「子どもの生活等実態調査」

を実施したところ、子どもの貧困率※は１４ .０%に上りました。子どもの将来がそ

の生まれ育った環境によって左右されることがないよう、また、貧困が世代を超

えて連鎖することがないよう、学習支援等の対策を強化する必要があります。  

 

【施策の方向性】  

◆  子どもの貧困は、経済的な問題のみならず、家庭環境の不安定さからくる教育の

機会や親子の関わりの欠如、社会的つながりの希薄化、生活習慣の乱れ等、様々

な問題が相互に関係していることが分かりました。そこで、平成３１年１月、「子

どもの未来応援アクションプラン（子どもの貧困対策計画）」を策定し、総合的な

施策を展開します。  

 
 
 

①  学習支援の推進  

生活保護受給世帯の中学生を対象に、高校進学へ向けた基礎学力向上のための支援

や、教員退職者や地域の協力者の支援による空き教室等を利用した「放課後学習教

室」を実施し、学習の機会の充実を図ることにより、基礎学力の定着に向けた学習

支援を進めます。  

 

②  子どもや保護者への生活支援  

共働き世帯の子どもの孤食防止や居場所づくり、多世代交流によるコミュニケー  

ション力の向上や地域とのつながりが図られる子ども食堂等への支援を拡大する

とともに、子どもたちが安心して利用できるようフードバンク※や子ども食堂※主

催者への衛生指導や食品安全管理に関する情報提供を行います。  

 

※  子どもの貧困率…相対的貧困の状態にある 18 歳未満の子どもの割合を指す。国民を可処分所得の順に並べ、

その真ん中の人の半分以下しか所得がない状態を相対的貧困と呼ぶ。こうした世帯で育つ子どもは、医療や食事、

学習、進学などの面で極めて不利な状況に置かれ、将来も貧困から抜け出せない傾向があることが明らかになり

つつある。  
※  フードバンク…安全に食べられるのに包装の破損や過剰在庫、印字ミスなどの理由で、流通に出すことができ

ない食品を企業などから寄贈していただき、必要としている施設や団体、困窮世帯に無償で提供する活動のこと。  
※  子ども食堂…経済的な理由や保護者の就労等により家庭において保護者らとともに食事を摂ることができない

子ども等を参加のターゲットとして、地域住民らが子どもに無料や低額で食事の提供や交流を図り、参加する子

どもたちが子ども同士あるいは子どもを支える支援者らとともに過ごす取り組みのこと。  
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③  経済的支援の充実  

家庭の生活の基礎や小中学生の就学及び高校大学生の修学の経済的支援のため、  

状況に応じて、各種手当の支給や貸付等の経済的な支援を行います。  

 

【主な事業・取組】  

 

事業名  事業内容  担当課  

放課後学習教室事業  

子どもの将来が家庭の環境で左右されることな

く、世代を超えて連鎖することがないよう、教

員退職者等の支援による空き教室を活用した学

習支援を行う。  

子ども政策課  

子どもの学習支援  

事業（再掲）  

生活保護受給世帯の中学生等を対象に高等学校

等への進学等に向けた基礎学力向上のための学

習支援を実施する。  

保護管理  

援護課  

事業ごみ減量・  

リサイクル推進経費  

本市要綱で定める多量排出事業所等を対象に実

施するごみ減量・リサイクルの立入調査におい

て、フードバンク活動の紹介と、活動への協力

を行う。  

ごみ減量  

推進課  

子どもの未来応援基

金事業（再掲）  

子どもの居場所づくりや多世代交流によるコミ

ュニケーション力の向上及び地域とのつながり

が図られるよう子ども食堂への支援を行う。  

子ども政策課  

就学援助事業  

経済的な理由によって就学困難と認められる児

童生徒のため、保護者に対し学用品費・学校給

食費等の援助を行う。  学務課  

奨学金貸付事業  
高校大学等に在学する者で、経済的理由により

修学が困難な者に対し奨学金の貸付を行う。  
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【関連データ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護管理援護課調べ  

子ども政策課調べ  
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施策３  外国人等の子どもへの支援及び配慮  

 

【現状と課題】  

◆  現在、在住外国人数は年々増加しており、外国籍又は外国につながる子どもも  

増加傾向にあります。  

◆  平成３１年４月に施行された改正入管難民法※では、新たな在留資格※が設けら  

れるなど、在住外国人はますます増加することが見込まれていることから、  

手続きの多言語化や外国人児童生徒に対する教育の支援が必要です。  

 

【施策の方向性】  

◆  国際化が進展する中、外国籍又は外国につながる子どもたちが、保健、福祉、  

教育など様々な分野で必要な支援を受けられるようにする必要があります。  

特に、言語、生活習慣、文化等の違い等を踏まえた多言語での生活全般に係る  

情報提供や相談等を実施するとともに、子どもの保育や学校生活や就学・進路  

などの支援の充実を図ります。  

 

【主な事業・取組】  

 

 

 

※  改正入管難民法…平成 30 年 12 月、第１９７回国会（臨時会）において成立、同月 14 日に公布された「出入

国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」（平成３０年法律第１０２号）のこと。人材不足

が深刻な 14 業種を対象に、一定の技能と日本語能力のある外国人に日本での就労を認める内容で、単純労働での

外国人材活用に門戸を開くことになる。初年度となる 2019 年度は最大で 4 万 7550 人、 5 年間で約 34 万 5000 人

の外国人労働者の受け入れを見込んでいる。  
※  在留資格…日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留

することとなる外国人が，その事由が生じた日から引き続き６０日を超えて我が国に在留しようとする場合に必

要とされる資格のこと。  

事業名  事業内容  担当課  

子育て世代包括  

支援センター事業  
外国語に対応した親子（母子）健康手帳の交付を行う。 

子ども  

政策課  

熊本市国際交流  

会館指定管理事業  

子育てや教育など生活全般の相談に多言語で対応す

る熊本市外国人総合相談プラザ運営、外国籍の子ども

の教育支援事業等を行う。  

国際課  

国際教育関係経費  

（再掲）  

帰国・外国人児童生徒等に対する日本語の指導及び学

習指導、生活適応指導等を行い小中学校における外国

人児童生徒等の教育充実を図る。  

指導課  
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国際課調べ  

 

【関連データ】  
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―基本目標Ⅱ―  安心して子どもを産み育てられる環境づくり  

安心して子どもを出産し、子育てができるよう、出産前から出産後、乳幼児期等の切れ

目のない支援を行うとともに、一人ひとりの子どもが健やかに生まれ育つよう、子どもの

養育が困難な状況にある家庭やひとり親家庭、障がいや疾患のある子どもなど、すべての

子どもや子育て家庭に対して、必要な支援を確実に届けていく等、ライフステージに応じ

た支援を行うことが大切です。  

また、母親の就業率の向上等に伴い、今後、保育ニーズの高まりや児童育成クラブの利

用者の増加が想定されることから、保育士等の人材確保に努めるとともに、児童育成クラ

ブは、入会要件を満たす者全てを受け入れていることで、施設が狭くなっているところが

あり、改善が必要となっています。  

 そのようなことから、安心して子どもを産み育てられる環境づくりのため、妊娠・  

出産・子育てしやすい環境づくり及び子育て支援サービスの充実等に取り組みます。  

 

【重点取組】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名  事業内容  担当課  

保育士就職支援事業  
保育士等の就職支援及びコーディネーター配

置を行う。  
保育幼稚園課  

放課後児童対策  

関連事業  

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学

生を対象に、児童厚生施設等の施設を利用して

適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全育

成を図る。  

青少年教育課  
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―基本目標Ⅱ―  

●  基本方針１  妊娠・出産・子育てしやすい環境づくり  

施策１  妊娠・出産などに関する母子保健対策の適切な実施  

 

【現状と課題】  

◆  地域のつながりの希薄化、家庭環境の多様化により、子育て家庭が孤立することで

子育てに不安を抱えるなど、子どもと親を取り巻く環境は厳しいものとなってと

なっています。  

◆  産後うつ※やハイリスク者が増加傾向にあることから、産後間もない時期の育児  

の不安や負担、不調を訴える妊婦に対する医療的ケアが求められています。  

【施策の方向性】  

◆  母親と子どもの心と体の健康を守るため、妊娠・出産期から、切れ目のない支援を

行います。親子（母子）健康手帳の交付時における相談対応・情報提供や妊婦健

康診査の費用助成による受診勧奨などの支援を行います。  

◆  乳幼児期の子どもが安全で健康に過ごすことができるよう、適切な時期に健康診査

の受診勧奨を行い、障がい等の早期発見・早期支援につなげるため、必要に応じ

て、保健指導や関係機関への紹介などを行います。  

◆  産後のケアを行うことで、産後うつの重症化や新生児・乳児への虐待防止等につな

げます。  

 

 

 ①  妊娠・出産期からの切れ目のない支援  

各区に設置した子育て世代包括支援センター※において、妊娠・出産・子育てに関  

する悩み等に対して、地域の実情に応じて、子育てに関する相談支援を行います。  

 

 ②  関係機関との連携の強化  

   産科医療機関等との研修会、連絡会を通じ、情報の共有を図り、妊産婦を支え  

る地域の包括体制の構築に取り組みます。  

  

 

※  産後うつ…うつ病はとてもよく起こる病気とされており、女性の一生の中でも妊娠中や産後はとりわけうつ病

がよく起こりことから、「産後うつ」と呼ばれている。  
※  子育て世代包括支援センター…母子保健法に基づき市町村が設置するもので、保健師等の専門スタッフが妊

娠・出産・子育てに関する様々な相談に対応し、必要に応じて支援プランの策定や地域の保健医療・福祉の関係

機関との連絡調整を行うなど、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を一体的に提供する機関のことを

いう。熊本市は、平成 27 年度から、区役所の保健子ども課及び子ども・若者総合相談センターの計 6 か所を子育

て世代包括支援センターと位置づけ実施しており、母子手帳を取得時点から、切れ目のない支援を行っている。  
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③  産後ケアの充実  

   母親の身体的ケア、保健指導及び栄養指導や心理的ケアを行い、母子とその  

家族が健やかな育児ができるよう支援を行います。  

 

【主な事業・取組】  

 

 

 

事業名  事業内容  担当課  

子育て世代包括支援  

センター事業  

（再掲）  

親子（母子）健康手帳の交付時より、妊娠期か

ら子育て期にわたる切れ目のない支援を行う。  

子ども  

政策課  

妊婦・乳児健康診査  

事業  

妊娠中及び乳児期の健康診査を行うことによ

り、疾病の早期発見や健康管理等を行い、健全

な発育を図る。  

幼児健診事業  

（再掲）  

幼児の健全な発育と健康の保持・増進を目指し、

異常の早期発見を図り、生活習慣の自立や育児

に関する保健指導等を行う。  

先天性代謝異常等検

査事業  

新生児に対して検査を行うことで、障がいの原

因となる異常を早期に発見し、障がいの発現の

防止を図る。  

乳幼児経過観察健診  

乳幼児健康診査等で、心身の発育・発達の遅滞

の疑いのある乳幼児に対し、専門医の診察を行

い、適切な支援へつなぐ。  

産後ケア事業  

出産後の母親が育児への不安や負担、不調によ

る産後うつの増加に対し、医療的ケアを行い、

健やかな育児ができよう支援する。  

【各区保健子ども課】  
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【関連データ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども政策課調べ  

子ども政策課調べ  
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施策２  適切な医療体制の確保  

 

【現状と課題】  

◆ 休日夜間急患センター（熊本地域医療センター内）を設置し、小児科等で３６５日

２４時間いつでも受診できる初期救急医療体制を整備しています。また、重篤な小

児救急患者等に２４時間体制で対応する小児救命救急センター（熊本赤十字病院）

及び小児救急医療拠点病院（熊本赤十字病院、熊本地域医療センター）が整備され

ています。  

◆ 初期救急医療体制※については、従事する医師の高齢化や今後予定されている働き方

改革の影響も考慮し、持続可能な初期救急医療体制について検討が必要です。  

 

【施策の方向性】  

◆  市民に対しては、今後も、かかりつけ医を持つことの意義やその役割、救急医療の

適切な利用方法について広報啓発を行い、理解を求めながら「第７次熊本保健医療

計画、第７次熊本・上益城地域保健医療計画」との連携を図りつつ、小児医療の充

実を図ります。  

◆ 熊本市民病院においては、「市民の生命と健康を守るために、安全で良質な医療を  

提供します」という理念を掲げ、これまで担ってきた小児・周産期医療の継続とと

もに、救急医療、急性期医療、政策医療においても専門的で質の高い医療を提供す

ることで、市民の健康と福祉の向上に貢献します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  初期救急医療体制…都道府県ごとに作成される医療計画において、初期、第二次、第三次救急医療の 3 段階に

分かれた救急医療体制が整備されている。初期救急（一次救急）は、入院や手術を伴わない医療で、各都道府県

で数ヵ所ずつ設置されている休日夜間急患センターや地域の病院や医院が交替で診療する在宅当番医などによっ

て行なわれている。  
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【主な事業・取組】  

 

事業名  事業内容  担当課  

救急医療対策経費  
いつでも安心して適切な医療を受けることが

できるよう救急医療体制の確保を行う。  
医療政策課  

総合周産期母子医療  

センター管理運営  

総合周産期母子医療センターとして、超低出

生体重児、心疾患等の合併症を有する児、救

急救命管理を要する異常妊娠・分娩・合併症

妊娠の母体など、母体又は児におけるリスク

の高い妊娠を対象とした周産期医療を行う。  

熊本市民病院  

重度心身障害者（児）

医療費助成  

重度の障がい児の、医療費の一部を助成  

する。  
障がい保健  

福祉課  
障がい児（者）  

口腔ケア地域リーダー  

養成事業  

障がい児（者）への歯科診療技術向上に  

向けた歯科医師の実地実習を行う。  

二種混合・四種混合  

予防接種経費  

予防接種法に基づく定期予防接種を行う。  感染症対策課  

MR ワクチン予防接種

経費  

日本脳炎予防接種経費  

ＢＣＧ予防接種経費  

子宮頸がん予防接種  

経費  

ヒブ予防接種経費  

小児用肺炎球菌  

予防接種経費  

水痘予防接種経費  

B 型肝炎予防接種経費  
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―基本目標Ⅱ―  

●  基本方針２  子育てサービスの充実  

施策１  保育サービス及び幼児教育の充実  

 

【現状と課題】  

◆  幼児教育・保育の無償化及び母親の就業率の向上に伴い、保育を必要とする  

子どもは増加すると考えられ、保育士の人材確保等が必要となっています。  

◆  保護者の就労形態の多様化に対応するため、延長保育等の保育サービスの充実  

が必要となっています。  

 

【施策の方向性】  

◆ 幼児教育・保育の無償化及び母親の就業率の向上に伴い、今後、保育ニーズの高ま  

りが予想されることから、保留児童を含めた実質的な待機児童の解消に向け、保育  

の量の拡充とともに、それを支える保育士の確保と処遇の改善を図ります。  

◆  多様化する保育ニーズに対応するため、保育所・幼稚園などにおける保育サー  

ビスの充実に取り組みます。  

【主な事業・取組】  

 

【関連データ】  

 

 

 

 

 

 

事業名  事業内容  担当課  

保育士資格及び幼稚園

教諭免許状取得支援  

事業  

保育教諭確保のための保育士資格、幼稚園  

教諭免許状取得支援を行う。  

保育幼稚園課  保育士就職支援事業

（再掲）  

保育士等の就職支援及びコーディネーター  

配置を行う。  

家庭的保育等推進事業  子育て支援員を確保するための研修を行う。  

保育幼稚園課調べ  
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施策２  放課後児童対策の充実  

 

【現状と課題】  

◆  共働き家庭の増加などにより、放課後に保護者が不在の家庭が年々増加しています。

児童育成クラブでは、小１～小３の入会要件を満たす全ての児童を受け入れている

ことから、施設が狭くなっているところがあり、改善が必要です。  

◆  放課後子どもスポーツ教室は、放課後に使用できる曜日や時間が限られていること

から実施できない学校があり、検討が必要です。  

 

【施策の方向性】  

◆  児童育成クラブは、新・放課後子ども総合プランを視野に入れ、小学校高学年の児童

の受け入れや全ての児童育成クラブでの児童一人あたりの面積要件の達成を目指し、

余裕教室の利用拡大を基本に検討を行います。また、学校施設の活用方策や放課後の

児童のあり方について、熊本市放課後子ども総合プラン運営推進委員会で検討を行い

ます。  

◆  放課後子どもスポーツ教室は、全小学校での開催を目指して、小学３年生を対象に開

催していくとともに、学校の実情等により、対象学年を２年生にしていくことも検討

します。  

 

【主な事業・取組】  

 

事業名  事業内容  担当課  

放課後児童対策関連  

事業（再掲）  

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生を

対象に、児童厚生施設等の施設を利用して適切な

遊び及び生活の場を与えて、その健全育成を図る。 

青少年  

教育課  

放課後子どもスポーツ

教室  

地域住民が自主運営する総合型地域スポーツクラ

ブや校区体育協会の運営により、小学３年生を対

象に、小学校の体育館等を利用しスポーツ教室を

行う。  

スポーツ  

振興課  

学びたいむ  
小学生を対象に、放課後の小学校において  

学びたいむを開催する。  
指導課  
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【関連データ】  

 

 

 

 

 

青少年教育課調べ  
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―基本目標Ⅱ―  

●  基本方針３  経済的な支援の充実  

施策１  妊娠・子育てにおける経済的な負担軽減  

 

【現状と課題】  

◆ 子育てにかかる経済的負担の軽減が求められており、子ども医療費の助成について

は、中学３年生まで医療費助成制度を拡充し、今後、制度改正後の効果について  

検証を行う必要があります。  

◆ 子どもをもつことを希望しているにも関わらず、不妊に悩み、治療を受ける夫婦に

ついては、その心理的、経済的負担が大きくなっており、負担の軽減が求められて

います。  

 

【施策の方向性】  

◆ 子ども医療費助成制度については、制度改正後の利用実績等を踏まえ、検証を行い

ます。  

◆ 子育ての負担が大きい多子世帯に対し、子育てによる負担軽減を図るため、病児病

後児保育やファミリーサポート事業での助成の検討を行います。  

◆ 子どもを持つことを望んでいるにかかわらず、不妊に悩む方に対して、不妊治療費

への助成を行います。  

 

【主な事業・取組】  

事業名  事業内容  担当課  

子ども医療費助成  

中学３年生までの子どもの医療費を助成するこ

とにより、子どもの健康の保持及び健全な育成   

並びに養育者の経済的支援を図る。  
子ども  

支援課  
ファミリー・サポー

ト・センター事業  

子どもを預けたい方・預かりたい方からなる会員

組織として相互援助活動を支援し、仕事と育児を

両立できる環境の整備を図るとともに、安心して

子育てができる環境づくりを行う。  

不妊治療費助成事業  

費用の一部を助成することで、経済的負担の軽減

を図る。（体外受精に加え、Ｒ１ .１０月より人工

授精も対象）  

子ども  

政策課  
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【関連データ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小児慢性特定疾病  

医療支援  

小児慢性特定疾病医療についての治療方法の確

立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につな

がるよう、医療費の自己負担分の補助を行う。  

子ども政策課  

病児・病後児保育  

事業  

小学６年生までの病児または病気の回復期で集

団保育が困難な児童を専用の施設で一時的に預

かり、保護者の子育てと就労を支援する。  子ども支援課  

児童手当給付経費  
児童を養育している方に手当を支給することに

より家庭における生活の安定を図る。  

乳幼児世帯への  

ごみ袋交付事業  

３歳未満の乳幼児がいる家庭や障がい者（児）

のいる家庭の子育て支援の一環として、一定枚

数の指定ごみ袋の交付を行う。  

※乳幼児のほか、生活保護受給者や高齢・障が

いによる紙おむつ使用者等にも交付。   

廃棄物計画課  

子ども支援課調べ  
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施策２  ひとり親家庭に対する自立支援の促進  

 

【現状と課題】  

◆ ふたり親世帯と比較し、ひとり親世帯では所得が低く、特に母子世帯では差が顕著  

です。  

◆ 生活や子育てに対する不安やイライラ等の感情を子どもに向けてしまうなど、精神

的なゆとりも損なわれている状況がみられます。  

◆ 社会性が希薄で、地域や社会から孤立し、周囲からの支援が届かない場合もありま

す。  

 

【施策の方向性】  

◆ 経済的困難を抱える家庭に対して、教育や生活の支援、保護者の就業の支援、経済

的支援などについて、関係機関と連携して取り組みます。  

◆ ひとり親家庭が安心して子育てを行うことができるよう、それぞれの家庭が抱える

問題についての相談にきめ細かに対応するとともに、子育てと仕事の両立など、自

立に向けた支援を行います。  

 

①  経済的支援の充実  

経済的支援を必要とするひとり親家庭に対し、子育てにかかる経済的負担を軽減  

するための支援を行います。   

 

②  就労支援の充実  

就労意欲がありながら、十分な就労が行えていない場合もあることから、就労を  

支援する自立支援プログラム策定員※を増員するとともに、他の支援事業の情報  

提供等を行うことで就労につなげます。  

 

③  相談体制の充実  

  生活相談及び臨床心理士※やキャリアカウンセラー※によるカウンセリング等の  

各種相談を行い、精神的な安定及び地域や社会からの孤立の防止を図ります。  

 

※  自立支援プログラム策定員…「仕事を見つけたい！」「転職したい！」と考えている児童扶養手当受給者に対し、

一人一人の希望する職種や就労時間などの就労条件に合わせた自立支援プログラムを策定する専任の就業相談員

のこと。  
※  臨床心理士…心の悩みや問題を軽減したり解決するために、臨床的な心理学の技法を用いて心理療法を行う専

門資格を持った人のこと。  
※  キャリアカウンセラー…労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、

助言及び指導を行う専門資格を持った人のこと。  



 

・71・ 

【主な事業・取組】  

事業名  事業内容  担当課  

ひとり親家庭等  

日常生活支援事業  

母子家庭及び父子家庭の者が、通学や疾病、冠婚葬祭

等により一時的に日常生活の援助や保育サービスが必

要となる場合に、登録された家庭生活支援員を派遣し

身の回りの世話等を行う。  

子ども  

支援課  

母子家庭等自立支

援教育訓練給付金  

事業・母子家庭等  

高等職業訓練促進  

給付金等事業  

・ひとり親家庭の母又は父が安定した職に就くことを

目的として、本市が指定した資格取得のための講座等

を受講し修了した場合、受講料の一部を助成し、ひと

り親家庭の自立促進を支援する。  

・ひとり親家庭の生活の安定に資する資格の取得を促

進するため、養成訓練の受講期間のうち一定期間にお

いて助成金を支給する。  

【各区保健子ども課】  

ひとり親家庭高等

職業訓練促進資金

貸付事業  

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学

し、就職に有利な資格の所得を目指すひとり親家庭の

親に対して貸付を行うことにより、資格取得を促進し、

ひとり親家庭の自立促進を図る。  

児童扶養手当給付  

事業  

父又は母と生計をおなじくしていない児童が育成され

る家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児

童の母・父又は養育する者に対して児童扶養手当の支

給を行う。   

【各区保健子ども課】  

ひとり親家庭等  

医療費助成  

ひとり親家庭等の健康の増進及び福祉の向上を図るこ

とを目的として、受給資格者が医療機関に支払う一部

負担金の一部を助成する。  

【各区保健子ども課】  
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【関連データ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

母子父子寡婦福祉  

資金貸付事業  

母子家庭等の経済的自立と生活の安定、児童福祉の向

上を図るため各種資金の貸付を行う。  

【各区保健子ども課】  
子ども  

支援課  
母子父子寡婦福祉

資金償還促進事業  

償還専門員を配置し、母子父子寡婦福祉資金滞納金の

徴収を行い、未収金の解消を図る。  

障がい者・母子家

庭の母の雇用対策

事業  

国の特定求職者雇用開発助成金の支給決定の対象とな

った本市在住の母子家庭の母等を、公共職業安定所の

紹介により常時雇用した本市内に事業所を有する事業

主に対し、雇用奨励金を交付する。  

しごと  

づくり  

推進室  

母子・父子自立支

援員設置事業  

自立支援員を配置し、ひとり親家庭の自立に必要な情

報提供及び相談指導を行う。  

子ども  

支援課  

母子・父子自立  

支援プログラム  

策定事業  

児童扶養手当受給者で、就労意欲がありながら十分な

就労が行えていない者に対し、相談員が面接等を実施

し個人毎の自立支援計画書を作成し、関係機関等との

連携を取りながら、個別毎に継続的な就労支援を行う。 

母子家庭等就業・  

自立支援センター

事業  

ひとり親家庭及び寡婦の自立及び福祉の向上を図るた

め、各種相談や技能習得講座、教養講座、並びに児童

健全育成事業等を行う。  

養育費相談員設置

事業  

養育費に関する専門知識を有する相談員を配置し、養

育費の取り決めや受取についての方法の相談を行い、

ひとり親家庭の生活の安定を図る。  

子ども支援課調べ  
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施策３  子育てを支援する住まいづくり  
 

【現状と課題】  

◆ 子育て家庭の住まいのニーズとして「住宅の防犯性」、「広さ・間取り」、「安全性・

遮音性」等の住宅のニーズのほか、「近隣の人たちやコミュニティとの関わり」

等の住環境のニーズもあり、子育ての状況に応じた住まいの確保への支援が  

求められています。  

◆ 子育て家庭が住み替えない理由として、「物件に関する適切な情報の不足」や  

「住環境に関する情報が入りにくい」等があり、適切な情報の提供が求められ  

ています。  

【施策の方向性】  

◆ 住まいの確保に課題を抱える子育て家庭が安心して住み替え等ができるように、  

不動産関係団体、居住支援団体、住宅部局及び福祉部局等により構成される  

熊本市居住支援協議会※において、情報を共有しながら、必要な施策について  

協議します。  

【主な事業・取組】  

 

※  熊本市居住支援協議会…住宅セーフティーネット法（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の健進に関す

る法律）に基づき、住宅確保要配慮者（高齢者や障がい者、外国人、子育て世帯などの方々）が安心して住み替

えができるような位組みづくりを目指して、平成 23 年 7 月に発足した協議会。不動産関係団体、居住支援団体、

熊本市が参加し、協働で情報を共有しながら、必要な支援策を協議・実施している。  

事業名  事業内容  担当課  

市営住宅の供給  

・計画的な整備や入居管理の適正化を行い、

真に住宅に困窮する世帯へ住宅を供給する。  

・子育て世代支援の取組みとして、入居の際

の優遇措置を多子世帯（１８歳未満の児童が

３人以上）及び母子（父子）世帯に対して実

施する。  

市営住宅課  

(熊本市市営住宅  

管理センター ) 

Saflanet(セーフラ  

ネット )あんしん  

住み替え相談窓口  

民間賃貸住宅への入居を拒まれるなどの居住

に課題を抱える方の住み替えについて、電話

相談窓口の設置や相談会を実施する。  住宅政策課  

(熊本市居住  

支援協議会 ) 
住宅セーフティネット

に関わる民間住宅の  

登録促進  

セーフティネット住宅（住宅確保要配慮者の

入居を拒まない賃貸住宅）としての登録や、

居住支援協議会への協力物件としての登録を

促進する。  
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―基本目標Ⅲ―  子育てしやすい地域社会の構築  

仕事と子育ての両立の困難をはじめとした就労状況の変化に加え、家庭環境の多様化、  

経済的負担の不安等により出生数が減少しています。  

また、核家族化や地域のつながりの希薄化等に伴い、子育て家庭の孤立化が課題となっ  

ており、子育て家庭の孤立化を防ぐ重要な役割を果たしている子育てサークルや子育て団  

体等との連携の強化が必要となっています。  

さらに、子どもの安全確保は、安全安心な社会の要でありながら、共働き家庭の増加に  

伴い放課後の時間を過ごす子どもが増加する等、下校・帰宅の在り方が多様化し、保護者  

による見守りが困難な状況のなか、近年、子どもの登下校時での事件・事故が発生する等、

子どもの安全が脅かされています。  

 そのようなことから、子育てしやすい地域社会の構築のため、ワーク・ライフ・バラン  

スの推進及び地域全体で子どもを育む環境づくり等に取り組みます。  

 

【重点取組】  

 

 

事業名  事業内容  担当課  

オレンジリボン  

サポーター養成講習会  

児童虐待のない社会を目指し、子どもと子育て

をする人たちが尊重され、安心し暮らせるまち

づくりを実践する市民のための講習会を開催す

る。  

子ども  

政策課  

妊娠・出産包括  

支援事業  

妊娠・出産・子育てに関する悩み等に対して、

地域の実情に応じて、子育てに関する相談支援

を行うとともに、妊産婦を支える地域の包括体

制の構築を行う。  

結婚・子育て応援サイト

事業  

結婚から妊娠・出産・子育てなどのライフステ

ージに応じた情報を提供することにより、安心

して子どもを産み育てやすい環境づくりを推進

する。  
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―基本目標Ⅲ―  

●  基本方針１  ワーク・ライフ・バランスの推進  

施策１  仕事と子育ての両立支援  

 

【現状と課題】  

◆ 育児に参加する男性の割合は増加しており、出産を機に仕事を辞める女性の割合は

減少していますが、今後さらに、仕事と子育てが両立できる環境づくりを進めて

いく必要があります。  

 

【施策の方向性】  

◆ 男女が共同で子育てを行う意識を高める取組が必要です。家庭、職場、学校等にお

いて、子育てへの男女共同参画についての理解促進を図ります。  

◆ 企業における一般事業主行動計画に基づく労働時間の短縮や育児休業制度の充実

など、子育てに配慮した多様な働き方を推進するための取組を支援します。あわ

せて、女性が、それぞれの希望に応じて働き続け、能力を発揮できる環境づくり

を進めるため、企業における女性活躍推進や意識改革の取組を支援します。  

 

【主な事業・取組】  

 

事業名  事業内容  担当課  

子育て支援優良企業  

事業  

子育てしやすい職場環境が整備されている企  

業を認定することにより、取組み事例を広く  

周知し、社会的機運の醸成を図る。  

子ども政策課  

男女共同参画啓発事業  

家庭・職場・学校・地域等での男女共同参画

を進めるために、啓発誌などによる啓発活動

や男女共同参画に関する出前講座等、学習機

会の提供に取り組む。  
男女共同参画課  

男女共同参画啓発事業  

（男女共同参画  

センターはあもにい）  

多様な市民ニーズを反映するため市民参加・

参画を積極的に取り入れた、男女共同参画に

関する基本的な講座、ワーク・ライフ・バラ

ンスの推進に関する講座等を実施する。  
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【関連データ】  

   

 

 

 

 

 

子ども政策課調べ  
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施策２  女性の職業生活における活躍の推進  

 

【現状と課題】  

◆ 職業生活を営む女性が、結婚、妊娠、出産、育児等の理由によりやむを得ず退職す

ることが多いこと、またその他の家庭生活に関する理由が職業生活に与える影響も

あることから、子育て支援等の充実など、多様なニーズに対応し、育児や仕事を両

立するための基盤づくりが必要です。  

 

【施策の方向性】  

◆ 働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に

発揮できるよう、経済団体、労働者団体、関係団体、行政機関等が一体となり取り

組みを推進します。  

 

【主な事業・取組】  

 

事業名  事業内容  担当課  

社会参画支援事業  

（男女共同参画  

センターはあもにい）  

市民ニーズを捉えつつ男女共同参画を推進す

る視点に基づき、男女共同参画センターはあも

にいにおいて就労支援、キャリアアップ支援講

座等を実施する。  

男女共同参画課  



 

・78・ 

―基本目標Ⅲ―  

●  基本方針２  地域全体で子どもを育む環境づくり  

施策１  地域における子育て支援サービスの充実  

 

【現状と課題】  

◆ 母親の就業率の向上等により、就園年齢が低下し、地域子育て支援施設の利用者数が  

減少傾向にあります。誰もが集まり、相談できる場づくりが求められています。  

◆  在宅の子育て家庭を中心に、子育ての負担感や不安感が増大していることから、  

地域ぐるみで子育てを支援していくことが必要です。  

◆  子育て家庭が、地域の中で安心して暮らせるよう、子育て家庭を応援する人たちを

増やすことが求められています。  

◆  ファミリー・サポート・センター事業等について、担い手の高齢化等が進み、  

確保が困難となっています。  

 

【施策の方向性】  

◆ 地域における子育て家庭の交流や不安・悩みの相談の場である子育て支援センター等  

の相談窓口については、利用者のニーズに合わせた機能の見直しや周知方法の検討を 

行います。 

◆ 子育て家庭の孤立感の解消や悩みの共有のため、子育てサークルやＮＰＯ等の支援に  

取り組みます。  

◆  子育て中の親に対する周囲の温かい眼差しや手助けが大切であること等の周知・  

啓発に取り組みます。  

◆  ファミリー・サポート・センター事業等について、市民へ周知を行うことにより、

担い手の確保に努め、活動の促進を図っていきます。  

 

 

①  子育て支援センターの充実  

 これまでの周知に加え、ＳＮＳ等での周知を行います。  

 

②  子育てサークル活動支援の推進  

  育児不安の解消や母親の孤立化を防止するため、子育てサークルに保健師や保育士  

等が関わり、活動の支援を行います。  

  

③  オレンジリボンサポーターの充実  

 子育て中の親に対する周囲の温かい眼差しや手助けが大切であること等、市民の  

地域における子育て家庭への理解と支援が促進されるよう啓発を行います。
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【主な事業・取組】  

 

 

事業名  事業内容  担当課  

私立地域子育て  

支援センター  
地域における拠点施設として、公立及び私立保

育所に「地域子育て支援センター」を併設し、

子育て全般に関する支援を行う。  

子ども支援課  

総合子育て支援  

センター  

公立地域子育て  

支援センター  

街なか子育て広場  
子どもが気軽に集い交流や相談ができる場とし

て、中心市街地に「ひろば」を設置する。  

病児・病後児保育事業

（再掲）  

小学６年生までの病児または病気の回復期で集

団保育が困難な児童を専用の施設で一時的に預

かり、保護者の子育てと就労を支援する。  

児童館管理運営経費  

児童館の適切な管理運営を行い、自由な遊びの

中での集団的・個人的指導を通じ、幼児や児童

の創造性や社会性の育成を図る。  

熊本市児童館  

管理運営経費  

西原児童館  

管理運営経費  

民間児童館  

活動事業助成  

城南児童館（熊本市・

城南町新市基本計画に

基づく城南児童館運営

事業）  

児童館の適切な管理運営を行い、自由な遊びの

中での集団的・個人的指導を通じ、幼児や児童

の創造性や社会性の育成を図る。  

 

子ども文化会館  

子ども文化会館は、子どもたちが遊びや学びな

どの様々な活動に主体的に参加し、自主性や創

造性、豊かな感性、思いやりの心などを養う活

動体験支援事業や子育て支援事業を実施する。  
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植木健康福祉セン

ター管理運営経費  

つどいの広場を実施し、子育て世代の交流の場を提供

することで、地域における子育て家庭の支援を行う。  健康福祉  

政策課  夢もやい館管理  

運営経費  

つどいの広場を実施し、子育て世代の交流の場を提供

することで、地域における子育て家庭の支援を行う。  

子どもの未来応援

基金事業（再掲）  

 

子どもたちが、健やかに成長できる環境をつくるため、

地域の子育て支援活動等に対し助成を行う。  

子ども  

政策課  

公民館主催講座  

開催経費  
家庭教育学級や子育てサロンを開催する。  生涯学習課  

オレンジリボンサ

ポーター養成  

講習会（再掲）  

児童虐待のない社会を目指し、子どもと子育てをする

人たちが尊重され、安心し暮らせるまちづくりを実践

する市民のための講習会を開催する。  

子ども  

政策課  

公立保育所  

一時預かり事業  
公立保育所における一時預かりを行う。  

保育  

幼稚園課  

私立保育所等  

一時預かり事業  

助成  

私立保育所等における一時的な預かりを行う。  

幼稚園型  

一時預かり事業  

認定こども園等園児（１号認定）を対象とした一時預

かりを行う。  

利用者支援事業  
保育施設への入所斡旋等を行う利用者支援員配置を行

う。  
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子ども支援課調べ  

子ども政策課調べ  
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施策２  地域団体との連携強化  

 

【現状と課題】  

◆  共働き家庭の増加等に伴い、地域の活動に参加する保護者等が減少しており、  

地域の子育て力の低下やコミュニティの維持が懸念されています。  

◆  子育て家庭の負担感や不安感等の課題が各校区で異なるため、校区ごとに課題

を把握する必要があります。  

【施策の方向性】  

◆ 子どもや子育て家庭を取り巻く環境づくりという視点から、地域における子育て支援 

ネットワークの構築が重要となっています。地域コミュニティの更なる活用を図るた 

め、各校区の子育て支援ネットワーク活動等を支援し、連携強化を図ります。 

◆  子育て支援ネットワークの会議等を通して、校区ごとの課題を把握し、校区に  

応じた取り組みを行います。  

 

 

①  子育て支援団体への助成  

子どもの未来応援基金や各区の地域コミュニティづくり支援補助金を通じ、地域の子

育て支援活動等に対し助成を行うことで、子どもたちが健やかに成長できる環境づくり

を推進します。 

 

②  子育て支援ネットワークの推進  

  子育て支援ネットワーク研修会やネットワーク会議を通じて情報や課題を共有  

し、団体の子育て支援活動の活性化を図ります。  

 

③  結婚・子育て応援サイトの充実  

 子育てサークル等の掲載内容を充実し、各団体間の連携の推進を行います。  
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【主な事業・取組】  

 

【関連データ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名  事業内容  担当課  

子どもの未来応援  

基金事業（再掲）  

子どもの居場所づくりや多世代交流によるコミ

ュニケーション力の向上及び地域とのつながり

が図られるよう子ども食堂への支援を行う。  

子ども政策課  

各区地域コミュニテ

ィづくり支援補助金  

各区まちづくりビジョンに基づく区の特性を活

かした魅力あるまちづくりを推進するため、校

区自治協議会等が、主体的かつ継続的に行う

様々な分野の地域の身近な課題の解決や、地域

自らが創出する自主・自立のコミュニティ事業

及びその構築に向けた取り組みに対し、補助金

を交付する。  

各区役所  

妊娠・出産包括支援  

事業（再掲）  

妊娠・出産・子育てに関する悩み等に対して、

地域の実情に応じて、子育てに関する相談支援

を行うとともに、妊産婦を支える地域の包括体

制の構築を行う。  
子ども政策課  

結婚・子育て応援  

サイト事業（再掲）  

結婚から妊娠・出産・子育てなどのライフステ

ージに応じた情報を提供することにより、安心

して子どもを産み育てやすい環境づくりを推進

する。  

子ども政策課調べ  
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―基本目標Ⅲ―  

●  基本方針３  安全・安心の環境づくり  

施策１  子どもの安全対策  

 

【現状と課題】  

◆  共働き家庭の増加に伴い、保護者による見守りが困難となっていることから、  

学校から自宅までの「見守りの空白地帯」が生じています。  

 

【施策の方向性】  

◆  警察、教育委員会、学校、道路管理者等による通学路合同点検を計画的に実施し、  

各管理者がその状況に応じた交通安全対策を取るとともに、「子どもひなんの家※」 

についても、個人宅に限らず地域の商店・企業等にも協力依頼を行い、見守り  

体制の充実を図っていきます。   

◆  高校、中学校に通う生徒、小学校、幼稚園、保育所等に通う児童・幼児の通行  

の安全を確保するため、通学路等の歩道整備を行います。  

  

【主な事業・取組】  

 

※  子どもひなんの家…子どもが不審者から声をかけられたり、追いかけられたりした場合に、助けを求めて避難

できるよう、あらかじめ協力を依頼してある民家や商店・事業所等のこと。プレートやステッカー等でその旨が

表示され、避難してきた子どもを保護し、警察への連絡等の措置を講じる役割を担っている。  

事業名  事業内容  担当課  

交通安全教育経費  

市内の保育園・幼稚園・小学校における交通安

全教室や中・高生向けの自転車交通安全教室を

行う。  生活安全課  

交通指導員経費  
年間を通して、交通指導員による街頭指導を行

う。  

青少年センター活動  

地域や関係機関・団体と連携協力のもと、青少

年の健全育成と非行防止を目的として、街頭指

導や広報啓発活動などを行う。  

青少年教育課  

学校安全推進経費  子どもひなんの家のプレート作成等を行う。  健康教育課  

交通安全施設整備経費  

通学路や未就学児の移動経路などを含む通行

者の安全を確保するため、関係機関と連携し、

必要な安全対策等を講じる。  

道路整備課  
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出典：厚生労働省  文部科学省  国土交通省  警察庁「関係閣僚会議資料」 

 

健康教育課調べ  

【関連データ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】  
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施策２  子どもの視点での活動の場づくり  

 

【現状と課題】  

◆  地域の身近な公園は、子どもたちが学校以外の場所で、遊びを通して身体的、精神

的、社会的な成長を促し、地域社会との関わりや地域への愛着を育む場所です。  

◆  子どもや子育て家庭が集い、安全に安心して活動することができる場の確保が必要

となっています。  

 

【施策の方向性】  

◆  老朽化等により更新時期を迎えた施設・遊具の改修・更新を行い、安全・安心に利

用できる公園づくりを進めるとともに、公園の使い方について、地域の意見を聞き

ながら禁止事項等を緩和するなど柔軟に対応することで、子どもたちや地域にとっ

て、公園がさらに身近で使いやすく、子どもたちにとってなくてはならない場所に

なるよう取り組んでいきます。  

 

【主な事業・取組】  

 

事業名  事業内容  担当課  

安全・安心対策事業  

老朽化等により更新時期を迎えた施設・遊具の改

修・更新を行い、安全で安心に利用できる公園づ

くりを進める。  

公園課  

公園施設長寿命化  

計画  

公園内の施設・遊具の老朽度を調査し、予算の平

準化した計画的な更新の計画を作成する。  

子育て支援コーナー  
就学前の幼児が遊べるスベリ台等の遊具、砂場及

びベンチ等を設置し、専用スペースを確保する。 

公園の魅力向上  

制約が多いと思われている公園の禁止事項等を

見直すことで、子どもたちや地域にとって、公園

がさらに身近で使いやすい空間としていく。  
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資料編  

「熊本市子ども輝き未来プラン 2020（素案）」に関する  

パブリックコメント（意見公募）の実施について  

1 目的 

  「熊本市子ども輝き未来プラン 2020（素案）」について、広く市民の意見を聴取し、計

画策定に反映させるため、「熊本市パブリックコメント（意見公募）制度実施要綱」に

基づき実施した。  

2 意見募集期間      

令和 2 年 1 月 27 日～令和 2 年 2 月 14 日  

 3 意見募集の方法 

   熊本市ホームページに掲載、子ども政策課窓口、地域子育て支援センター、情報公開窓

口、区役所（中央区役所を除く。）、まちづくりセンター（中央区まちづくりセンターを除

く。）、中央公民館、中央区まちづくりセンター大江交流室、中央区まちづくりセンター五

福交流室、河内まちづくりセンター河内交流室、河内まちづくりセンター芳野分室、城南

まちづくりセンター城南交流室、総合保健福祉センター及び各地域コミュニティセンター

での資料縦覧  

 4 意見募集結果の公表期間 

   令和 2 年 3 月 12 日～ 4 月 13 日  

5 ご意見の提出状況    

ご意見を提出された方の人数   5 名  

ご意見の件数（まとまりごと）  9 件  

6 提出されたご意見と、それに対する本市の考え方（別紙記載のとおり） 

（内訳）  

【対応１（補足修正）】 

 ご意見を踏まえて素案を補足修正または追加記載したもの      0 件 

【対応２（既記載）】  

  既にご意見の趣旨、考え方を盛り込んでいる、あるいは同  

種の記載をしているもの                     4 件 

 【対応３（説明・理解）】  

市としての考えを説明し、ご理解いただくもの           4 件 

 【対応４（事業参考）】  

素案には盛り込めないが、事業実施段階で考慮すべき事  

として今後の参考とするもの                   1 件 

【対応５（その他）】  

素案に対する意見ではないが、意見として伺ったもの        0 件 
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（別紙） 

提出されたご意見とそれに対する本市の考え方  

 項目 ご意見等の内容  本市の考え方 対応内訳 

保育園や幼

稚園につい

て  

保育園や幼稚園の仕組みや申

込の仕方など、子どもを産む

まで分からなかった。妊娠中

などに説明会や勉強会などが

あればすごく助かる。  

妊娠中の方を対象とした説明会や

勉強会は実施しておりませんが、

区役所に妊娠の届出を提出する際

に、子育てに関する情報を提供し

ております。また、子育て家庭の

個別ニーズに応じた相談に対応す

る「利用者支援員」を各区保健子

ども課に配置しております。今後

もＨＰや各区役所でこのような取

組の情報発信に努めてまいります

（P80）。  

【 対 応 ２ 】

（既記載）  

男性の育休

について  

男性の育休が取りにくい状況

がある。まず、男性が育休を

取り、育児が大変であること

を男性が知ることが、女性の

産後うつ、虐待の防止、子ど

も の 健 や か な 成 長 に つ な が

る。  

子育てしやすい職場環境が整備さ

れている企業を認定する「子育て

支援優良企業事業」等に取組むこ

とで、企業等において、子育てへ

の男女共同参画についての理解促

進を図ってまいります（ P75）。  

【 対 応 ２ 】

（既記載）  

子どもの預

かりについ

て  

働くにしても子どもがいると

ハローワークや面接に行けな

い。子どもを預けられる所が

あると助かる。  

一時的に保育所等を利用すること

ができる「一時預かり事業」や、

預けたい人と預かりたい人をつな

ぐ「ファミリー・サポート・セン

ター事業」などを実施しておりま

す（ P68、P80）。  

【 対 応 ２ 】

（既記載）  

道徳教育総

合支援事業

について  

校内で教員主導で道徳教育を

行うことに限界を感じると聞

いたことがある。外部の方、

地域の方と連携して、授業の

中でゲストティーチャーとし

ての積極的活用をより推し進

めていただきたい。  

社会貢献や文化・芸能・スポーツ

などで著名な郷土出身者を学校へ

招聘し、授業に参加するなど児童

生徒とのふれあいを通して、児童

生徒の夢を育み、よりよく生きよ

うとする意欲を高めることを目的

として、「スペシャルゲスト来て来

て先輩」を行っています。本年度

は 17 校で実施しております。  

【 対 応 ３ 】

（説明・理

解）  
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児童家庭支

援センター

について  

児童家庭支援センターを新し

く立ち上げるよりも、児童相

談所の人員を増加し、充実さ

せた方が良い。分けることに

よって、連絡を密にする必要

があり、 2 つの組織に隔たり

ができてしまうような気がす

る。  

児童虐待の早期発見・早期対応を

行うためには、より住民に身近な

機関である児童家庭支援センター

を設置し、児童相談所とともに支

援を行うことが効果的であると考

えております。また、引き続き、

児童相談所の人員増加の検討も行

ってまいります。  

【 対 応 ３ 】

（説明・理

解）  

要保護児童

対策におけ

る関係機関

との連携・

連絡調整に

ついて  

生活保護や市営住宅の担当課

などの担当課が日々の業務で

入手している児童虐待の情報

が逐一伝わっているのか。伝

わっていないように思われる

ので、連携の強化や虐待発見

意識を高める研修の実施など

も 業 務 内 容 に 入 れ て は ど う

か。  

各区に設置している「要保護児童

対策地域協議会」において、庁内

外の関係機関と連携等を行ってお

ります。また、支援者の専門性の

向上、市民への児童虐待防止等に

関する啓発のための研修会等を実

施しております。  

【 対 応 ３ 】

（説明・理

解）  

熊本市外からの転入、市外へ

の 転 出 時 の 引 継 ぎ な ど を 含

め、他の自治体との連携がう

まく行っていないと思う。  

各区役所及び児童相談所では、転

入及び転出に係る対応マニュアル

を整備し、確実な引継ぎに努めて

います。  

【 対 応 ３ 】

（説明・理

解）  

いじめ・不

登校対策経

費について  

不登校等児童生徒に対する大

学生「ユア・フレンド」のこ

とを初めて知った。うまく心

の結びつきが出来ればいいと

感じた。前向きに取り組んで

いただきたい。  

引き続き、取り組んでまいります

（P52）。  

【 対 応 ２ 】

（既記載）  

子育てにお

ける経済的

な負担軽減

について  

おむつ代や粉ミルクなどが買

える商品券を出産祝いで交付

するなどの支援があると第二

子、第三子を産んで頑張ろう

かと思える。  

ご意見につきましては、子育てに

おける経済的な負担軽減の支援策

の一つとして、参考にさせていた

だきます。  

【 対 応 ４ 】

（ 事 業 参

考）  
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熊本市社会福祉審議会児童福祉専門分科会委員名簿  

 分野  団体・役職名  委員氏名  

1 幼児教育  
熊本市私立幼稚園・  

認定こども園協会会長  

ｲﾄｳ  ﾀﾞｲｽｹ 

伊藤  大介  

2 学識経験者  熊本学園大学教授  
ｲﾄｳ  ﾖｼﾀｶ 

伊藤  良高  

3 社会的養護  熊本県養護協議会会長  
ｳｴﾑﾗ ｺｳｴﾝ 

上村  宏渕  

4 
保護者  

（学校教育）  
熊本市ＰＴＡ協議会常任理事  

ｶｴﾂ  ﾅﾂｺ 

嘉悦  奈津子  

5 労働者代表  連合熊本地域協議会副議長  
ｷﾑﾗ  ﾐﾂﾉﾌﾞ 

木村  光伸  

6 医療  熊本市医師会参与  
ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾀｶ 

後藤  善隆  

7 保育  熊本市保育園連盟  
ｼｹﾞｵｶ ｹｲｲﾁ 

重岡  啓一  

8 

事業主代表  

（熊本県経営者協会推

薦）  

株式会社熊本放送テレビ局  

テレビ編成部  部次長  

ﾀｼﾞﾘ ﾄﾓｺ 

田尻  トモ子  

9 主任児童委員  
熊本市民生委員児童委員協議会理事  

主任児童委員部会会長  

ﾂｼﾞ  ﾋｻﾌﾐ 

津地  尚文  

10 青少年健全育成  
熊本市青少年健全育成連絡協議会  

会長  

ﾖｼﾑﾗ ｹｲｼﾛｳ 

吉村  圭四郎  

   （敬称略 50 音 R2.3 月）  



 

・91・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本市子ども輝き未来プラン 2020 

発  行    熊本市  

編  集    熊本市  健康福祉局  子ども未来部  子ども政策課  

      〒８６０－８６０１  熊本市中央区手取本町１－１  

ＴＥＬ   ０９６－３２８－２１５６  

ＦＡＸ   ０９６－３５１―２１８３  

Ｅ―mail  kodomoseisaku@city.kumamoto.lg.jp 

発行日   令和２年（２０２０年）３月  

mailto:kodomoseisaku@city.kumamoto.lg.jp

