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１ 基本的な考え方

いわての子どもを健やかに育む条例（平成27年岩手県条
例第30号。以下「条例」という。）第11条に基づき、子ども・子

育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

めの「子ども・子育て支援に関する基本的な計画」として策定

するもの。

本計画の策定に当たっては、条例第３条の基本理念を基本

的な考え方としているもの。

。
２ 計画期間

令和７年度から令和11年度までの５年間

３ 計画の性格位置づけ（策定根拠）

(1) いわての子ども健やかに育む条例 に基づく「実施計画」

(2) こども基本法 に基づく「都道府県こども計画」

(3) 次世代育成支援対策推進法 に基づく「都道府県行動計画」

(4) 子ども若者育成支援推進法 に基づく「都道府県子ども若者計画」

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

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法 に基づく「ひとり親家庭等自立促進計画」

いわての子どもを健やかに育む条例の基本理念

子ども・子育て支援は、

① 子どもの権利を尊重し、その最善の利益を考慮し
て行われなければならない。

② 結婚や出産は個人の決定に基づくものであるこ
とを基本としつつ、結婚、妊娠、出産及び子育ての
各段階に応じて、切れ目なく行われなければなら
ない。

③ 県、市町村、保護者、子ども・子育て支援機関等、
事業主及び県民が適切な役割分担の下に、相互
に連携し、及び協力することにより行われなければ
ならない。

※ 計画の策定に当たって、県内のこども・若者、関係者等からの意見聴取を行ったもの。



用語の整理

本計画における「こども」は、国の「こども基本法」や「こども大綱」な
どを勘案し、「心身の発達の過程にある者」とする。

「こども」の定義について

特別な場合（※）を除き、原則として、平仮名表記の「こども」を用いる。

※ 法令に根拠がある語を用いる場合や固有名詞を用いる場合、いわてで育む条例第２条の
用語の定義による「子ども」を対象とした取組等を示す場合、他の語との関係で「こど
も」表記以外の語を用いる場合など）

「こども」の表記について

若 者：思春期からポスト青年期の者を含む40歳未満までの者

青年期：おおむね18歳からおおむね30歳未満まで

ポスト青年期の者：青年期を過ぎ、大学等において社会の各分野を支え、発展させていく資質・能力を養う
努力を続けている者や円滑な社会生活を営む上で困難を有する、40歳未満の者

※ 「こども」と「若者」は重なり合う部分があるが、青年期全体を含むことを明確にするため、特に「若者」と記載する
場合がある。

（参考）本計画におけるこども以外の表記
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計画の全体構成（案）
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第１章 計画に関する基本的な考え方

１ 計画の位置付け・性格

２ 計画期間

３ 計画の構成

第２章 本県のこども・若者や子育て当事者を取り巻く現状

１ こどもの権利の状況

２ 結婚を取り巻く状況

３ 出産環境の状況

４ 世帯当たり人員数及び保育等の状況

５ 自己肯定感や有用感を育む教育の状況

６ こどもの社会的自立等の状況

７ こどもの貧困の状況

８ ひとり親の状況

９ 要保護児童等の状況

10 仕事環境の状況

11 東日本大震災津波の発生によるこども
を取り巻く状況

第３章 本県のこども・若者や子育て当事者に関する課題認識

１ 少子化の進行について

２ こども大綱など国の動きから求められること

３ 現状を踏まえた克服すべき課題

第４章 目指す姿及び推進する施策

１ 目指す姿

２ 目指す姿指標

３ 推進する施策

４ 推進する施策を構成する具体の取組

第５章 計画推進に向けて

１ 計画推進のための役割

２ 計画の推進体制

３ 施策の実施状況の公表と計画の見直し

※ 本案の作成に当たっては、こども・若者、関係者等からの意見聴取を行ったもの。



こども・若者、関係者等からの意見聴取
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１ こども、若者からの意見聴取

２ 関係者等からの意見聴取

月日 対象 意見聴取方法 意見聴取テーマ

10/3 盛岡市内中学生
ワークショップ（対
面）

若者活躍、子どもの居場所、
悩み相談等

10/4 県内中学生
ワークショップ（オ
ンライン）

同上

１０月 県内高校生 アンケート 若者のライフプラン形成

月日 意見聴取先 意見聴取テーマ

8/28 若者カフェマスター 若者活躍、若者県内定着

9/17 岩手県不妊治療協議会 不妊治療

9/17 ジョブカフェいわて ワークライフバランス

9/18 岩手県産婦人科医会 産後ケア

10/15・29 市町村（県央圏域、久慈圏域） 産後ケア

9/19、10/14 いわて子育てサポートセンター（職員、利用者） 遊び場整備、子育てしやすいまちづくり

9/23 子どもの居場所ネットワークいわて構成団体 子どもの居場所

10/16・18 岩手県子ども・若者自立支援ネットワーク会議構成団体
多様な困難を抱えるこどもへの支援のあり
方

11/15予定 いわてこどもケアセンター 被災した子どもや家族への心のケア

盛岡市内中学生との意見交換の様子

※ 意見聴取において頂いた意見は、プランや県の取組への反映について検討を行ったもの。



プラン策定に当たってのポイント
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プラン策定に当たってのポイント①-１
プランの「名称」や「目指す姿」がどのようなものであるべきかについて、県内中学生との意見交換の中でいた
だいた意見に基づき検討を行い、プランの名称／目指す姿についての考え方を整理しました。

・こどもの夢を考えてくれているのがわかるような名称、こどもの今から未来までがつながるようなアイデ
アがあるとよい。

・どんな感じで助けてくれるか、未来を支えてくれるのか。「目指す姿」を見てわかるとよい。「支援」な
ど助ける意味の言葉があるとよい。

・家族や先生の愛情を感じたときのほか、自分が社会の一員として尊重されているとき、地域の構成員のお
かげで自分の生活が成り立っていることに気づいたときなどに、自分が大事にされていると感じる。

・勉強のことを先生に聞きにくいことがあるなど、もっと大人との壁を無くしたい。

以下の点に留意しつつ、こどもを真ん中におき、こどもを地域の構成員として捉え、こどもの今から未来を考え、そして、
支えることが、端的にわかりやすく伝わる名称とする。
・ 「いわての子どもを健やかに育む条例」、「こども基本法」に基づく、県の「都道府県こども計画」であること。
・ 国のこども大綱を踏まえ将来（５年後）のあるべき姿を明示すること。
・ 現行の「いわて子どもプラン（2020～2024）」、関連する計画の基本的な考え方を引き継いでいること。

・ こどもは、生きていく底力や大人にはない能力を持つ主体として尊重され、大人は、その存在意義に対して敬意を払う。
・ こどもと大人は、対等な個人の存在として、互いに様々な意見を聞き、自己決定をしていく。
・ 大人は、こどもが意見を出しやすくするよう、こどもの意見を引き出す役割をもつ。
・ こども、若者、子育てする方々を、ライフステージに応じて切れ目なく支援し、一人ひとりに寄り添った取組を推進す
ることで、様々な「生きにくさ」を「生きやすさ」に変えていく。

・ 結婚や出産は、個人の決定に基づくものであることを基本とし、地域社会全体で、子育てをする方々や、こどもを温か
く見守る環境づくりを推進し、すべての県民が自由に自己実現でき、希望をかなえられるように県全体で取り組む。

意見を反映

県内中学生との意見交換における主な意見

名称についての考え方

本プランの目指す姿についての考え方



・ こどもは、生きていく底力や大人にはない能力を持つ主体として尊重され、大人は、その存在意義に対して敬意を払う。
・ こどもと大人は、対等な個人の存在として、互いに様々な意見を聞き、自己決定をしていく。
・ 大人は、こどもが意見を出しやすくするよう、こどもの意見を引き出す役割をもつ。
・ こども、若者、子育てする方々を、ライフステージに応じて切れ目なく支援し、一人ひとりに寄り添った取組を推進す
ることで、様々な「生きにくさ」を「生きやすさ」に変えていく。

・ 結婚や出産は、個人の決定に基づくものであることを基本とし、地域社会全体で、子育てをする方々や、こどもを温か
く見守る環境づくりを推進し、すべての県民が自由に自己実現でき、希望をかなえられるように県全体で取り組む。

県民一人ひとりの個性や多様性が尊重され、その中でこどもが愛情を感じ、
大切にされていることを実感できるいわて

こどもが大人と対等の個人として信頼され、社会の一員として参画できる
いわて

社会全体で県民の結婚、妊娠、出産及び子育てを支え、ライフステージに
応じた切れ目ない支援により、誰もがこどもをすこやかに育みやすく、こど
もが幸せに育つことができるいわて

プラン策定に当たってのポイント①-２
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県内中学生との意見交換における主な意見を踏まえた考え方に基づき「目指す姿」を設定しまし
た。（第４章の１）

本プランの目指す姿

本プランの目指す姿についての考え方（再掲）



プラン策定に当たってのポイント②-１

○ こどもの権利の状況

・ こどもにとって最もよいことを考えてもらえること 小4～6） 54.6％

・ すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができること 小4～6）71.6％

※ こどもの権利だと思っているものの割合

○ 婚姻を取り巻く環境

・ 未婚率（50歳時） R2） 男性 28.92%（H27：26.16%）

女性 16.32%（H27：13.07%）

・ 婚姻件数 R5） 3,376人 （H30：4,439人）

○ 出産環境の状況

・ 母の第１子出産平均年齢 R4） 30.1歳（H30：30.0歳）

・ 分娩取扱医療機関 R４） 22件（H30：29件）

○ 自己肯定感を持つ児童生徒の状況

R5）中 79.1%（H30：76.9%）小 82.0%(H30：82.3%）

○ こどもの社会的自立等の状況

・ 高卒者就職内定率（県内） R6.3） 71.5％

・ 大卒者就職内定率（県内） R6.3） 39.1％

１ こども・若者の権利の保障

多様な人格を持った個として尊重し、その権利を保障

２ 婚姻行動の変容

結婚支援、若者のライフプラン形成支援及び若年層

の賃金等向上策の強化

３ 安心して出産できる環境の整備

・悩みを抱える妊産婦等を早期発見、相談支援

・医師確保や周産期医療機関の機能分担と連携

・救急搬送体制の充実強化

・不妊に悩む夫婦の総合的な支援

４ 自己肯定感や有用感を育む教育の推進

多様な価値観を認め合う道徳性のかん養や人権意識の醸成

５ こども・若者の社会的自立に関すること

こども・若者やその保護者等が必要な支援を受けられる体制づくり

現 状（第２章） 克服すべき課題（第３章１）
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第２章において、個別の施策テーマごとに、統計等に基づき「こども・若者や子育て当事者を取り巻く現状」を
整理し、それを踏まえ、第３章の１において「現状を踏まえた克服すべき課題」を整理することで本県の現状及び
課題を明らかにしました。



プラン策定に当たってのポイント②-２

○ こどもの貧困の状況

・ 収入150万円未満の世帯

R5） 12.8%

○ ひとり親家庭の状況

R5） 母子世帯 8,992世帯（H30：11,301世帯）

父子世帯 828世帯（H30：1,205世帯）

○ 要保護児童等の状況

・ 要保護児童数 R5） 174.9人（H30：179.1人）

・ 里親委託率 R5） 19.7％（H30：22.3％）

・ ヤングケアラーの状況 R4） 43件（R2：34件）
※県内市町村の要保護児童対策地域協議会で支援対象として登録されている児
童のうちヤングケアラーと思われる数

○ 仕事環境の状況

R5） 総実労働時間 1,742.4時間（H30：1,840.8時間）

R5） 共働き世帯の男性の家事時間割合 43.0％

（H30：40.7％） ※ 週平均、女性の家事時間に対する割合

○ 東日本大震災津波の発生によるこどもを取り巻く状況

・ いわてこどものケアセンター相談件数

R5） 1,646件

６ こどもの貧困の解消に向けた対策の推進

・就労支援の充実、教育の支援、相談支援の更なる強化

・親の妊娠・出産期からの相談支援の充実・居場所づくり

７ ひとり親家庭の支援の更なる充実に関すること

・就労支援、教育支援、相談支援等の更なる充実

・関係機関の連携強化による体制整備

８ 児童虐待の発生予防、早期発見、相談・対応機能の充実等

児童相談所、市町村の相談体制の充実、関係機関との連携強化

９ 社会的養護を必要とするこどもたちに対する環境整備

里親委託の推進、児童養護施設等の環境改善・ケア体制の充実

10 仕事と子育てを両立できる環境づくり

・市町村と連携した、子ども・子育て支援の充実

・仕事と子育ての両立に向けた環境整備（働き方改革等）

11 東日本大震災津波の経験を踏まえた子どものこころのケア

中長期的なこころのケアなどの支援

12 自然災害の発生や社会経済環境の激変等に伴う影響

現 状（第２章） 克服すべき課題（第３章１）
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１ こども・若者を権利の主体として認識し、権利を保障する

・ 多様な人格を持った個としての尊重し、権利を保障する

・ 成育環境等によって差別的取扱いを受けることのないようにし、虐待、いじめ、暴力等からこどもを守り、救済する

２ こども・若者の視点の追加

・ こども・若者の意見を年齢や発達の程度に応じて尊重する

・ 意見表明・社会参画する上でも欠かせない意見形成への支援を進め、意見を表明しやすい環境づくりを行う

３ こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じた切れ目ない支援

・ こども・若者の状況に応じて必要な支援が特定の年齢で途切れることなく行い、自分らしく社会生活を送ることができるよ

うになるまで社会全体で切れ目なく支援する

○ こども大綱

・ 日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、６本の柱を基本的な方針を掲げている。

１ こども・若者は権利の主体であり、今とこれからの最善の利益を図ること

２ こども・若者や子育て当事者とともに進めていくこと

３ ライフステージに応じて切れ目なく十分に支援すること

４ 良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図ること

５ 若い世代の生活の基盤の安定を確保し、若い世代の視点に立った結婚・子育ての希望を実現すること

６ 施策の総合性を確保すること

→ こども大綱を勘案して、これまでの各施策に加え、こども施策に関する重要事項を３つ整理

プラン策定に当たってのポイント③-１
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第３章の２において「こども大綱など国の動きから求められること」を整理し、これまで「いわて子どもプラン（
2020～2024）」において推進してきた県の取組に、国の動向を踏まえて加えるべき視点を明記しました。

こども大綱など国の動きから求められること（第３章２）



第４章 ４ 推進する施策を構成する具体の取組

（１） こども・若者の権利を保障し、最善の利益を図る

ア こどもや若者意見を聴いて施策への反映を進めていきます

・ こども基本法や子どもの権利条約の趣旨や内容の周知、社会全体での共有

・ こどもや若者、子育て当事者が、年代を問わず、安全に安心して意見を述べることができる場や機会の創出

・ こどもが関係する施策の質の向上、こどもの意見の表明・参画機会の醸成

イ こどもの権利に関する理解促進や人権教育を推進します

・ こどもや若者が理解しやすくアクセスしやすい多様な方法でのこども施策に関する情報提供

・ 全ての年代のこどもや、様々な状況にあって声を聴かれにくいこどもや若者などのための意見聴取に係る多様な手
法の検討と、十分な配慮や工夫

ウ 生まれ育った環境に関わらず成長できる社会をつくります

・ こどもに関わる大人が、子どもの権利について正しく理解し、子どもの権利を尊重できるような働きかけ

・ 家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められるヤングケアラーなどの最善の利益が守られ
る支援体制の充実

プラン策定に当たってのポイント③-２
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「こども大綱など国の動きから求められること（第３章の２）」も踏まえ、「目指す姿」の実現のために推進する施
策（第４章）に、「こども・若者の権利を保障し、最善の利益を図る取組」を新たに位置づけました。

第４章 ３ 推進する施策

（１）こども・若者の権利を保障し、最善の利益を図る

（２）こどもの将来にわたるスタートのための支援を推進する
（誕生前から幼少期まで）

（３）こどもの健やかな成長を支援する（学童期・思春期）

（４）健全で自立したこどもを育み、若者の活躍を支援する（青年期）

（５）困難な状況に置かれているこども、子育て世帯を支援する

（６）こども・家族が健やかに暮らせる社会環境づくりを推進する

（７）東日本大震災津波の影響を受けたこどもや保護者を支援する



推進する施策及び

推進する施策を構成する具体の取組等



３ 推進する施策（案）

（１）こども若者・若者の権利を保障し、最善の利益を図る

（２）こどもの将来にわたるスタートのための支援を推進する
（誕生前から幼少期まで）

（３）こどもの健やかな成長を支援する（学童期・思春期）

（４）健全で自立したこどもを育み、若者の活躍を支援する（青年期）

（５）困難な状況に置かれているこども、子育て世帯を支援する

（６）こども・家族が健やかに暮らせる社会環境づくりを推進する

（７）東日本大震災津波の影響を受けたこどもや保護者を支援する

目指す姿及び推進する施策（第４章）
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１ 目指す姿（案）

県民一人ひとりの個性や多様性が尊重され、その中でこどもが愛情を感じ、大切にされている
ことを実感できるいわて

こどもが大人と対等の個人として信頼され、社会の一員として参画できるいわて

社会全体で県民の結婚、妊娠、出産及び子育てを支え、ライフステージに応じた切れ目ない支援
により、誰もがこどもをすこやかに育みやすく、こどもが幸せに育つことができるいわて

２ 目指す姿指標（案）

合計特殊出生率、男性の家事時間割合、総実労働時間

＜考え方＞
本計画は、いわて県民計画（2019～2028）における基本的な考え方や政策推進の基本方向等を踏まえ、一
体的に推進していくこととしていることから、いわて県民計画（2019～2028）長期ビジョンの「家族・子育

て」の政策分野における主要な指標を目指す姿指標として設定する。
※ 年度目標値は、いわて県民計画（2019～2028）第２期アクションプラン（計画期間：令和５年度～令和８年度）において設定している

指標を設定。当該プランは令和８年度までを計画期間としているため、次期プランの策定時点で、年度目標値を置き換え



目指す姿及び推進する施策（第４章）
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４ 推進する施策を構成する具体の取組（案）（一覧）

（１） こども・若者の権利を保障し、最善の利益を図る

ア こどもや若者の意見を聴いて施策への反映を進めていきます
イ こどもの権利に関する理解促進や人権教育を推進します
ウ 生まれ育った環境に関わらず成長できる社会をつくります

（２）こどもの将来にわたるスタートのための支援を推進する
（誕生前から幼少期まで）

ア 結婚・家庭・子育てに希望を持てる環境づくりを推進します
イ 安全・安心な出産環境を整備します
ウ 多様な保育サービスの充実を図ります

（３） こどもの健やかな成長を支援する（学童期・思春期）
ア 地域やコミュニティにおいて、学校と家庭、住民が協働して子ど
もの育ちと学びを支えます
イ 児童生徒の豊かな学力を育みます【知育】
ウ 児童生徒の豊かな人間性と社会性を育みます【徳育】
エ 児童生徒の豊かな体を育みます【体育】
オ 共に学び、共に育つ特別支援教育を進めます
カ いじめ問題などに適切に対応し、一人ひとりがお互いを尊重す
る学校をつくります
キ 児童生徒が安全に学ぶことができる教育環境の整備を進めます
ク 地域に貢献する人材を育てます

（４） 健全で自立したこどもを育み、若者の活躍を支援する（青年期）

ア 個性や主体性を発揮して自立した活動ができる環境づくりを推進します
イ 愛着を持てる地域づくりを推進します
ウ 青少年を非行や事故から守る環境づくりを推進します
エ 若者が活躍できる「環境づくり」を推進します

（５） 困難な状況に置かれているこども、子育て世帯を支援する

ア こどもの貧困の解消に向けた対策を推進します
イ 児童虐待防止対策を推進します
ウ 社会的養育体制の充実を図ります
エ ひとり親家庭の自立を支援します
オ ヤングケアラーの支援体制を構築します

（６） こども・家族が健やかに暮らせる社会環境づくりを推進する

ア 安心して子どもを生み育てられる環境をつくります

イ 心身ともに健やかに生活できる環境をつくります

ウ 必要に応じた医療を受けることができる体制を充実します
エ 事故や犯罪が少なく、安全・安心に暮らせるまちづくりを進めます
オ 仕事と生活を両立できる環境をつくります
カ 快適で豊かな暮らしを支える生活環境をつくります
キ 地域の暮らしを支える公共交通を守り、つながりや活力を感じ
られる地域コミュニティを目指します
ク 性別や年齢にかかわらず活躍できる社会をつくります
ケ 女性・若者・障がい者などの職業能力開発を支援します
コ 若い世代の県内就業を促進し、Ｕ・Ｉターンを推進します

（７） 東日本大震災津波の影響を受けたこどもや保護者を支援する

ア 被災によるトラウマ等を抱えるこどもや保護者を支援します
イ 被災児童が安心して学べる環境を支援します

ライフステージごとの推進施策

※ こども・若者、関係者等からの意見聴取結果を反映（意見の詳細は次項）
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テーマ 主な意見

不妊治療 ・不妊治療が保険診療になって若い患者が増えた印象。不妊治療に対する理解の推進が起きた
のだと思った。
・不妊治療に関心（関係）がない人に理解させるのは難しいと思う。不妊治療休暇制度導入事業
者の認証や市民講座等の場での周知などはどうか。

産後ケア ・医療機関での産後ケアについて、現在は、サービスを受けたくても、すぐに受けられる状態には
なく、心身ともにすぐに休みたいという場合は、受け入れが難しい状況。
・予約を待ってでも利用した産婦は、満足度は高く、休息できる・自分で用意しなくてもご飯が食
べられるという点が好評な様子。
・利用者増加/休養目的の利用が多い/受け入れ先の慢性的な利用待ち/産後ケアを担う人材の
不足

遊び場整備 ・小学校低学年のお子さんはまだ親と一緒に遊びに行くことが多く、色んな体験ができる遊び場
のニーズが高いと思う。
・近場の屋内で遊べるところ/体を動かす遊び（滑り台など）/安全なところ/けがをしないところ/
広いところ/混雑しない遊び場/（遊び場に）トイレ・おむつ交換・授乳場所がある

若者活躍、若者
県内定着

・盛岡地区以外は学生に対する支援が少ないため、若者カフェ連携拠点は（若者が少ない場所で
あっても）設置する価値はあると感じている。
・ひきこもりに対する周囲の理解向上と、早期発見・早期対応が重要。

若者のライフプ
ランについて

（高校生アンケート）
７割以上：自分のライフプランについて考えている、９割弱：結婚や子育てを希望
・結婚について：「自分の時間が減ってしまう心配があるが、楽しく幸せそう」、子育てについて：
「精神的・経済的に大変そうだが、その分喜びや幸せを感じられる」

個別の施策に関する意見①

※ 意見聴取において頂いた意見のうち、個別の施策に関するものは、主に、「推進する施策を構成する具
体の取組」へ反映したほか、今後の施策の実施に当たっての参考とさせていただきます。
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テーマ 主な意見

子どもの居場所 親も子も居場所が不足している。自由に行けてゆっくりできるところが必要。家族以外、職場以
外などの方とコミュニケーションする場所が機会がない。学校に行きづらい子が自分らしくいら
れる環境をつくる必要がある。

多様な困難を抱
えるこどもへの
支援のあり方

・ヤングケアラーなど、当事者は保護者の奉仕のためと思っていて、行政の支援を受ける必要は
ないと思っているケースもある。
・当事者のこどもや家族に対し、各種支援の活用を促すようなことがあってもいいのではないか。

子育てしやすい
まちづくり

・（買いもの等で困ったこと）こどもを見ながらだと落ち着いて買い物できない/トイレ・授乳室・
おむつ交換台がない。
・子育て応援の店のマークを見たことがない/マークを見たことはあっても店を利用したことが
ない。

ワークライフバラ
ンス

若者は、会社の福利厚生、残業時間、女性の管理職率や、復職率とかはかなりみている。企業認
証のマーク（くるみんやえるぼしなど）もかなりみている。あって当たり前の感覚になってきてい
る。

悩みの相談等 ・勉強のための意見箱を設置して、先生の時間が空いているときに教えてもらえるようなシステ
ムが欲しい。SNSが普及しているので意見箱はデジタルの形でもいいと思う。
・なにかしら先生と１対１で周りの人に知られずに繋がれる方法が無いと壁が無くならないと思
う。

個別の施策に関する意見②

※ 意見聴取において頂いた意見のうち、個別の施策に関するものは、主に、「推進する施策を構成する具
体の取組」へ反映したほか、今後の施策の実施に当たっての参考とさせていただきます。



（２） こどもの将来にわたるスタートのための支援を推進する（誕生前から幼少期まで）

（１） こども・若者の権利を保障し、最善の利益を図る

推進する施策を構成する具体の取組（趣旨）

全てのライフステージに共通する事項として、最も重要なものであり、こども・若者の社会
参画と意見反映を車の両輪として進めていく必要があります。

こども・若者を、多様な人格を持った個として尊重し、その権利を保障し、こども・若者の今
とこれからにとっての最善の利益を図ります。こどもや若者の自己選択・自己決定・自己表現
を社会全体で後押しし、成育環境、家庭環境等によって差別的扱いを受けることがないよう
にします。

こどもの誕生前から幼児期までは、将来にわたって持続的に身体的・精神的・社会的に幸せ
な状態にあるための基礎を培い、人生の確かなスタートを切るための最も重要な時期です。

結婚、妊娠・出産、子育ては個人の自由な意思決定であるという前提の下、若い世代が、自
らの主体的な選択により、結婚し、こどもを産み、育てたいと望んだ場合に、それぞれの希望
に応じて社会全体で若い世代を支えるため、結婚や妊娠を希望する方々への支援を推進し
ます。

また、乳児期におけるしっかりとしたアタッチメント（愛着）の形成などを通じて、自己肯定
感をもって成長することができるようにするため、妊娠後やこどもが生まれた後の支援を推
進します。
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（４） 健全で自立したこどもを育み、若者の活躍を支援する（青年期）

（３） こどもの健やかな成長を支援する（学童期・思春期）

推進する施策を構成する具体の取組（案）

学童期は、こどもにとって、身体も心も大きく成長する時期であり、自己肯定感や道徳性、
社会性などを育む時期であり、思春期は、性的な成熟が始まり、それに伴って心身が変化し、
自らの内面の世界があることに気づき始め、他者との関わりや社会との関わりの中で、自分
の存在の意味、価値、役割を考え、自分らしさを形成していく時期です。

こどもたちが、安全・安心が確保された場で、小さな失敗も経験しながら、直面した課題に
全力で取り組んで達成する成功体験を重ね、自己肯定感を高めることができる環境を整えて
いくとともに、学びや人づくりによって、 将来に向かって可能性を伸ばし、自分の夢を実現
できる環境の整備に取り組みます。

青年期は、心理的、社会的に発達し、成人期へと移行していくための準備期間として、大学
等への進学や就職に伴い新たな環境に適応し、専門性や職業性を身に付け、将来の夢や希望
を抱いて自己の可能性を伸展させる時期です。また、人生における様々な挑戦や選択を行う
時期でもあり、青年期の若者が、自分の希望や適性に合った選択をし、その選択を地域社会
が尊重し応援する在り方が求められています。

こども・若者が将来の夢や希望を持って成長しながら、社会における自己を確立することが
できるよう、個性や主体性を発揮して自主的に自立した活動ができる環境づくりや愛着を持
てる地域づくり、こどもを非行や事故から守る環境づくり、若者が活躍できる環境づくりを
進めます。
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（５） 困難な状況に置かれているこども、子育て世帯を支援する

推進する施策を構成する具体の取組（案）

貧困、虐待等の困難な状況に置かれているこどもや若者、子育て世帯を誰一人取り残さず、
その特性や支援ニーズに応じたきめ細かい支援、合理的配慮を行うことが重要です。

そのため、こどもの貧困の解消に向けた対策、児童虐待防止対策、社会的養育体制の充実、
ひとり親家庭の自立支援、ヤングケアラーの支援体制の構築などに取り組みます。

貧困により、こどもがその権利利益を害されたり、社会から孤立したりすることが深刻な
問題であることを踏まえ、こどもの現在の貧困を解消するとともに、こどもの将来の貧困を
防ぐことを旨として、ひとり親家庭など貧困の状況にある家庭が抱える様々な課題や個別の
ニーズに対応した支援を進めることにより、貧困の解消・貧困の連鎖の防止に取り組みます。

（６） こども・家族が健やかに暮らせる社会環境づくりを推進する

地域社会、企業など様々な場で、全ての人がこどもや子育て中の方々を応援し、社会全体でこど
もに関わることで、安心してこどもを生み育てることができ、こどもを含む全ての人が、性別・年
齢・障がいの有無に関わらず、健やかに生活できる社会環境づくりを推進します。

特に、子育て当事者にとっては、子育てしづらい社会環境や、根強い固定的な性別役割分担意識
等を背景とした仕事と子育てを両立しにくい職場環境があり、子育ての経済的・精神的負担感が
存在しています。また、若い世代の雇用と所得環境の安定を図り、経済的基盤を確保し、若い世代
が将来を見通して安心して仕事におけるキャリアとライフイベントの双方にチャレンジできる
環境を整備する必要があります。
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推進する施策を構成する具体の取組（案）

（７） 東日本大震災津波の影響を受けたこどもや保護者を支援する

東日本大震災津波により被災したこどもの多くは、震災そのものによるトラウマやストレス等を抱えるほか、
地域全体が被災したことによる環境の大きな変化や親の心身の不調などによる影響も受けており、今後も
中長期的なケアが必要です。

被災地のこどもや家庭への心のケアや、要保護児童への支援など、東日本大震災におけるこどものケ
アの経験から得られた知見や構築された支援体制等を活かしたこれからのこどもへの支援
に取り組みます。
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計画推進に向けて（第５章）

３ 施策の実施状況の公表と計画の見直し

・ 計画の実施状況は、毎年度、前年度の実施状況を取りまとめ、公表

・ 「岩手県子ども・子育て会議」等の意見や、近年多発する自然災害、不測の社会経済環境の変化を踏ま
え、柔軟に計画内容の見直しを行い、効果的かつニーズに合った施策の推進に努める。

１ 計画の推進のための役割

２ 計画の推進体制

「岩手県子ども・子育て会議」、「岩手県青少年問題協議会」等の場を通じて、年齢及び発達の過程に応
じてこどもを含めた県民の意向を反映させるとともに、国や市町村、関係団体等との緊密な連携を図る。

保護者
自らが子育てについて最も重要な役割を担っているという認識の下、必要に応じて県、市町村及び子ども・子育て支
援機関等による子ども・子育て支援の活用を図りながら、子どもを健やかに育むこと。

子ども・子育て
支援機関等

子ども・子育て支援に関する専門的な知識及び経験を生かし、子ども・子育て支援を行うとともに、県及び市町村が
実施する子ども・子育て支援に関する施策に協力するよう努めること。

事業主
その雇用する労働者が安心して子どもを生み、育てることができるようにするために必要な雇用環境の整備を行うととも
に、県及び市町村が実施する子ども・子育て支援に関する施策に協力するよう努めること。

県民
子ども・子育て支援についての関心と理解を深めるとともに、県及び市町村が実施する子ども・子育て支援に
関する施策に協力するよう努めること。

市町村
住民に一番身近な存在として、こども施策の主体的な役割を担っており、国のこども大綱や都道府県こども計画を勘案して、県、
関係機関、団体等との連携の下、住民ニーズを把握しながら、各市町村の実情に応じたきめ細やかな施策を実施すること。
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