
【評価の流れ】

評価
ひょうか

評価
ひょうか

理由及
およ

び根拠
こんきょ

R２評価
ひょうか

を踏
ふ

まえた今後の取り組み

1 子どもの参画

自分たちに影響
えいきょう

を及
およ

ぼす問題

への、子どもたちの積極的参

画を推進
すいしん

すること。意思決定

プロセスで子どもたちの意見に

耳を傾
かたむ

け、それを考慮
こうりょ

に入れ

ること。

3

子どもの権利
け ん り

条約
じょうやく

１２条
じょう

の原則
げんそく

を反映
はんえい

し、子どもの意見を尊重
そんちょう

する啓発
けいはつ

活動の推進
すいしん

、

子どもに影響
えいきょう

を与
あた

える事柄
ことがら

についての相談、赤ちゃんや幼
おさな

い子どもの視点
し て ん

が考慮
こうりょ

され

る体制
たいせい

及
およ

び地域
ち い き

・学校・家庭をつなぐ取り組み等概
おおむ

ね行われている。しかし、子どもに

関わる分野における職員
しょくいん

研修、特定の属性
ぞくせい

がある子どもたちを対象
たいしょう

とする議論
ぎ ろ ん

への参

画の機会、子どもたちに影響
えいきょう

を与
あた

える行政
ぎょうせい

上の手続きにおいての意見を聴
き

かれる権利
け ん り

など検討
けんとう

段階
だんかい

のものも多い。

市役所職員
しょくいん

向けに「子どもにやさしいまちづくり」の視点
し て ん

を取り入れた研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

、市民

に対しては子どもの意見を尊重
そんちょう

することの大切さ等を啓発
けいはつ

していく。また特定の属性
ぞくせい

が

ある子どもたちの意見を反映
はんえい

する仕組みについて検討
けんとう

していく。

担当部署
ぶ し ょ

で策定
さくてい

する計画立案時にパブリックコメントを行う際
さい

には、子どもにもわかりや

すい表現
ひょうげん

、子どもの目に触
ふ

れる工夫等を検討
けんとう

していく。

2
子どもにやさしい

法的枠
わく

組
ぐ

み

すべての子どもの人権
じんけん

を一貫
いっかん

して促進
そくしん

・保護
ほ ご

する条例
じょうれい

、規則
きそく

の枠組
わくぐ

みおよび手続を確保
かくほ

す

ること。

3

法律
ほうりつ

が地方自治レベルでどのように子どもに影響
えいきょう

を与
あた

えているかの検討
けんとう

や、条例
じょうれい

等の

見直しにあたっての第三者等の参加については行われている。しかし、各条例
じょうれい

が子ども

の人権
じんけん

尊重
そんちょう

がなされているかの検証
けんしょう

、子どもに影響
えいきょう

を及
およ

ぼす条例
じょうれい

への子どもの権利
け ん り

条約
じょうやく

の４つの一般
いっぱん

原則
げんそく

の適切
てきせつ

な形での反映
はんえい

、子どもたちが権利
け ん り

侵害
しんがい

に対する救済
きゅうさい

を

確保
か く ほ

するための手続きができるようにするための見直しはなされていない。

令和4年度策定
さくてい

予定の「子どもの貧困
ひんこん

対策
たいさく

計画」の中で困難
こんなん

な状況
じょうきょう

に置かれた子ども

たちの支援
し え ん

について検討
けんとう

していく。また、各計画の計画策定
さくてい

時や見直し時に子どもの

権利
け ん り

条約
じょうやく

の反映
はんえい

を促
うなが

していく。

権利
け ん り

侵害
しんがい

に対する救済
きゅうさい

の確保
か く ほ

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

や苦情
くじょう

申し立ての手続き等については、他

自治体等を参考にしながら検討
けんとう

していく。

3
子どもの人権

じんけん

を保
ほ

障
しょう

する施策
し さ く

子どもにやさしいまちづくりのた

めの詳細
しょうさい

かつ包括
ほうかつ

的な戦略
せんりゃく

ないし項目
こうもく

を、条約
じょうやく

にもとづい

て策定
さくてい

すること。

4

市の総合
そうごう

計画に「子どもにやさしいまちづくり」の視点
し て ん

を組み込
こ

む意向や幅
はば

広い協議は

されており、市全体として推進
すいしん

していく基盤
き ば ん

は整っている。

一方で、貧困
ひんこん

や虐待
ぎゃくたい

など育つ環境
かんきょう

に課題
か だ い

を抱
かか

える子ども達
たち

に対する計画については、

具体的に示
しめ

されていない。

各計画策定
さくてい

時において、子ども向けのパブリックコメントを実施
じ っ し

するなど、子どもの意見

を十分に取り入れる機会
き か い

を持つ。令和４年度に設置
せ っ ち

される「子ども家庭総合
そうごう

支援
し え ん

拠
きょ

点
てん

」を中心に育つ環境
かんきょう

に課題
か だ い

を抱
かか

える子ども達
たち

の支援
し え ん

を検討
けんとう

していく。

また、「子どもの貧困
ひんこん

対策
たいさく

計画」策定
さくてい

においても、念頭に置き、計画の中に取り入れる

ことを検討
けんとう

していく。

4

子どもの人権
じんけん

部

門または調整機
き

構
こう

子どもの視点
してん

が優先
ゆうせん

的に考
こう

慮
りょ

されるようにするための恒
こう

久
きゅう

的

体制
たいせい

を地方自治体のなかで発
はっ

展
てん

させていくこと。

4

全庁的
ぜんちょうてき

に「子どもにやさしいまちづくり」を推進
すいしん

していくために、子どもにやさしいまちづくり

推進
すいしん

庁内連携
れんけい

会議が設置
せ っ ち

されている。また、全課においてユニセフ「日本型
がた

子どもに

やさしいまち(ＣＦＣ)モデル構成
こうせい

要素
よ う そ

１０項目
こうもく

」を評価
ひょうか

することにより、職員
しょくいん

の意識
い し き

の醸
じょ

成
うせい

が行われている。市長部局である子育て支援
し え ん

課、子育て支援
し え ん

センターが事務局
じむきょく

と

なっているが、関連部署
ぶ し ょ

との調整も図りやすく権限
けんげん

行使
こ う し

が可能
か の う

となっている。子どもの

意見を直接
ちょくせつ

聴
き

く場
ば

として、市民協働課が主体となり毎年「とみやわくわくこどもミーティン

グ」を開催
かいさい

し、市内小学生と市長の意見交換
こうかん

が行われている。子どもの意見を聴
き

くだけ

でなく子どもの意見を行政
ぎょうせい

に反映
はんえい

することにも意識
い し き

している。

事務局
じむきょく

である子育て支援
し え ん

課、子育て支援
し え ん

センターが中心となり、毎年、推進
すいしん

庁内連携
れんけい

会議を開催
かいさい

し、関係部署
ぶ し ょ

と協議しながら「子どもにやさしいまちづくり」の推進
すいしん

を行ってい

く。担当部署
ぶ し ょ

の事業を進めて行くうえで子どもの視点
し て ん

が優先的
ゆうせんてき

に考慮
こうりょ

されるよう、

チェックリストによる評価
ひょうか

を含
ふく

めたPDCAサイクルに取り組み、全庁的
ぜんちょうてき

に「子どもにやさし

いまちづくり」を推進
すいしん

していく。

5
子どもへの影響

えいきょう

評価
ひょうか

条例
じょうれい

・規則
きそく

・政策
せいさく

・実務
じつむ

が子ど

もたちに与
あた

える影響
えいきょう

を、事前

に、実施
じっし

中におよび実施
じっし

後に

評価
ひょうか

するための制度
せいど

的プロセ

スを確保
かくほ

すること。

4

子どもたちへ与
あた

える影響
えいきょう

を評価
ひょうか

するためのプロセスにおいて、子どもたちの声が考慮
こうりょ

さ

れる手続きや、子どもへの影響評価、外部評価
ひょうか

については、実施
じ っ し

されており、子どもへ

の影響
えいきょう

を評価
ひょうか

することについての意識
い し き

が浸透
しんとう

していることが窺
うかが

える。これらの項目
こうもく

が定

着することによって、配慮
はいりょ

が必要な子どもを取り残すことなく、すべての子どもを対象
たいしょう

と

した各事業においての具体的な検討
けんとう

が可能
か の う

になると見込
み こ

まれる。一方、評価
ひょうか

プロセス

への子ども自身の参加については実施
じ っ し

に至
いた

っていない場合が多く、次年度以降
い こ う

どのよ

うに具体化していくかが今後の課題と考えられる。

「子どもにやさしいまちづくり」の理念について共通理解
り か い

を図り、評価
ひょうか

するための制度的
せいどてき

なプロセスにおいて、子どもたちの参加や不利な立場にある子どもたちの状況
じょうきょう

が考慮
こうりょ

さ

れ評価
ひょうか

される仕組みについて今後検討
けんとう

していく。

6
子どもに関する予

算

子どものための十分な資源
しげん

配

分と予算分析
ぶんせき

を確保
かくほ

すること。

2

子どもに関する予算は確保
か く ほ

され、必要に応
おう

じ見直しも行われている。また、公正を期す

ために市独自
ど く じ

の予算を計上するなど担当部署
ぶ し ょ

で努力はしているが、子どもの予算の使
し

途
と

に関する評価
ひょうか

や市全体の予算の中で子どもに特化した予算をまとめ・分析
ぶんせき

・評価
ひょうか

す

るといった取り組みは行われていない。

子どもに関する予算については予算積算の段階
だんかい

で担当部署
ぶ し ょ

において検討
けんとう

していく。ま

た、予算の使途
し と

についての説明等については、学校教育の場において子どもたちに説

明をする機会が設
もう

けられるかどうかを教育委員会と協議しながら検討
けんとう

していきたい。広
こ

報
うほう

等で子どもにもわかりやすい財政
ざいせい

の仕組み等について掲載
けいさい

するなど検討
けんとう

していく。

7
子ども報告書

ほうこくしょ

の

定期的発行

子どもたちおよび子どもの権
けん

利
り

の状況
じょうきょう

に関する十分なモニタ

リングとデータ収集を確
かく

保
ほ

する

こと。

2

各課所管事業における統計
とうけい

データはあるが、「子どもにやさしいまちづくり」の進捗
しんちょく

度
ど

を

判断
はんだん

するために必要な情報
じょうほう

収集が十分にできているかは精査
せ い さ

が必要である。また、子

どもに関
かん

する報告書
ほうこくしょ

はまだ取りまとめられていない。

事務局
じむきょく

では、進捗
しんちょく

度を判断
はんだん

するために必要な情報
じょうほう

を精査
せ い さ

し、不足している場合には、

関連部署
ぶ し ょ

にデータ収集の働きかけを検討
けんとう

していく。

子どもに関する報告書
ほうこくしょ

等を参考にしたり、子どもの視点
し て ん

や子どもからの評価
ひょうか

等を取り入

れることができないかを検討
けんとう

していく。

8
子どもの人権

じんけん

の広
こ

報
うほう

おとなおよび子どもの間で子ど

もの人権
じんけん

に関する認識
にんしき

が定着

するようにすること。

3

子どもの人権
じんけん

に関して、既存
き ぞ ん

の計画に盛
も

り込
こ

む検討
けんとう

はされており、人権
じんけん

擁護
よ う ご

委員と連
れ

携
んけい

したり、教育カリキュラムに組み込
こ

んで指導
し ど う

を行っている。

一方で、子どもの人権
じんけん

に関する研修
けんしゅう

は、教職員
きょうしょくいん

対象には実施
じ っ し

されているが、それ以外

の職員
しょくいん

は受講
じゅこう

の機会が少なく、子どもの権利
け ん り

認知度
に ん ち ど

の定期的評価
ひょうか

も行われていな

い。

子どもの人権
じんけん

に関する認識
にんしき

定着に向けて、市役所職員
しょくいん

および子どものために働く人の

任用
にんよう

部署
ぶ し ょ

とも連携
れんけい

しながら、研修会
けんしゅう

や意見交換
こうかん

を行い職員
しょくいん

の意識
い し き

醸成
じょうせい

を図っていく。

子どもの権利
け ん り

の認知度
に ん ち

の定期的評価
ひょうか

については、評価
ひょうか

の指標も含
ふく

めて、実施
じ っ し

に向け

今後検討
けんとう

していく。

9

子どものための独
ど

立
くりつ

したアドボカ

シー

子どもの人権
じんけん

を促進
そくしん

するため、

NPO等の支援
しえん

、独立
どくりつ

の人権
じんけん

機

関-子どもオンブズマンや子ど

もコミッショナー-の設置
せっち

を進め

ること。

4

子どもへの支援
し え ん

を行うNPO等や業務
ぎょうむ

を委託
い た く

しているNPO等とも法の範囲内
はんいない

において相
そ

互
うご

の協議はされており、連携
れんけい

体制
たいせい

の整備
せ い び

などにおいては、概
おおむ

ね達成している。また、市

や育成会が支援
し え ん

奨励
しょうれい

している団体
だんたい

の活動は活発に行われている。

しかし、子どもの人権
じんけん

のためのオンブズマンについては、まだ検討
けんとう

されていない状況
じょうきょう

で

ある。

今後も全庁的
ぜんちょうてき

に企業
きぎょう

やNPO等とのパートナーシップを発展
はってん

させていく。

また、子どもオンブズマンや子どもの権利
け ん り

コミッショナーについて実践
じっせん

自治体に先行事

例等の情報
じょうほう

収集を行い、庁内
ちょうない

での取り組みについて検討
けんとう

していく。

10

子どもにやさしい

まちづくり宣言
せんげん

を

基本
き ほ ん

とする取り組

み（富谷市オリジ

ナル要素
よ う そ

）

「富谷市子どもにやさしいまち

づくり宣言
せんげん

」の５つの柱を基本
きほん

と

した取り組みを実施
じっし

すること。

5

子どもの権利
け ん り

条約
じょうやく

に基
もと

づく「富谷市子どもにやさしいまちづくり」に関連する事業として、

子どもを大切に守り育てるための取り組みや安全、安心の確保
か く ほ

、子どもが遊ぶ、学ぶた

めの環境整備、子どもの意見を市政
し せ い

に反映
はんえい

する事業等、市全体として５つの項目
こうもく

を意
い

識
しき

しながら、取り組みを積極的に実施
じ っ し

している。

「子どもにやさしいまちづくり宣言
せんげん

」の５つの柱となる担当部署
ぶ し ょ

の取り組みは継続
けいぞく

していく

と共に、子どもの意見を取り入れたり、子どもの視点
し て ん

を常
つね

に意識
い し き

した事業を実施
じ っ し

してい

く。

また、「富谷市子どもにやさしいまちづくり宣言
せんげん

」を庁内
ちょうない

のみならず、地域
ち い き

にもさらに広げ

ていくための取り組みを検討
けんとう

していく。

総合
そうごう

評価
ひょうか

構成
こうせい

要素
ようそ

１～10の評価
ひょうか

の平均 3.4

ユニセフ日本型
が た

子どもにやさしいまち（CFC)構成要素
こ う せ い よ う そ

による評価
ひ ょ う か

【富谷
と み や

市
し

】（令和２年度）

構成
こうせい

要素
よ う そ

担当部署における自己評価

•市役所全庁においてユニセフ「日本型子ど

もにやさしいまち（CFC）モデル構成要素10

項目及びチェックリスト」【富谷市版】を

用いてルーブリック評価を実施しました。

•評価内容について、子どもにやさしいまち

づくりの視点でヒヤリングを実施しました。

構成要素毎の評価

•10の構成要素毎の各項目について、取り組

みの過程や進捗度をまとめ、市全体として

の視点でルーブリック評価を行いました。

•判定基準を定めて

構成要素毎に点数化

しました。

総合評価

•ルーブリック評価と判定基準により点数

化した10の構成要素の評価の内容と数値

の平均を富谷市の令和２年度の評価とし

ました。
◎、○の割合が

80％以上➡5

60～79％➡4

40～59％➡3

20～39％➡2

20％未満➡1


