
 

子育て支援グループ 
１．福祉的給付金の支給状況 

 

２．児童手当支給状況 

区   分 支給延児童数(人) 支  給  額(円) 

児 童 手 当 
被 用 者 66,072 741,650,000 

非被用者 13,583 152,490,000 

特 例 給 付 
被 用 者 7,289 36,445,000 

非被用者 820 4,100,000 

計 87,764 934,685,000 

 

３．児童扶養手当支給状況 

区   分 支給延児童数(人) 支  給  額(円) 

全 部 支 給                 3,199         137,960,130 

一 部 支 給                 2,104          59,068,670 

２ 子 加 算                 1,981          18,594,370 

３ 子 以 降 加 算                  506           2,918,240 

計 

       7,790 

（受給者数 414） 

（令和 3 年 3 月末現在） 

        218,541,410 

 

４．特別児童扶養手当受給状況                   

 受   給   者   数（人） 

特 別 児 童 扶 養 手 当            154 （令和 3 年 3 月末現在） 

 

５．母子生活支援施設・助産施設入所状況 

 

６．母子家庭等自立支援事業 

区           分 支給額(円) 給付者数(人) 支 給 総 額(円) 

ひとり親家庭等

児 童 給 付 金 

父母のいない児童 20,000   2 40,000 

ひとり親家庭の児童 8,000 571 4,568,000 

計  573 4,608,000 

施   設 入所件数(件) 入 所 費(円) 

母子生活支援施設 2 4,026,236 

助 産 施 設 6 3,766,565 

 利用者数(人) 事 業 費(円) 

自立支援教育訓練給付金 2   86,349 

高等職業訓練促進給付金 3 4,356,000 

公正証書等作成促進補助金 5   76,590 



 

７．児童遊園管理事業 

児童遊園補助状況 

※令和 2 年 8 月 31 日付けで東村児童遊園廃止により面積と設置箇所数変更。 

 

８．ファミリー・サポート・センター事業 

  子育ての援助を依頼したい人と子育てを協力したい人が会員となる相互援助活動を支援し、会安

心して子育てができる環境を整備しました。 

 (1)会員数                                （単位：人） 

 

(2)依頼理由別件数 

 

(3)協力活動内容別件数 

９．地域子育て支援拠点事業 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、利用人数や時間の制限を行い安全に配慮し、実施

しました。 

設置数(か所) 総面積(㎡) 整備費補助金(円) 借地料補助金(円) 管理費補助金(円) 

13（12） 
13,047.79 

（12,554.04） 
624,300 8,479,566 1,353,333 

依頼会員 協力会員 両方会員 計 

363 119 92 574 

依 頼 の 理 由    件 数 (件)   構 成 比 (％) 

仕     事 57 57.6 

会員または家族の病気・通院     20 20.2 

産 前 産 後 1          1.0 

そ  の  他 21 21.2 

計 99 100.0 

活 動 内 容   件 数 (件)   構成比 (％) 

保育施設の保育開始前や保育終了後の子どもの預かり 9 9.1 

保育施設等までの送迎 11 11.1 

子どもの習い事等への援助 61 61.6 

そ  の  他 18 18.2 

計 99 100 

事 業 名 実 施 主 体 実 施 場 所 開 設 期 間 参加延べ数 

子育てひろばくみのき 
大阪いずみ市民生

活協同組合 

旧くみの木 

幼稚園内 

R2.7.1～R3.3.31 

（178 日間） 

300 組 

（634 人） 

わんぱくプラザ 
社会福祉法人  

光久福祉会 
池尻保育園 

R2.4.1～R3.3.31 

（219 日間） 

409 組 

（958 人） 



 

 

１０．プレイセンター事業 

子育て家庭の親子が会員となり、子どもには「あそび」を、親には「交流」や「学習」を提供す

ることで、親が中心となり地域と連携しながら子育てを楽しめるような事業運営をめざしました。 

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため 4 月～7 月まで活動を自粛し、その後も

地域と連携しながら、安全に活動できるよう消毒対策等を講じて実施しました。 

 

１１．認定子育てサポーター事業 

子育てや保育の経験のある市民、子育て支援に関心のある市民を市が認定し、地域でさまざまな

子育て支援活動を展開しています。市内の公園・地区集会所での自主活動をはじめ、幼稚園・こど

も園で実施している未就園児対象のひろば事業や、３歳児保育の補助協力を行いました。 

また、“UP っぷ”の子育てひろばを利用される親子の様子を見守り、話し相手になるなどの子

育て支援活動を行いました。 

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4 月～7 月に予定していた「あそびのひろ

ば・あおぞらひろば」を中止し、その後は感染症対策（人数制限や消毒、検温、マスク、体調確認

等）を講じて、実施しました。 

認定子育てサポーター 102 名（Ⅰ期生：18 名、Ⅱ期生：13 名、Ⅲ期生：17 名、Ⅳ期生：35 名、

Ⅴ期生：19 名） 

 

(1)自主活動実績 

 

(2)“UP っぷ”（子育てのひろば）子育て支援活動の実績 

      活動日数：132 日 活動人数：213 人 

 

 

 

 

 

団 体 名 活動場所 対 象 者 会員登録数(組) 参加延組数(組) 

た ん ぽ ぽ の 会 東野幼稚園 

就学前の子ども

と保護者 

8  61 

こ ぐ ま の 会 東池尻会館 11 56 

チェリービーンズ 東村公民館 休会中  

げ ん き っ ず 狭山地区会館 4     28 

ヤミー！！ 池尻自由丘会館 12 68 

ピーナッツクラブ 東野地区公民館 12 68 

きらきらきっず 川向地区公民館 15 124 

事 業 名 実 施 場 所（か所） 延実施回数（回) 子育て家庭の参加数（組） 

あおぞらひろば 
6 

（大野第 6 公園・幼稚園ほか） 
26 190 

あそびのひろば 
5 

（東野地区公民館ほか） 
28 113 

計 54 303 



 

１２．子育て支援センター“ぽっぽえん”運営事業 

子育て支援施策の充実を図り、地域全体で子育てに関する育児支援を行うため、相談業務・育児

情報・交流の場を提供しました。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、４月～５月は休館し、６月以降は、感染

症対策を講じながら、利用人数の制限と時間短縮を行い運営するとともに、必要に応じて、事業を

中止しました。また、休館中は、子育て世代に向けて、ホームページにてメッセージや手作りおも

ちゃの作り方などの配信を行い、子育て家庭とのつながりを途切れないように努めました。 

 

(1)あそびの広場の利用者数・登録者数                       （単位：人） 

0 歳 
1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 

保護者
数 合 計 

新規 

登録者数 Ｒ2 年度
生まれ 

Ｒ1 年度
生まれ 

606 2,610 1,795 1,288 426 268 183 7,176 6,153 13,329 352 

 

小学校区別利用乳幼児数                           （単位：人） 

東 西 南第一 南第二 南第三 北 第七 その他 計 

1,160 1,139 1,114 1,078 316 468 1,889 12 7,176 

 

(2)主な事業実績 

 

 

事 業 名 延 利 用 数 内  容  等 

子 育 て 講 座 

22 組 

「親子で楽しく体験しよう」 

（クラフト・おりがみ）

「親子でできる運動遊び」（親子体操） 

2 団体  計 4 回（市民協働） 

351 組 

・手型アート ・髪飾り作り 

・スマホを使ったカメラ講座・英語で遊ぼう 

・ベビーマッサージ ・フォト飾り 

・スクラップブッキング ・レッツダンス 

・食育講座  ・子育て世代マネー講座 

・手作り広場 ・ベビーヨガ・カメラ 

・べジランチ作り ・骨盤セルフケア 

・髪カット ・アレンジ講座   

・メモリーブック講座等        

              計 25 回 

ボランティア交流会 30 人 
ボランティア同士のつながりを促し、活性化

へとつなげる。（登録者数 53 人） 

年 齢 別 交 流 会 

ぶどうクラブ 142 組 

いちごクラブ 9 組 

りんごクラブ 0 組 

0 歳児とその保護者 

1 歳児とその保護者 ＊新型コロナウイルス 

2 歳児とその保護者  感染症対策のため 

           中止 

子育てサークル支援 81 回 登録サークル数         17 団体 



 

１３．子育て支援・世代間交流センター“ＵＰっぷ”運営事業 

1 階の子育て交流ひろばでは、就学前の子育て家庭が気軽に集える、交流の場の提供をはじめ、

子育て情報の提供、相談、子育て講座等を実施しました。２階の世代間交流ひろばでは、市民協働

事業の実施、子どもや子育て家庭と世代を超えて市民が交流できる場を提供しました。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、４・５月は全館休館し、６月以降は、利用

時間と人数の制限を行い開館しました。また、在宅の子育て家庭への支援として、定期的に手遊び

などの動画を配信しました。 

 

 (1)利用者数・登録数 

①子育て交流ひろば（１階） 

プレイルームの利用者数・登録者数                     （単位：人） 

0 歳 
1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 保護者数 合 計 

新規 

登録者数 R2 年度
生まれ 

R1 年度
生まれ 

567 2,382 1,160    766 189 169 76 5,309 4,620 9,929 436 

小学校区別利用乳幼児数                          （単位：人） 

東 西 南第一 南第二 南第三 北 第七 その他 計 

2,876 213 54 61 30 690 395 993 5,312 

 

②世代間交流ひろば（２階） 

利用登録者数                               （単位：人） 

幼児 小学生 中学生 高校生 大学・一般 計 
新規 

登録者数 

20 388 602 1,103 467 2,580 935 

自習室利用数                          （単位：人） 

小学生 中学生 高校生 大学・一般 計 1 日平均 

723 1,230 11,046 1,219 14,218 49.7 

 

(2)主な事業実績 

 

  

事 業 名 延べ利用数等 内容等 

育児支援家庭訪問事業 1 家庭    6 回 支援員登録人数 14 人 

市民協働事業 108 人 
・コーダ道場（プログラミング） 

・アレンジフラワー講座 

子育て・世代間交流講座  50 人 

・子育て講演会 

・親子でアクセサリー作り 

・ビブリオバトル 

まちライブラリー 蔵書数 1,808 冊 

・メッセージ付きの寄贈本を通し

て人の縁を紡ぐ活動 

・まちライブラリーサポーターの

活動として、子育て交流ひろば

（プレイルーム）での出張お話会

やしおり作りを実施 



 

１４．利用者支援事業 

  育児情報や子育て講座の情報提供を行い、子育て家庭が気軽に出入りできる身近な相談窓口とし

て、子育て支援センター“ぽっぽえん”と子育て支援・世代間交流センター“ＵＰっぷ”に専門の

相談員「保育・子育てコンシェルジュ」を配置し、地域の子育て支援を行いました。 

                              （単位：件） 

 

相談内容 

計 幼 稚 園 ・ 保 育

所・こども園 
発達 育児・しつけ その他 

子育て支援 

センター 
81 24 35 20 160 

子育て支援・

世代間交流 

センター 

49 33 28 39 149 

計 130 57 63 59 309 

 

１５．児童家庭相談事業 

(1)相談種別受付件数                              （単位：件） 

 （ ）内は延べ相談件数  

 

(2)年齢別件数                              （単位：件） 

 

１６．ひとり親家庭相談件数                          （単位：件） 

（ ）内は延べ相談件数  

 

  

 養護相談 保健相談 障がい相談 非行相談 育成相談 その他の相談 計 

子育て支援 

グループ 
304(1,897) 4(5)   36(108) 1(4) 81(128)     0(0) 426(2,142) 

計 304(1,897) 4(5)   36(108) 1(4) 81(128)     0(0) 426(2,142) 

 

 

幼児前期 

0～2 才 

幼児後期 

3～5 才 

小学校 

低学年 

小学校 

高学年 
中学生 中卒以上 計 

子育て支援 

グループ 
88 118 63 45 47 65 426 

計 88 118 63 45 47 65 426 

 
生 活 一 般 相 談 

（資格取得・養育費等） 

児 童 相 談 

(教育・養育等) 

経済支援・生活援護相談 

（母子寡婦・児童扶養手当等） 
計 

母子家庭 54 （92） 4（4） 16 （25） 74 (121) 

父子家庭 4 （7） 0（0） 2 （2） 6 (9) 

計 58 （99） 4（4） 18 （27） 80 (130) 



 

１７．心身障がい児通園施設事業 

知的障がい児又は肢体不自由児の就学前児童を対象に、自立生活に必要な機能訓練等を行う通園

施設に、南河内地域 3 市 2 町 1 村で同施設の円滑な運営を図るため一般運営費を負担しました。 

 

 

１８．発達障がい児等支援事業 

発達障がい児や発達のサポートが必要な子どもたちが、家族や学校園・地域の人たちとともに、

より豊かで幸せに自尊心を持って自立した生活ができるよう支援しました。 

 

(1)「手をつな GO！」事業 

①療育事業 

対 象 者：小学校 3 年生までの子どもと保護者 

    療育児童数：20 人  隔週 1 回 1 時間 

②相談事業 

対 象 者：中学校 3 年生までの子どもの保護者や教職員・関係者 

    相談延件数：121 件  

 

(2)発達障がい療育等支援事業 

    療育児童数：1 人 

 

１９．新型コロナウイルス感染症対策給付金事業 

  新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、子育て世帯の負担の増加や収入の減少に対する支

援を行うため、下記の通り、特別に給付金を支給しました。 

 

名 称 対 象 支給額 実績額 

子育て世帯への臨時特 

別給付金 

令和 2 年 4 月分の児童手当受給者 

（令和 2 年 3 月分受給を含む） 

ひとり 

10,000 円 

79,360,000 円 

ひとり親世帯への特別 

給付金（市独自事業） 

令和 2 年 4 月分の児童扶養手当受給者 ひとり 

30,000 円 

12,990,000 円 

ひとり親世帯への臨時 

特別給付金 

・基本給付 

令和 2 年 6 月分の児童扶養手当受給

者、公的年金受給者で 6 月分の児童扶

養手当が全額停止されている世帯、家

計が急変し収入が児童扶養手当受給者

と同じ水準の世帯 

・追加給付 家計が急変し収入が減少し

た世帯 

1 世帯 

50,000 円 

第 2 子以降 

ひとり 

 30,000 円 

追加給付 

1 世帯  

 50,000 円 

84,530,000 円 

新生児子育て応援給付 

金（市独自事業） 

令和 2 年 4 月 28 日から令和 3 年 4 月 1 日

までに生まれ、申請時まで引き続き大阪

狭山市の住民基本台帳に記載の子ども 

ひとり 

50,000 円 

18,600,000 円 

 

施設通園児 

（人） 

本市からの 

  通園児数（人） 

市町村補助金 

総額（円） 

本市負担額 

（円） 

本市負担率

（％） 

知 的 障 が い 児 54 8 

  39,900,000 8,225,132 20.6 肢 体 不 自 由 児 22 8 

計 76 16 



 

保育・教育グループ 
 

１．保育所・認定こども園等利用状況  
子ども・子育て支援新制度に基づき、保育所や認定こども園等を利用する子どもにかかる施設型

給付費、地域型保育給付費等を支給しました。  
 

(1)保育所 

   ＊保育所における公定価格は施設型給付費相当額を表しています。  
 

(2)認定こども園 

 

 

 

 

 

 

 

施 設 名 
延利用児童数

(人) 
公定価格 

(円) 

利用者負担額 
（保育料） 

(円) 

国・府負担金 
及び補助金等 

（円） 

市負担金 
（円） 

池尻保育園 
1,554 

(月当たり 129.5) 
143,368,990 16,542,640 93,896,069 32,930,281 

きらり保育園 
2,060 

(月当たり 171.7) 
185,291,510 20,352,300 123,518,001 41,421,209 

ルンビニ保育園 
1,080 

(月当たり 90.0) 
118,614,170 9,174,450 84,111,417 25,328,303 

花梨つばさ保育園 
1,551 

(月当たり 129.3) 
134,947,210 14,360,900 90,469,086 30,117,224 

池尻なな保育園 
1,445 

(月当たり 120.4) 
139,777,220 15,922,840 93,613,988 30,240,392 

他市保育所 
   6 

(月当たり 0.5) 
736,470 208,360 240,089 288,021 

計 7,696 722,735,570 76,561,490 485,848,650 160,325,430 

施 設 名 延利用児童数 
(人) 

公定価格 
(円) 

施設型 
給付費 
（円） 

利用者 
負担額 
(円) 

国・府負担金 
及び補助金等 

（円）  

市負担金 
（円） 

山本こども園 
1,223 

(月当たり 101.9) 
144,405,050 135,430,970 8,974,080 100,908,542 34,522,428 

大野台こども園 
2,826 

(月当たり 235.5) 
216,669,550 200,073,380 16,596,170 152,025,435 48,047,945 

つぼみこども園 
1,913 

(月当たり 159.4) 
196,297,400 177,486,100 18,811,300 136,562,649 40,923,451 

大谷さやまこども園 
1,929 

(月当たり 160.8) 
164,624,930 150,362,960 14,261,970 111,811,959 38,551,001 

他市認定こども園 
2,154 

(月当たり 179.5) 
123,445,270 120,416,000 3,029,270 88,713,445 31,702,555 

計 10,045 845,442,200 783,769,410 61,672,790 590,022,029 193,747,381 



 

(3)地域型保育事業 

 

２．市立こども園・幼稚園 

(1)利用状況                                （単位：人･年） 

 
(2)教育・保育費用                （単位：円）  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)預かり保育利用状況 

施設名 実施日数(日) 
利用児童数

(人) 
一日平均利用
児童数(人) 

こ ど も 園 238 1,009 4.24 

東   幼 稚 園 237 2,304 9.72 

半  田  幼 稚 園 236 1,790 7.58 

東  野  幼 稚 園 237 897 3.78 

計 ― 6,000 25.32 

 

 

 

  

施 設 名 
延利用児童数 

(人) 
公定価格 

(円) 
施設型給付費 

（円） 

利用者 
負担額 
(円) 

国・府負担金 
及び補助金等 

（円）  

市負担金 
（円） 

サニーサイド 
129 

(月当たり 10.8) 
37,611,540 36,458,610 1,152,930 28,729,807 7,728,803 

他市事業所内 
保育事業所 

 25 

(月当たり 2.1) 
4,953,280 4,166,160 787,120 2,784,119 1,382,041 

計 154 42,564,820 40,624,770 1,940,050 31,513,927 9,110,843 

施設名 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 計 

こども園（保育） 141 224 262 300 257 379 1,563 

こども園（教育）    135 147 188 470 

東 幼 稚 園    310 471 420 1,201 

半 田 幼 稚 園    156 144 244 544 

東 野 幼 稚 園    108 268 144 520 

計 141 224 262 1,009 1,287 1,375 4,298 

施 設 名 公定価格 施設型給付費 利用者負担額 

こ ど も 園 128,234,330 117,608,580 10,625,750 

東   幼稚園  35,518,490 35,518,490 0 

半 田 幼稚園  20,369,000 20,369,000 0 

東 野 幼稚園  19,181,470 19,181,470 0 

計 203,303,290 192,677,540 10,625,750 



 

３．子育てのための施設等利用費 

  私立幼稚園の入園料・保育料のほか、預かり保育や認可外保育施設、一時預かり事業等の利用に

係る施設等利用費を支給しました。 

 

４．保育料収入状況 

(1)保育負担金 

区分 
調定額 

(円) 

収入額 

（円） 

不納欠損額 

（円） 

収入未済額 

（円） 

徴収率 

（％） 

現年分 77,520,570 76,561,490 0 950,080 98.8 

過年分 

（滞納繰越分） 
6,119,329 385,081 1,165,500 4,568,748  6.3 

 

(2)認定こども園保育料（保育認定分） 

区分 
調定額 

(円) 

収入額 

（円） 

不納欠損額 

（円） 

収入未済額 

（円） 

徴収率 

（％） 

現年分 10,625,750 10,575,750 0 50,000 99.5 

過年分 

（滞納繰越分） 
737,800 60,660 0 677,140  8.2 

 ※施設型給付費を除く。 

 

(3)幼稚園保育料 

区分 
調定額 

(円) 

収入額 

（円） 

不納欠損額 

（円） 

収入未済額 

（円） 

徴収率 

（％） 

過年分 

（滞納繰越分） 
434,180 98,600 0 335,580 22.7 

 

(4)認定こども園保育料（教育認定分） 

区分 
調定額 

(円) 

収入額 

（円） 

不納欠損額 

（円） 

収入未済額 

（円） 

徴収率 

（％） 

過年分 

（滞納繰越分） 
43,620 0 0 43,620  0.0 

 

事業区分 
延利用児童数

(人) 
施設等利用費 

(円) 

国・府負担金 
及び補助金等

（円） 

市負担金 
（円） 

私立幼稚園保育料等 
4,662 

(月当たり 388.5) 
116,291,400 89,042,449 27,248,951 

預かり保育利用料 
     1,187 
(月当たり 99.0) 

4,506,790 3,450,776 1,056,014 

認可外保育施設利用料 
79 

(月当たり 6.6) 
2,916,110 2,897,286 18,824 

一時預かり保育利用料 
     22 
(月当たり 1.9) 

338,600 336,414 2,186 

計 5,950 124,052,900 95,726,925 28,325,975 



 

放課後こども支援グループ 
 

１．放課後児童会実施概要 

開設場所 全小学校（20 クラス） 

対  象 小学 1～6 年生の児童 

 

 

２．平均入会児童数 

(1)公設放課後児童会                              （単位：人） 

東 西 南第一 南第二 南第三 北 第七 計 

166 57 37 105 61 132 129 687 

 

(2)令和 2 年度補助民間放課後児童クラブ           （単位：人） 

リッジインター 

ナショナル 

大野台こども園 

放課後児童クラブ 
計 

13 18 31 

 

 

３．負担金の収入状況 

 (1)放課後児童会保護者負担金 

区 分      
調 定 額 

(円) 

収 入 額 

(円) 

不納欠損額

(円) 

還付額 

（円） 

未収入額 

(円) 

徴収率 

(％) 

現年(度)分 32,620,000 32,597,500 0 155,000 177,500 99.5 

過年(度)分

(滞納繰越分     ) 
730,500 221,000 0 0 509,500 30.3 

 計 33,350,500 32,818,500 0 155,000 687,000 98.0 

 

 (2)放課後児童会延長利用負担金 

区 分      
調 定 額 

(円) 

収 入 額 

(円) 

不納欠損額

(円) 

還付額 

（円） 

未収入額 

(円) 

徴収率 

(％) 

現年(度)分 2,053,500 2,046,450 0 2,250 9,300 99.6 

過年(度)分

(滞納繰越分     ) 
72,600 12,600 0 0 60,000 17.4 

 計 2,126,100 2,059,050 0 2,250 69,300 96.8 

 

 

 

 

 



 

４．放課後児童支援員の状況 

 (1)放課後児童支援員数                  令和 2 年 7 月 1 日時点（単位：人） 

総括支援員 放課後児童支援員 放課後児童支援員補助員 

2 76 36 

※委託先及び令和2年度補助民間放課後児童クラブ雇用人数を含む。 

 

(2)放課後児童支援員定例会研修 

※令和 2 年度については、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、定例会研修の実施を見合わせ

ました。 


