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●目標指標

達成

状況

４３１ ４３２ ４３３ ４３４ ４３５

４３１

４３３

４３１

●市政に対する市民の評価

3,165 2,200 2,400

80.0

12 13 13 15 20

71.1
(22年)

４３２

４３３

４３４

４３５

まちの状態

市民の暮らし

名称 単位
実績値

25年 26年 27年

子どもが健やかに育つ環境づくり

保育・幼児教育の充実

幼稚園・保育園の整備・充実

子どもの居場所づくり

財務

生涯
めざす姿（生活像）が下記のどの目標
指標と関連しているか表示しています

めざす姿　（生活像）

各地域に子育て支援団体があり、地域全体が連携して子育て家庭を支援しています。

子育てをしながら安心して社会参加ができる環境が整っています。

施策の内容（小施策）

施策責任者

とりまとめ課

基本施策 ４３
次世代育成部長

４３１ 子育て支援課地域における子育て支援

次世代育成・子育て支援

関係課

子ど

〔6〕

●

〔3〕

〔4〕

〔5〕

子育て支援団体数

関連する施策の内容（小施策）

関連する施策の内容（小施策）

関連する施策の内容（小施策）

幼稚園や保育園で子どもが多様な経験をし友達とふれあ
い楽しく学んでいると思う保護者の割合

活動

〔2〕

○ － 78.1 78.0 80.0

活動

成果

◎

〔1〕 関連する施策の内容（小施策）

子どもを生み・育てやすいと思う市民の割合

ファミリーサポートセンター登録会員数

関連する施策の内容（小施策）

78.2
(24年)

％

人

％

団体

関連する施策の内容（小施策）

2,766 2,959

地域住民と子どもたちがのびのびと交流しています。

子どもたちが多様な経験や価値観を学んでいます。

目標指標達成状況

－ 73.1 76.0● 成果

目標値

27年 32年

【注】 ◎…最終目標達成、○…中間目標達成、●…未達成だが上昇傾向、△…未達成で下降傾向

Ａ Ｂ

ＤＣ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

2627

28

29

30

31

32

33

3.10

3.30

3.50

3.70

3.90

4.10

4.30

2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20

重要度平均

3.73

満足度平均

3.17

重
要
度

満足度

２２

施 策 評 価 シ ー ト の 見 方 ① （ 基 本 施 策 評 価 ）

基本施策 第７次総合計画に位置づく30の取り組むべき施策 

施策の内容（小施策） それぞれの基本施策に位置づく施策の内容 

担当課、関係課 小施策のとりまとめ課、関係課 

満足度・重要度 
評価項目 

隔年で実施している市民意識調査の満足度・重要
度に関する評価項目のうち、当該基本施策に関す
る項目の評価結果を掲載 

散布図 当該基本施策の評価結果が全基本施策と比較して
どこに位置づくか示したもの 

散布図の見方例 十字のラインの左下に位置するものは、「重要度が
平均より低く、満足度も平均より低い項目」 

達成状況 目標指標がどれだけ
達成されているかを
わかりやすく表現し
たもの 

活動 活動指標であること
を示したもの 
成果を求めるために、
実施した活動量を数
値測定する指標（な
にをやったのか） 

成果 成果指標であること
を示したもの 
施策本来の目的に
対して、施策実施に
よって対象である人
や地域がどのように
変化したかを測定す
る指標（どうなったの
か） 

関連する
施策の内
容（小施
策） 

それぞれの目標指
標がどの施策の内
容(小施策）と関連し
ているかを示したも
の 
3桁の小施策コード
は上記「施策の内容
(小施策）」を参照。 

施策責任者,,,とりまとめ課 当該施策の責任者、とりまとめ課の名称 

目標指標 
達成状況 

それぞれの「めざす
姿」がどの目標指標
と関連しているか、ま
た、その目標指標が
どれだけ達成されて
いるかをわかりやす
くまとめたもの 
（例） 
目標指標「子どもを
生み・育てやすいと
思う市民の割合」は、
すべての「めざす姿」
と関連していることを
示しています 

めざす姿
（生活像） 

当該施策に取り組む
事によって、10年後
にどんな姿(生活像）
をめざすのか、「まち
の状態」と「市民の暮
らし」の観点から表現
したもの 

目標指標 「めざす姿」にどれだ
け近づいているかを
客観的に把握するた
めに指標を設定し、
めざす数値目標を提
示 



―

●目標指標

現状

分析

〔1〕 ○ 成果 人

〔2〕 ― 成果 件

〔3〕 ◎ 成果 人

〔4〕 ◎ 活動 件

〔5〕 ○ 成果 団体

〔6〕 ○ 成果 人

【注】　◎…上昇傾向、○…横ばい、△…下降傾向

●他市町村との比較検証

決算／基本施策内での割合

774

13

―

40,627人 30,876人 ―

107% 68% 37% 56% 57% 66% ―

刈谷市 碧南市 安城市 西尾市 知立市 高浜市

159,725人 48,455人 69,219人 95,296人

名称 単位
実績値 目標値

25年 26年 27年 32年

各地域子育て支援拠点来所者数 146,388 158,900 159,725 165,000

74,625

―

子育て支援課担当課

関係課

27年度 28年度

子ども課

予算／基本施策内での割合 69,707

地域における子育て支援431

事業費　（千円）／（％） 26年度

施策の内容（小施策）

1.1%

66,032 0.9% 82,423 1.2%

0.9% 86,538 1.2%

―

ファミリー・サポート・センター会員数 2,766 2,959 3,165 3,300

ファミリー・サポート・センター活動件数 6,098 6,583 7,326 7,800

子育てコンシェルジュ相談対応件数 ― ―

20

ほのぼのルーム利用者数 6,044 6,425 5,683 6,600

比較項目 各地域子育て支援拠点来所者数（上段）人口に対する割合（下段） 単位 人・％

子育て支援ネットワーク会議参加団体数 12 13

比較項目 子育てコンシェルジュ配置施設数（上段）子育てコンシェルジュ配置人数（下段） 単位 施設・人

刈谷市 碧南市 安城市 西尾市 知立市 高浜市 ―

備　考

39施設 ― 1施設 ― ― 1施設 ―

51人 ― 1人 ― ― 2人 ―

備　考 兼任子育てコンシェルジュとして多くの施設に配置されていることが本市の特徴となっている。

比較項目 ファミリー・サポート・センター会員数（上段）平成２７年度活動件数（下段） 単位 人・件

刈谷市 碧南市 安城市 西尾市 知立市 高浜市 ―

備　考

成　果

※１　各幼稚園で、月に２回、遊具などを使って親子で一緒に遊びます。未就園児を含めた子どもとその保護者が参加でき、子育ての輪を広げる機会となっています。

※２　地域のボランティアが主体となり活動している子育て支援団体の活動を支援し、地域に密着した子育て支援の場の育成を図っています。

現状分析と課題

3,165人 201人 730人 929人 673人 ― ―

7,326件 1,353件 2,772件 1,516件 2,096件 ― ―

小施策項目の推進

気軽に親子が集い、遊び、相談できる場
の提供

幼稚園と保育園における子育て相談や講
座の開催

地域から信頼される開かれた園づくり

地域の子育て支援団体や子育てサーク
ルの活動支援とネットワークの構築

ファミリー・サポート・センターも利
用者の視点に立ち、多様なニーズに柔
軟に対応できる体制の整備

現状分析

◆ファミリー・サポート・センターを通して地域住民相互の子
育て支援活動が活発化している。

課題の整理

○支援を必要とする人に必要な支援が届け
られるよう、引続き相談体制の充実に取組
む必要がある。

◆各中学校区に子育て支援拠点が整備され、活用が進んでいる。

実績

子育て支援拠点来所者数

（H25年 146,573人→

H27年 159,725人）

子育てコンシェルジュ相談対応件数

（H27年 774件）

ほのぼのルーム利用者数

（H25年 6,044人→ H27年 5,683人）

補助制度の利用者数

（H２5年 8人→ H27年 12人）

ファミリー・サポート・センター活動件数

（H25年 6,098件

→H27年 7,326件）

子育て支援ネットワーク会議参加団体数

（H25年 12 団体

→H27年 13団体）

子育て支援センター登録サークル数

（H25年 51団体

→H27年 46団体）

事務事業の実施

各地域の子育て支援センター運営事業

子育て広場運営委託事業

子育てコンシェルジュ事業

ほのぼのルーム設置事業（※１）

ファミリーサポートセンター運営事業

ファミリーサポートセンター

利用者補助事業

地域組織活動育成事業（※２）

各地域の子育て支援センター運営事業

◆子育て世帯に身近な施設で相談を受けられる体制が始まった
ばかりである。

施策の
内容 
（小施策） 

それぞれの基本施
策に位置づく施策の
内容 

担当課
関係課 

当該小施策のとりま
とめ課及び関係課
の名称 

事業費 当該小施策を推進
するために投入した
事業費で予算額、決
算額（28年度は当初
予算額のみ）、基本
施策内での割合を
掲載 

目標 
指標 

施策の内容（小施
策）がどれだけ推進
されているかを客観
的に把握するため
の指標。総合計画
書には位置づけら
れていないが、小施
策の推進状況を評
価する上で必要な
指標を追加したもの
を掲載 

比較 
項目 

主に目標指標の達
成状況の客観性を
補完するデータ、小
施策の成果や現状
分析で参考とした
データを掲載 

備考 データの出典や注意
事項などを掲載 

現状分析
と課題 

成果に対して、目標指標や他市町村との比較検証などの客観的
なデータを活用して現状分析を行い、その結果、抽出される課題を
記載 

成果 平成27年度までの
小施策の推進成果。
小施策を構成する
事務事業の成果や
目標指標の実績値
などから総合的な小
施策推進の成果を
記載 

施 策 評 価 シ ー ト の 見 方 ② （ 小 施 策 評 価 ）



施 策 評 価 シ ー ト の 見 方 ③ （ 基 本 施 策 評 価 ）

現状分析と課題 各小施策の成果・課題に対して、目標指標の達成状況などの客観的なデータを活用して、本施策
全体としての現状分析を行い、その結果、抽出される課題を記載 

今後の方向性 成果や課題の結果、今後特に重点的に取り組むべきことや縮小すべきことなどを記載し、目標値
の達成や施策の満足度向上へとつなげていく方向性を記載 

現状分析と課題

今後の方向性

課題の整理現状分析

◆小施策１◆地域の子育て支援拠点の利用は順調に伸びて
おり、支援拠点等を窓口として子育て世帯の相談を受ける
体制がスタートしたところである。

◆小施策３◆幼稚園・保育園における保育の質を高め、より良
い子どもの成長に寄与するために、幼稚園教諭・保育士の資質
の向上や園・家庭・地域の連携が求められている。

◆小施策２◆家庭児童相談への対応、子どもの発達への不
安、病児・病後児保育等、子どもの健やかな成長に寄与す
るサービスへの需要が高まっている。

◆小施策４◆園舎や設備を必要に応じて整備改修していくこと
で安心安全な保育環境を整えている一方で、増え続ける保育
ニーズに対しては、なお一層の定員拡大が求められている。

○支援を必要とする人に必要な支援が
届けられる相談体制の充実

○子育て支援サービスの需要の高まり
に対応した体制整備

○保育の質の向上のための効果的かつ
効率的な取組み

○園のコーディネートによる家庭・地
域との連携の促進

○幼稚園・保育園の計画的な整備改修

○保育園の整備による待機児童の解消

○放課後の子どもの居場所の確保の促
進及び内容の充実

◆小施策５◆放課後児童クラブは充実してきているが、更な
るニーズの高まりが見られるとともに、放課後の子どもの過
ごし方について、健やかな成長に寄与する取組みの充実が求
められている。

地域における

子育て支援

子どもの

健全育成

保育・幼児

教育の充実

子どもの居場

所づくり

施設整備

の充実

◆子育てコンシェルジュの体制の充実及び資質の向上

◆虐待や障害等、子どもへの支援体制の充実

◆子どもの健全な成長を園・家庭・地域が一体となって

支援するための取組みの充実

◆安心安全な保育環境維持のための計画的な整備改修

◆待機児童の解消、多様な保育サービスの提供・拡充

◆放課後児童クラブの拡充及び放課後子ども教室との連携の促進



無 縮小 維持 拡充

担当課 Ⅴ Ⅱ Ⅰ

子育 Ⅵ Ⅲ

子育 Ⅶ Ⅳ

子ど Ⅷ

子ど Ⅸ

子育 Ⅹ

●構成する主な事務事業

必
要
性

効
率
性

妥
当
性

貢
献
度

予算

決算

予算

決算

予算

決算

予算

決算

備
考

必
要
性

効
率
性

妥
当
性

貢
献
度

予算

決算

予算

決算

予算

決算

予算

決算

備
考

施策の内容(小施策)

次世代育成・子育て支援

関係課

子ど

財務

生涯４３５

４３２

基本施策 43

４３１

４３３

４３４

地域における子育て支援

子どもが健やかに育つ環境づくり

保育・幼児教育の充実

幼稚園・保育園の整備・充実

子どもの居場所づくり

高
い

高
い

普
通

拡充 Ⅰ 子育て支援課4
1,938 2,009 2,009

普
通

594 676 ―

育児ママ訪問サポート事業 P46

普
通

普
通

高
い

拡充 Ⅰ 子育て支援課3
5,681 5,835 6,124

高
い

5,221 5,227 ―

病児・病後児保育事業 P44

普
通

普
通

高
い

拡充 Ⅰ 子育て支援課2
11,712 11,925 12,066

高
い

10,189 8,376 ―

早期療育事業 P42

Ⅲ 子育て支援課1
5,036 5,069 5,233

高
い

4,845 4,871 ―

家庭児童相談事業 P40

子どもが健やかに育つ環境づくり

事業
No

事業費（単位：千円） 事務事業評価（27年度決算）

普
通

高
い

高
い

現状維持

事務事業名

（

頁
数
）

子育て支援課
5,777 6,623 ―

高
い

拡充 Ⅱ

予算対応
の考え方

担当課
2６年度 2７年度 2８年度

今後の
方向性

普
通

高
い

高
い

現状維持 Ⅲ 子ども課

４３２

4
1,269 1,269 1,280

高
い

高
い

普
通

高
い

1,228 1,247 ―

3
8,340 7,625 7,778

中央子育て支援センター運営事業

ほのぼのルーム設置事業

P36

P38

子育て支援課
― 4,701 ―

10,091 10,784 10,867
高
い

高
い

高
い

高
い

高
い

拡充 Ⅰ

9,941 10,560 ―

高
い

子育て支援課

1
― 5,753 5,240

普
通

高
い

拡充 Ⅱ2

子育てコンシェルジュ事業

ファミリーサポートセンター運営
事業

P32

P34

４３１ 地域における子育て支援

事業
No

事業費（単位：千円） 事務事業評価（27年度決算）

予算対応
の考え方

担当課
2６年度 2７年度 2８年度

今後の
方向性

（

頁
数
）

事務事業名

凡例
予算対応の考え方

今
後
の
方
向
性

拡充

現状維持

改善・効率化

縮小

終期設定

休止・廃止

事業Ｎｏ． 当該小施策を推進するための代表的な事務事業を掲載 

事務事業名 事務事業の名称 

事業費 当該事務事業を推進するために投入した事業の予算額、決算額（28年度は当初予算額
のみ）を掲載 

事務事業評価 
（27年度決算） 

別添の事務事業評価シートに基づき、必要性、効率性、妥当性、貢献度、今後の方向
性を掲載 

予算対応の考え方 事務事業評価の方向性と予算対応の考え方を右上の表《凡例》に従って分類したもの 

担当課 当該事務事業の執行を担当している課 

施 策 評 価 シ ー ト の 見 方 ④ （ 事 務 事 業 評 価 ）
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