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１ 佐倉市子ども・子育て支援事業計画策定の経過 

 

年月日 会議名称 概要 

Ｈ26.5.26 
第１回  
佐倉市子育て支援推進委員会 

・子ども・子育て支援新制度について 
・佐倉市の子育て支援の取り組み状況について 
・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用
定員の設定について 

Ｈ26.7.4 
第２回  
佐倉市子育て支援推進委員会 

・（仮称）佐倉市子ども・子育て支援事業計画（素案）
について（諮問） 

・部会の設置について 
・子ども・子育て支援新制度に係る各種基準関係につ
いて 

Ｈ26.8.1 
第１回  
佐倉市子育て支援推進委員会 
専門部会 

（仮称）佐倉市子ども・子育て支援事業計画（素案）
について 

・教育・保育提供区域の設定について 
・目標実現のための施策に関してのご意見について 

Ｈ26.8.26 
第２回  
佐倉市子育て支援推進委員会 
専門部会 

（仮称）佐倉市子ども・子育て支援事業計画（素案）
について 

・「量の見込み」と「確保の内容」について 
・目標実現のための施策に関してのご意見について 

Ｈ26.9.27 
第３回  
佐倉市子育て支援推進委員会 
専門部会 

（仮称）佐倉市子ども・子育て支援事業計画（素案）
について 

・計画の基本的な考え方について 
・子ども・子育て支援施策について 
・基本施策の展開における施策・事業の整理について 

Ｈ26.10.14 
第３回  
佐倉市子育て支援推進委員会 

・（仮称）佐倉市子ども・子育て支援事業計画（素案）
について（専門部会からの報告） 

Ｈ26.10.28 
第４回  
佐倉市子育て支援推進委員会 

（仮称）佐倉市子ども・子育て支援事業計画（素案）
について 

・基本施策の展開について 
・計画の基本的な考え方について 

Ｈ26.11.13 
第５回  
佐倉市子育て支援推進委員会 

・（仮称）佐倉市子ども・子育て支援事業計画（素案）
について（答申） 

Ｈ26.12.12 
第１回  
佐倉市子ども・子育て支援 
事業計画策定庁内検討会 

（仮称）佐倉市子ども・子育て支援事業計画（素案）
について 

・「第５章 基本施策の展開」について 

Ｈ26.12.19 
第２回  
佐倉市子ども・子育て支援 
事業計画策定庁内検討会 

（仮称）佐倉市子ども・子育て支援事業計画（素案）
について 

・「第５章 基本施策の展開」について 
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年月日 会議名称 概要 

Ｈ27.1.14 第 112 回政策調整会議 

佐倉市子ども・子育て支援事業計画（素案）について（付
議） 

・素案の内容決定、並びに市民意見公募手続きの実施につ
いて 

Ｈ27.2.○～ 
Ｈ27.2.○ 

パブリックコメント ・意見公募期間１５日間 

Ｈ27.3.○ 
パブリックコメント 
結果公表 

・意見 ○人、○件 

Ｈ27.3.○ 計画策定  
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２ 佐倉市子育て支援推進委員会条例 

平成15年12月26日条例第47号 
改正 

平成17年３月24日条例第11号 
平成25年３月29日条例第15号 
平成25年10月１日横書き施行 
平成25年10月１日条例第36号 

（設置） 
第１条 市における子育て支援の推進を図るため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第

３項の規定により佐倉市子育て支援推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
（所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、子育て支援の推進に関し必要な事項を調査し、審議するもの
とする。 
（組織） 

第３条 委員会は、委員21人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命
する。 
(１) 学識経験者 
(２) 医師又は歯科医師 
(３) 民生委員・児童委員 
(４) 主任児童委員 
(５) 保育園の園長 
(６) 幼稚園の園長 
(７) 小学校又は中学校の校長 
(８) 保育園、幼稚園、小学校又は中学校に在籍する者の保護者 
(９) 市民 
(10) 佐倉市立児童センター設置及び管理に関する条例（昭和54年佐倉市条例第12号）に規定する

佐倉市立児童センター又は佐倉市立学童保育所設置及び管理に関する条例（平成３年佐倉市条例
第28号）に規定する佐倉市立学童保育所の施設長 

（任期） 
第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 
２ 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
３ 委員が委嘱され、又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみ

なす。 
（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選により定める。 
２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 
第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が会議の議

長となる。 
２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 
３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 
第７条 委員会の庶務は、子育て支援主管課において処理する。 

（委任） 
第８条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 
（施行期日） 

１ この条例は、平成16年４月１日から施行する。 
（佐倉市立保育園の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

２ 佐倉市立保育園の設置及び管理に関する条例（昭和62年佐倉市条例第６号）の一部を次のように
改正する。 

（次のよう略） 
附 則（平成17年３月24日条例第11号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（平成25年３月29日条例第15号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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附 則（平成25年10月１日条例第36号） 
（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
（経過措置） 

２ この条例は、公布の日に佐倉市条例の左横書き化等に関する条例（平成25年佐倉市条例第26号）
の例により、左横書きに改めるものとする。 
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３ 佐倉市子育て支援推進委員会条例施行規則 

平成16年２月13日規則第４号 
改正 

平成25年10月１日横書き施行 
平成25年10月３日規則第41号 

佐倉市子育て支援推進委員会条例施行規則 
（趣旨） 

第１条 この規則は、佐倉市子育て支援推進委員会条例（平成15年佐倉市条例第47号。以下
「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 
（委員の定数） 

第２条 条例第３条に規定する佐倉市子育て支援推進委員会（以下「委員会」という。）の
委員の定数は、次に掲げるとおりとする。 
(１) 条例第３条第１号に定める者 ３人以内 
(２) 条例第３条第２号に定める者 ２人以内 
(３) 条例第３条第３号に定める者 ２人以内 
(４) 条例第３条第４号に定める者 １人 
(５) 条例第３条第５号に定める者 ２人以内 
(６) 条例第３条第６号に定める者 ２人以内 
(７) 条例第３条第７号に定める者 ２人以内 
(８) 条例第３条第８号に定める者 ４人以内 
(９) 条例第３条第９号に定める者 ２人以内 
(10) 条例第３条第10号に定める者 １人 
（専門部会） 

第３条 委員会は、専門的事項に関する調査研究のため、委員会の会議の決定により専門部
会（以下「部会」という。）を設けることができる。 

２ 部会の部会員は、委員の中から委員長が指名するものとする。 
３ 部会に部会長及び副部会長各１人を置き、部会員の互選により定める。 
４ 部会長は、部会を総理し、部会を代表する。 
５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
６ 部会の会議は、必要に応じ部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。 
７ 部会長は、部会の会議の結果を委員長に報告しなければならない。 

附 則 
この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年10月３日規則第41号） 
この規則は、公布の日から施行する。 
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４ 佐倉市子育て支援推進委員会委員名簿 

区分 氏名 備考 
専門 

部会 

学識経験者 田中 幸 
委員長 

千葉敬愛短期大学 専任講師 

副部会長

○ 

学識経験者 網仲 純子 
副委員長 

佐倉市商工会議所 厚生労働委員会委員長  
 

学識経験者 早坂 惠子 千葉女子専門学校教頭 
部会長 

○ 

医師 澤井 清 印旛市郡医師会佐倉地区医師会推薦  

歯科医師 松田 光弘 印旛郡市歯科医師会佐倉地区推薦  

民生委員・児童委員 山村 和子 佐倉市民生委員・児童委員協議会推薦  

主任児童委員 石田 絹代 佐倉市民生委員・児童委員協議会推薦  

保育園の園長 

（私立） 
長島 成幸 

吉見光の子保育園長 

（私立保育園長会推薦） 
○ 

幼稚園の園長 

（私立） 
平岡 立行 

佐倉くるみ幼稚園長 

（私立幼稚園会推薦） 
○ 

小学校長 日暮 美智子 
佐倉東小学校長 

（小学校・中学校校長会推薦） 
 

中学校長 中臺 信夫 
根郷中学校長 

（小学校・中学校校長会推薦） 
 

保育園、幼稚園、小学校 

又は中学校の保護者 
徳永 由美子 公募  

保育園、幼稚園、小学校 

又は中学校の保護者 
堀 桃子 公募 ○ 

保育園、幼稚園、小学校 

又は中学校の保護者 
兵頭 佐紀 公募  

市民 田代 和美 公募 ○ 

市民 奥山 旦子 公募  

児童センター又は 

学童保育所長 
小野寺 光彦 公募  
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５ 佐倉市子ども・子育て支援事業計画策定庁内検討会設置要綱 

（設置） 
第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年８月２２日法律第６５号）に基づく市町村子ども・子育
て支援事業計画（以下「事業計画」という。）の策定に先立ち、庁内関係各課の意見を調整するため、
佐倉市子ども・子育て支援事業計画策定庁内検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 
（所掌事項） 
第２条 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。 
（１）事業計画における子育て支援施策の策定に関すること。 
（２）その他検討会が必要と認めること。 
（組織） 
第３条 検討会は、別表に掲げる者をもって組織する。 
（会長及び副会長） 
第４条 会長は、子育て支援課長をもって充て、副会長は委員の互選により定める。 
２ 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
（会議） 
第５条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 
２ 会長は、必要と認めるときは、会議に関係者及び関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くこ
とができる。 
（庶務） 
第６条 検討会の庶務は、健康こども部子育て支援課が処理する。 
（補則） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 
附 則（平成２６年１２月１日決裁２６佐子第１３１３号） 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成２６年１２月１日から施行する。 
 （有効期限） 
２ この要綱は、事業計画が公表された日をもって、その効力を失う。 
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６ 子ども・子育て支援法 

発令    ：平成 24 年 8月 22 日号外法律第 65 号 
最終改正：平成 26 年 6月 13 日号外法律第 69 号 
改正内容：平成 26 年 4月 23 日号外法律第 28 号[平成 26 年 10 月 1 日] 
 
○子ども・子育て支援法 
〔平成二十四年八月二十二日号外法律第六十五号〕 
〔総理・厚生労働大臣署名〕 
子ども・子育て支援法をここに公布する。 
子ども・子育て支援法 
目次 
第一章 総則（第一条―第七条） 
第二章 子ども・子育て支援給付 
第一節 通則（第八条） 
第二節 子どものための現金給付（第九条・第十条） 
第三節 子どものための教育・保育給付 
第一款 通則（第十一条―第十八条） 
第二款 支給認定等（第十九条―第二十六条） 
第三款 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給（第二十七条―第三十条） 
第三章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者 
第一節 特定教育・保育施設（第三十一条―第四十二条） 
第二節 特定地域型保育事業者（第四十三条―第五十四条） 
第三節 業務管理体制の整備等（第五十五条―第五十七条） 
第四節 教育・保育に関する情報の報告及び公表（第五十八条） 
第四章 地域子ども・子育て支援事業（第五十九条） 
第五章 子ども・子育て支援事業計画（第六十条―第六十四条） 
第六章 費用等（第六十五条―第七十一条） 
第七章 子ども・子育て会議等（第七十二条―第七十七条） 
第八章 雑則（第七十八条―第八十二条） 
第九章 罰則（第八十三条―第八十七条） 
附則 
第一章 総則 
（目的） 
第一条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化
に鑑み、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）その他の子どもに関する法律による施策と相
まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、
もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。 
（基本理念） 
第二条 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとい
う基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野におけるすべての構成員
が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。 
２ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、すべての子どもが健や
かに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない。 
３ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率
的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 
（市町村等の責務） 
第三条 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 
一 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必
要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。 
二 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援
事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用するために必要な援助を行うとともに、関係機関との
連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。 
三 子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき、多様な施
設又は事業者から、良質かつ適切な教育及び保育その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に
提供されるよう、その提供体制を確保すること。 
２ 都道府県は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業が適正かつ
円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、子ども・子育て支
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援のうち、特に専門性の高い施策及び各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な施策を講じなけ
ればならない。 
３ 国は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業その他この法律に
基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県と相互に連携を図りながら、子ども・
子育て支援の提供体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 
（事業主の責務） 
第四条 事業主は、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家
庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子
育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければな
らない。 
（国民の責務） 
第五条 国民は、子ども・子育て支援の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公
共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。 
（定義） 
第六条 この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間に
ある者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 
２ この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監
護する者をいう。 
第七条 この法律において「子ども・子育て支援」とは、すべての子どもの健やかな成長のために適
切な環境が等しく確保されるよう、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者
が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援をいう。 
２ この法律において「教育」とは、満三歳以上の小学校就学前子どもに対して義務教育及びその後
の教育の基礎を培うものとして教育基本法（平成十八年法律第百二十号）第六条第一項に規定する法
律に定める学校において行われる教育をいう。 
３ この法律において「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項に規定する保育をいう。 
４ この法律において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提
供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。）第二条第六項
に規定する認定こども園（以下「認定こども園」という。）、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六
号）第一条に規定する幼稚園（認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条
第九項の規定による公示がされたものを除く。以下「幼稚園」という。）及び児童福祉法第三十九条第
一項に規定する保育所（認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第九項の規定によ
る公示がされたものを除く。以下「保育所」という。）をいう。 
５ この法律において「地域型保育」とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内
保育をいい、「地域型保育事業」とは、地域型保育を行う事業をいう。 
６ この法律において「家庭的保育」とは、児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業
として行われる保育をいう。 
７ この法律において「小規模保育」とは、児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業
として行われる保育をいう。 
８ この法律において「居宅訪問型保育」とは、児童福祉法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問
型保育事業として行われる保育をいう。 
９ この法律において「事業所内保育」とは、児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保
育事業として行われる保育をいう。 
第二章 子ども・子育て支援給付 
第一節 通則 
（子ども・子育て支援給付の種類） 
第八条 子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付及び子どものための教育・保育給付と
する。 
第二節 子どものための現金給付 
第九条 子どものための現金給付は、児童手当（児童手当法（昭和四十六年法律第七十三号）に規定
する児童手当をいう。以下同じ。）の支給とする。 
第十条 子どものための現金給付については、この法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法
の定めるところによる。 
第三節 子どものための教育・保育給付 
第一款 通則 
（子どものための教育・保育給付） 
第十一条 子どものための教育・保育給付は、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費
及び特例地域型保育給付費の支給とする。 
（不正利得の徴収） 
第十二条 市町村は、偽りその他不正の手段により子どものための教育・保育給付を受けた者がある
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ときは、その者から、その子どものための教育・保育給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収
することができる。 
２ 市町村は、第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設又は第二十九条第一項に規定する特
定地域型保育事業者が、偽りその他不正の行為により第二十七条第五項（第二十八条第四項において
準用する場合を含む。）又は第二十九条第五項（第三十条第四項において準用する場合を含む。）の規
定による支払を受けたときは、当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者から、その支払っ
た額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額を
徴収することができる。 
３ 前二項の規定による徴収金は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百三十一条の三
第三項に規定する法律で定める歳入とする。 
（報告等） 
第十三条 市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律
の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者若しくは小学校就
学前子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告
若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 
２ 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、か
つ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 
３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
第十四条 市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律
の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育（教育又は保育
をいう。以下同じ。）を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告
若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若
しくは当該教育・保育を行う施設若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物
件を検査させることができる。 
２ 前条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定に
よる権限について準用する。 
（内閣総理大臣又は都道府県知事の教育・保育に関する調査等） 
第十五条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると
認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、子どものための教育・保育給付に係る小学校
就学前子ども若しくは小学校就学前子どもの保護者又はこれらの者であった者に対し、当該子どもの
ための教育・保育給付に係る教育・保育の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しく
は提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 
２ 内閣総理大臣又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認める
ときは、この法律の施行に必要な限度において、教育・保育を行った者若しくはこれを使用した者に
対し、その行った教育・保育に関し、報告若しくは当該教育・保育の提供の記録、帳簿書類その他の
物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。 
３ 第十三条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定に
よる権限について準用する。 
（資料の提供等） 
第十六条 市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律
の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者又は小学校就学前
子どもの扶養義務者（民法（明治二十九年法律第八十九号）に規定する扶養義務者をいう。附則第六
条において同じ。）の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供
を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは小学校就学前子どもの保護者の雇用主その他の関
係人に報告を求めることができる。 
（受給権の保護） 
第十七条 子どものための教育・保育給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえ
ることができない。 
（租税その他の公課の禁止） 
第十八条 租税その他の公課は、子どものための教育・保育給付として支給を受けた金品を標準とし
て、課することができない。 
第二款 支給認定等 
（支給要件） 
第十九条 子どものための教育・保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その
小学校就学前子どもの第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、第二十八条第一項第二号に規定
する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、第二十九条第一項に規定する特定地域型保
育又は第三十条第一項第四号に規定する特例保育の利用について行う。 
一 満三歳以上の小学校就学前子ども（次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。） 
二 満三歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事
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由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 
三 満三歳未満の小学校就学前子どもであって、前号の内閣府令で定める事由により家庭において必
要な保育を受けることが困難であるもの 
２ 内閣総理大臣は、前項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚
生労働大臣に協議しなければならない。 
（市町村の認定等） 
第二十条 前条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付
を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子ども
ごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する同項各号に掲げ
る小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。 
２ 前項の認定は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、小学
校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子ど
もの保護者の現在地の市町村が行うものとする。 
３ 市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前子ども
が前条第一項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、政令で定め
るところにより、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量（月を単位として内閣府令で定める期間
において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する
保育の量をいう。以下同じ。）の認定を行うものとする。 
４ 市町村は、第一項及び前項の認定（以下「支給認定」という。）を行ったときは、その結果を当該
支給認定に係る保護者（以下「支給認定保護者」という。）に通知しなければならない。この場合にお
いて、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該支給認定に係る小学校就学前子ども（以下「支
給認定子ども」という。）の該当する前条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量
その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証（以下「支給認定証」という。）を交付するものとす
る。 
５ 市町村は、第一項の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受
ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知する
ものとする。 
６ 第一項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければなら
ない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別
な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該保護者に対し、当該申請に対す
る処分をするためになお要する期間（次項において「処理見込期間」という。）及びその理由を通知し、
これを延期することができる。 
７ 第一項の規定による申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若し
くは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分が
されないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。 
（支給認定の有効期間） 
第二十一条 支給認定は、内閣府令で定める期間（以下「支給認定の有効期間」という。）内に限り、
その効力を有する。 
（届出） 
第二十二条 支給認定保護者は、支給認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、
市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で
定める書類その他の物件を提出しなければならない。 
（支給認定の変更） 
第二十三条 支給認定保護者は、現に受けている支給認定に係る当該支給認定子どもの該当する第十
九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を変
更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、支給認定の変更の認定を
申請することができる。 
２ 市町村は、前項の規定による申請により、支給認定保護者につき、必要があると認めるときは、
支給認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該変更の認定に係る支
給認定保護者に対し、支給認定証の提出を求めるものとする。 
３ 第二十条第二項、第三項、第四項前段及び第五項から第七項までの規定は、前項の支給認定の変
更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 
４ 市町村は、職権により、支給認定保護者につき、第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子
どもに該当する支給認定子どもが満三歳に達したときその他必要があると認めるときは、内閣府令で
定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村は、内
閣府令で定めるところにより、当該変更の認定に係る支給認定保護者に対し、支給認定証の提出を求
めるものとする。 
５ 第二十条第二項、第三項及び第四項前段の規定は、前項の支給認定の変更の認定について準用す
る。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 
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６ 市町村は、第二項又は第四項の支給認定の変更の認定を行った場合には、内閣府令で定めるとこ
ろにより、支給認定証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。 
（支給認定の取消し） 
第二十四条 支給認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができ
る。 
一 当該支給認定に係る満三歳未満の小学校就学前子どもが、支給認定の有効期間内に、第十九条第
一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。 
二 当該支給認定保護者が、支給認定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を
有するに至ったと認めるとき。 
三 その他政令で定めるとき。 
２ 前項の規定により支給認定の取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取
消しに係る支給認定保護者に対し支給認定証の返還を求めるものとする。 
（都道府県による援助等） 
第二十五条 都道府県は、市町村が行う第二十条、第二十三条及び前条の規定による業務に関し、そ
の設置する福祉事務所（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所を
いう。）、児童相談所又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を
行うことができる。 
（内閣府令への委任） 
第二十六条 この款に定めるもののほか、支給認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府
令で定める。 
第三款 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給 
（施設型給付費の支給） 
第二十七条 市町村は、支給認定子どもが、支給認定の有効期間内において、市町村長（特別区の区
長を含む。以下同じ。）が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設（以下「特定
教育・保育施設」という。）から当該確認に係る教育・保育（地域型保育を除き、第十九条第一項第一
号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにあっては認定こども園において受ける教
育・保育（保育にあっては、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して提
供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時
間及び期間の範囲内において行われるものに限る。）又は幼稚園において受ける教育に限り、同項第二
号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにあっては認定こども園において受ける教
育・保育又は保育所において受ける保育に限り、同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子どもにあっては認定こども園又は保育所において受ける保育に限る。以下「特定教育・保
育」という。）を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該支給認定子どもに係る支給認定
保護者に対し、当該特定教育・保育（保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。以下「支
給認定教育・保育」という。）に要した費用について、施設型給付費を支給する。 
２ 特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けようとする支給認定子どもに係る支給認定保
護者は、内閣府令で定めるところにより、特定教育・保育施設に支給認定証を提示して当該支給認定
教育・保育を当該支給認定子どもに受けさせるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない
事由のある場合については、この限りでない。 
３ 施設型給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額（当
該額が零を下回る場合には、零とする。）とする。 
一 第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・保育施設
の所在する地域等を勘案して算定される特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大
臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を
超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額） 
二 政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案
して市町村が定める額 
４ 内閣総理大臣は、第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令を定め、又は変更しよう
とするとき、及び前項第一号の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第一項の一
日当たりの時間及び期間を定める内閣府令については文部科学大臣に、前項第一号の基準については
文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意
見を聴かなければならない。 
５ 支給認定子どもが特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けたときは、市町村は、当該
支給認定子どもに係る支給認定保護者が当該特定教育・保育施設に支払うべき当該支給認定教育・保
育に要した費用について、施設型給付費として当該支給認定保護者に支給すべき額の限度において、
当該支給認定保護者に代わり、当該特定教育・保育施設に支払うことができる。 
６ 前項の規定による支払があったときは、支給認定保護者に対し施設型給付費の支給があったもの
とみなす。 
７ 市町村は、特定教育・保育施設から施設型給付費の請求があったときは、第三項第一号の内閣総
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理大臣が定める基準及び第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関す
る基準（特定教育・保育の取扱いに関する部分に限る。）に照らして審査の上、支払うものとする。 
８ 前各項に定めるもののほか、施設型給付費の支給及び特定教育・保育施設の施設型給付費の請求
に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 
（特例施設型給付費の支給） 
第二十八条 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めると
ころにより、第一号に規定する特定教育・保育に要した費用、第二号に規定する特別利用保育に要し
た費用又は第三号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給付費を支給すること
ができる。 
一 支給認定子どもが、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者が第二十条第一項の規定による申
請をした日から当該支給認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由によ
り特定教育・保育を受けたとき。 
二 第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが、特定教育・保
育施設（保育所に限る。）から特別利用保育（同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子
どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める
一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われる保育（地域型保育を除く。）をいう。以下同じ。）
を受けたとき（地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が
認めるときに限る。）。 
三 第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが、特定教育・保
育施設（幼稚園に限る。）から特別利用教育（教育のうち同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子どもに対して提供されるものをいい、特定教育・保育を除く。以下同じ。）を受けたとき。 
２ 特例施設型給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とす
る。 
一 特定教育・保育 前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その
額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費
用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事
情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）を基準
として市町村が定める額 
二 特別利用保育 特別利用保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により
算定した費用の額（その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別
利用保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所
得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、
零とする。） 
三 特別利用教育 特別利用教育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により
算定した費用の額（その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別
利用教育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所
得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、
零とする。） 
３ 内閣総理大臣は、第一項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするとき、並びに前項第二
号及び第三号の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第一項第二号の内閣府令に
ついては文部科学大臣に、前項第二号及び第三号の基準については文部科学大臣及び厚生労働大臣に
協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。 
４ 前条第二項及び第五項から第七項までの規定は、特例施設型給付費（第一項第一号に係るものを
除く。第四十条第一項第四号において同じ。）の支給について準用する。この場合において、必要な技
術的読替えは、政令で定める。 
５ 前各項に定めるもののほか、特例施設型給付費の支給及び特定教育・保育施設の特例施設型給付
費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 
（地域型保育給付費の支給） 
第二十九条 市町村は、支給認定子ども（第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当
する支給認定子どもに限る。以下「満三歳未満保育認定子ども」という。）が、支給認定の有効期間内
において、当該市町村の長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育
を行う事業者（以下「特定地域型保育事業者」という。）から当該確認に係る地域型保育（以下「特定
地域型保育」という。）を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該満三歳未満保育認定子
どもに係る支給認定保護者に対し、当該特定地域型保育（保育必要量の範囲内のものに限る。以下「満
三歳未満保育認定地域型保育」という。）に要した費用について、地域型保育給付費を支給する。 
２ 特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする満三歳未満保育認定
子どもに係る支給認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定地域型保育事業者に支給認定
証を提示して当該満三歳未満保育認定地域型保育を当該満三歳未満保育認定子どもに受けさせるもの
とする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。 
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３ 地域型保育給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た
額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）とする。 
一 地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行
う事業所（以下「特定地域型保育事業所」という。）の所在する地域等を勘案して算定される当該特定
地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（そ
の額が現に当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に満三歳未
満保育認定地域型保育に要した費用の額） 
二 政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案
して市町村が定める額 
４ 内閣総理大臣は、前項第一号の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労
働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならな
い。 
５ 満三歳未満保育認定子どもが特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けた
ときは、市町村は、当該満三歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者が当該特定地域型保育事業
者に支払うべき当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用について、地域型保育給付費として
当該支給認定保護者に支給すべき額の限度において、当該支給認定保護者に代わり、当該特定地域型
保育事業者に支払うことができる。 
６ 前項の規定による支払があったときは、支給認定保護者に対し地域型保育給付費の支給があった
ものとみなす。 
７ 市町村は、特定地域型保育事業者から地域型保育給付費の請求があったときは、第三項第一号の
内閣総理大臣が定める基準及び第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営
に関する基準（特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。）に照らして審査の上、支払うものとす
る。 
８ 前各項に定めるもののほか、地域型保育給付費の支給及び特定地域型保育事業者の地域型保育給
付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 
（特例地域型保育給付費の支給） 
第三十条 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるとこ
ろにより、当該特定地域型保育（第三号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範
囲内のものに限る。）に要した費用又は第四号に規定する特例保育（第十九条第一項第二号又は第三号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係るものにあっては、保育必要量の範囲内
のものに限る。）に要した費用について、特例地域型保育給付費を支給することができる。 
一 満三歳未満保育認定子どもが、当該満三歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者が第二十条
第一項の規定による申請をした日から当該支給認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他
やむを得ない理由により特定地域型保育を受けたとき。 
二 第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが、特定地域型保
育事業者から特定地域型保育（同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して
提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの
時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。次項及び附則第九条第一項第三号イにおいて「特
別利用地域型保育」という。）を受けたとき（地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘
案して必要があると市町村が認めるときに限る。）。 
三 第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが、特定地域型保
育事業者から特定利用地域型保育（特定地域型保育のうち同号に掲げる小学校就学前子どもに該当す
る支給認定子どもに対して提供されるものをいう。次項において同じ。）を受けたとき（地域における
同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る教育・保育の体制の整備の状況そ
の他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。）。 
四 特定教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難である離島その他の地域であって内閣総
理大臣が定める基準に該当するものに居住地を有する支給認定保護者に係る支給認定子どもが、特例
保育（特定教育・保育及び特定地域型保育以外の保育をいい、第十九条第一項第一号に掲げる小学校
就学前子どもに該当する支給認定子どもに係るものにあっては、同号に掲げる小学校就学前子どもに
該当する支給認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案し
て内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。以下同じ。）を
受けたとき。 
２ 特例地域型保育給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額
とする。 
一 特定地域型保育（特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。） 
前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特定地域
型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額）から政令で定
める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が
定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）を基準として市町村が定める
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額 
二 特別利用地域型保育 特別利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定め
る基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えると
きは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認
定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当
該額が零を下回る場合には、零とする。） 
三 特定利用地域型保育 特定利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定め
る基準により算定した費用の額（その額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えると
きは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認
定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当
該額が零を下回る場合には、零とする。） 
四 特例保育 特例保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した
費用の額（その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した
費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の
事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）を基
準として市町村が定める額 
３ 内閣総理大臣は、第一項第二号及び第四号の内閣府令を定め、又は変更しようとするとき、並び
に前項第二号から第四号までの基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第一項第二
号及び第四号の内閣府令については文部科学大臣に、前項第三号の基準については厚生労働大臣に、
同項第二号及び第四号の基準については文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、第七十
二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。 
４ 前条第二項及び第五項から第七項までの規定は、特例地域型保育給付費（第一項第二号及び第三
号に係るものに限る。第五十二条第一項第四号において同じ。）の支給について準用する。この場合に
おいて、必要な技術的読替えは、政令で定める。 
５ 前各項に定めるもののほか、特例地域型保育給付費の支給及び特定地域型保育事業者の特例地域
型保育給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 
第三章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者 
第一節 特定教育・保育施設 
（特定教育・保育施設の確認） 
第三十一条 第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者
（国（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。
附則第七条において同じ。）を除き、法人に限る。以下同じ。）の申請により、次の各号に掲げる教育・
保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町
村長が行う。 
一 認定こども園 第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 
二 幼稚園 第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分 
三 保育所 第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同項第三号に掲げる小学
校就学前子どもの区分 
２ 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらか
じめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、
その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなけれ
ばならない。 
３ 市町村長は、第一項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、内閣
府令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。 
（特定教育・保育施設の確認の変更） 
第三十二条 特定教育・保育施設の設置者は、第二十七条第一項の確認において定められた利用定員
を増加しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定教育・保育施設
に係る同項の確認の変更を申請することができる。 
２ 前条第三項の規定は、前項の確認の変更の申請があった場合について準用する。この場合におい
て、必要な技術的読替えは、政令で定める。 
３ 市町村長は、前項の規定により前条第三項の規定を準用する場合のほか、第二十七条第一項の確
認において定めた利用定員を変更しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、
都道府県知事に協議しなければならない。 
（特定教育・保育施設の設置者の責務） 
第三十三条 特定教育・保育施設の設置者は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正
当な理由がなければ、これを拒んではならない。 
２ 特定教育・保育施設の設置者は、第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの
当該特定教育・保育施設における前項の申込みに係る支給認定子ども及び当該特定教育・保育施設を
現に利用している支給認定子どもの総数が、当該区分に応ずる当該特定教育・保育施設の第二十七条
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第一項の確認において定められた利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところ
により、前項の申込みに係る支給認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。 
３ 内閣総理大臣は、前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学
大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。 
４ 特定教育・保育施設の設置者は、支給認定子どもに対し適切な教育・保育（地域型保育を除く。
以下この項及び次項において同じ。）を提供するとともに、市町村、児童相談所、児童福祉法第七条第
一項に規定する児童福祉施設（第四十五条第四項において「児童福祉施設」という。）、教育機関その
他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な教育・保育を小学校就学前子どもの置かれている状
況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。 
５ 特定教育・保育施設の設置者は、その提供する教育・保育の質の評価を行うことその他の措置を
講ずることにより、教育・保育の質の向上に努めなければならない。 
６ 特定教育・保育施設の設置者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律又は
この法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。 
（特定教育・保育施設の基準） 
第三十四条 特定教育・保育施設の設置者は、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該
各号に定める基準（以下「教育・保育施設の認可基準」という。）を遵守しなければならない。 
一 認定こども園 認定こども園法第三条第一項の規定により都道府県の条例で定める要件（当該認
定こども園が同項の認定を受けたものである場合又は同項の条例で定める要件に適合しているものと
して同条第九項の規定による公示がされたものである場合に限る。）、同条第三項の規定により都道府
県の条例で定める要件（当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合又は同項の条例で定
める要件に適合しているものとして同条第九項の規定による公示がされたものである場合に限る。）又
は同法第十三条第一項の規定により都道府県（地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又
は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「指定都市等」という。）の区域内に所在する幼
保連携型認定こども園（認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以
下同じ。）（都道府県が設置するものを除く。第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号において「指
定都市等所在幼保連携型認定こども園」という。）については、当該指定都市等）の条例で定める設備
及び運営についての基準（当該認定こども園が幼保連携型認定こども園である場合に限る。） 
二 幼稚園 学校教育法第三条に規定する学校の設備、編制その他に関する設置基準（幼稚園に係る
ものに限る。） 
三 保育所 児童福祉法第四十五条第一項の規定により都道府県（指定都市等又は同法第五十九条の
四第一項に規定する児童相談所設置市（以下「児童相談所設置市」という。）の区域内に所在する保育
所（都道府県が設置するものを除く。第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号において「指定都
市等所在保育所」という。）については、当該指定都市等又は児童相談所設置市）の条例で定める児童
福祉施設の設備及び運営についての基準（保育所に係るものに限る。） 
２ 特定教育・保育施設の設置者は、市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準
に従い、特定教育・保育（特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあって
は、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下この節において同じ。）を提供しなければならない。 
３ 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に
従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 
一 特定教育・保育施設に係る利用定員（第二十七条第一項の確認において定めるものに限る。第五
項及び次条第二項において「利用定員」という。） 
二 特定教育・保育施設の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保及び
秘密の保持並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるも
の 
４ 内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準を定め、又は変更しようとするとき、及
び同項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生
労働大臣に協議するとともに、特定教育・保育の取扱いに関する部分について第七十二条に規定する
子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。 
５ 特定教育・保育施設の設置者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は
第三十六条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始
日の前一月以内に当該特定教育・保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少又は確認の辞退
の日以後においても引き続き当該特定教育・保育に相当する教育・保育の提供を希望する者に対し、
必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、他の特定教育・保育施設の設置者その他関係者との連
絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 
（変更の届出等） 
第三十五条 特定教育・保育施設の設置者は、設置者の住所その他の内閣府令で定める事項に変更が
あったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければな
らない。 
２ 特定教育・保育施設の設置者は、当該利用定員の減少をしようとするときは、内閣府令で定める
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ところにより、その利用定員の減少の日の三月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならな
い。 
（確認の辞退） 
第三十六条 特定教育・保育施設は、三月以上の予告期間を設けて、その確認を辞退することができ
る。 
（市町村長等による連絡調整又は援助） 
第三十七条 市町村長は、特定教育・保育施設の設置者による第三十四条第五項に規定する便宜の提
供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定教育・保育施設の設置者及び他の特定
教育・保育施設の設置者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該特定教育・保育施設の設置者及び
当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。 
２ 都道府県知事は、同一の特定教育・保育施設の設置者について二以上の市町村長が前項の規定に
よる連絡調整又は援助を行う場合において、当該特定教育・保育施設の設置者による第三十四条第五
項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連
絡調整又は当該特定教育・保育施設の設置者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言
その他の援助を行うことができる。 
３ 内閣総理大臣は、同一の特定教育・保育施設の設置者について二以上の都道府県知事が前項の規
定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該特定教育・保育施設の設置者による第三十四条
第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相
互間の連絡調整又は当該特定教育・保育施設の設置者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地
からの助言その他の援助を行うことができる。 
（報告等） 
第三十八条 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定
教育・保育施設又は特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若
しくは特定教育・保育施設の職員であった者（以下この項において「特定教育・保育施設の設置者で
あった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定
教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の職員若しくは特定教育・保育施設の設置者で
あった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・
保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所その他特定教育・保育施設の運営に関係のある場所
に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 
２ 第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規
定による権限について準用する。 
（勧告、命令等） 
第三十九条 市町村長は、特定教育・保育施設の設置者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認め
るときは、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべ
きことを勧告することができる。 
一 第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施設
型給付費の支給に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をしていない場合 当該基準を遵
守すること。 
二 第三十四条第五項に規定する便宜の提供を施設型給付費の支給に係る施設として適正に行ってい
ない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。 
２ 市町村長（指定都市等所在幼保連携型認定こども園については当該指定都市等の長を除き、指定
都市等所在保育所については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。第五項において同じ。）
は、特定教育・保育施設（指定都市等所在幼保連携型認定こども園及び指定都市等所在保育所を除く。
以下この項及び第五項において同じ。）の設置者が教育・保育施設の認可基準に従って施設型給付費の
支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨
を、当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等（教育・保育施設に係る認定こども園法
第十七条第一項、学校教育法第四条第一項若しくは児童福祉法第三十五条第四項の認可又は認定こど
も園法第三条第一項若しくは第三項の認定をいう。第五項及び次条第一項第二号において同じ。）を行
った都道府県知事に通知しなければならない。 
３ 市町村長は、第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定教育・保育施
設の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 
４ 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定教育・保育施設の設置者が、正当な理由がな
くてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定
めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 
５ 市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その
旨を、当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等を行った都道府県知事に通知しなけれ
ばならない。 
（確認の取消し等） 
第四十条 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設に
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係る第二十七条第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停
止することができる。 
一 特定教育・保育施設の設置者が、第三十三条第六項の規定に違反したと認められるとき。 
二 特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育施設の認可基準に従って施設型給付費の支給に係る
施設として適正な教育・保育施設の運営をすることができなくなったと当該特定教育・保育施設に係
る教育・保育施設の認可等を行った都道府県知事（指定都市等所在幼保連携型認定こども園について
は当該指定都市等の長とし、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又は児童相談所設置市
の長とする。）が認めたとき。 
三 特定教育・保育施設の設置者が、第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設
の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営
をすることができなくなったとき。 
四 施設型給付費又は特例施設型給付費の請求に関し不正があったとき。 
五 特定教育・保育施設の設置者が、第三十八条第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件
の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 
六 特定教育・保育施設の設置者又はその職員が、第三十八条第一項の規定により出頭を求められて
これに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定
による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定教育・保育施設の職員がその行
為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定教育・保育施設の設置者が相当の注意及
び監督を尽くしたときを除く。 
七 特定教育・保育施設の設置者が、不正の手段により第二十七条第一項の確認を受けたとき。 
八 前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、この法律その他国民の福祉若しく
は学校教育に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反した
とき。 
九 前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育に関し不正又は著しく
不当な行為をしたとき。 
十 特定教育・保育施設の設置者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる
者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行す
る社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含
む。以下同じ。）又はその長のうちに過去五年以内に教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をし
た者があるとき。 
２ 前項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者（政令で定め
る者を除く。）及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日とし
て政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第三十一条第一項の申請をすることがで
きない。 
（公示） 
第四十一条 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定教育・保育施設の設置者の名称、
当該特定教育・保育施設の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、
これを公示しなければならない。 
一 第二十七条第一項の確認をしたとき。 
二 第三十六条の規定による第二十七条第一項の確認の辞退があったとき。 
三 前条第一項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消し、又は確認の全部若しくは一部の効
力を停止したとき。 
（市町村によるあっせん及び要請） 
第四十二条 市町村は、特定教育・保育施設に関し必要な情報の提供を行うとともに、支給認定保護
者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定教育・保育施設を利用しようとする
支給認定子どもに係る支給認定保護者の教育・保育に係る希望、当該支給認定子どもの養育の状況、
当該支給認定保護者に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該支給認定子どもが適切に特定教
育・保育施設を利用できるよう、相談に応じ、必要な助言又は特定教育・保育施設の利用についての
あっせんを行うとともに、必要に応じて、特定教育・保育施設の設置者に対し、当該支給認定子ども
の利用の要請を行うものとする。 
２ 特定教育・保育施設の設置者は、前項の規定により行われるあっせん及び要請に対し、協力しな
ければならない。 
第二節 特定地域型保育事業者 
（特定地域型保育事業者の確認） 
第四十三条 第二十九条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者
の申請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所（以
下「地域型保育事業所」という。）ごとに、第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る
利用定員（事業所内保育の事業を行う事業所（以下「事業所内保育事業所」という。）にあっては、そ
の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育の事業を自ら施設
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を設置し、又は委託して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども（当該事業所内保育の事業が、事
業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校
就学前子どもとし、共済組合等（児童福祉法第六条の三第十二項第一号ハに規定する共済組合等をい
う。）に係るものにあっては共済組合等の構成員（同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。）の
監護する小学校就学前子どもとする。以下「労働者等の監護する小学校就学前子ども」という。）及び
その他の小学校就学前子どもごとに定める第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る
利用定員とする。）を定めて、市町村長が行う。 
２ 前項の確認は、当該確認をする市町村長がその長である市町村の区域に居住地を有する者に対す
る地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給について、その効力を有する。 
３ 市町村長は、第一項の規定により特定地域型保育事業（特定地域型保育を行う事業をいう。以下
同じ。）の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制
の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子
ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 
４ 市町村長は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る地域型保育事業所が当該市町
村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長（以下この条において「所在地市町村長」
という。）の同意を得ていないときは、第二十九条第一項の確認をしてはならない。ただし、第一項の
申請を受けた市町村長（以下この条において「被申請市町村長」という。）と所在地市町村長との協議
により、この項本文の規定による同意を要しないことについて所在地市町村長の同意があるときは、
この限りでない。 
５ 前項ただし書の規定により同項本文の規定が適用されない場合であって、第一項の申請に係る地
域型保育事業所（所在地市町村長の管轄する区域にあるものに限る。）について、次の各号に掲げると
きは、それぞれ当該各号に定める時に、当該申請者について、被申請市町村長による第二十九条第一
項の確認があったものとみなす。 
一 所在地市町村長が第二十九条第一項の確認をしたとき 当該確認がされた時 
二 所在地市町村長による第二十九条第一項の確認がされているとき 被申請市町村長が当該地域型
保育事業所に係る地域型保育事業を行う者から第一項の申請を受けた時 
６ 所在地市町村長による第二十九条第一項の確認についての第五十二条第一項の規定による取消し
又は効力の停止は、前項の規定により受けたものとみなされた被申請市町村長による第二十九条第一
項の確認の効力に影響を及ぼさない。 
（特定地域型保育事業者の確認の変更） 
第四十四条 特定地域型保育事業者は、第二十九条第一項の確認において定められた利用定員を増加
しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育事業者に係
る同項の確認の変更を申請することができる。 
２ 前条第四項から第六項までの規定は、前項の確認の変更の申請があった場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 
（特定地域型保育事業者の責務） 
第四十五条 特定地域型保育事業者は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理
由がなければ、これを拒んではならない。 
２ 特定地域型保育事業者は、前項の申込みに係る満三歳未満保育認定子ども及び当該特定地域型保
育事業者に係る特定地域型保育事業を現に利用している満三歳未満保育認定子どもの総数が、その利
用定員（第二十九条第一項の確認において定められた第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子
どもに係る利用定員をいう。）の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、前項
の申込みに係る満三歳未満保育認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。 
３ 内閣総理大臣は、前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働
大臣に協議しなければならない。 
４ 特定地域型保育事業者は、満三歳未満保育認定子どもに対し適切な地域型保育を提供するととも
に、市町村、教育・保育施設、児童相談所、児童福祉施設、教育機関その他の関係機関との緊密な連
携を図りつつ、良質な地域型保育を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、効
果的に行うように努めなければならない。 
５ 特定地域型保育事業者は、その提供する地域型保育の質の評価を行うことその他の措置を講ずる
ことにより、地域型保育の質の向上に努めなければならない。 
６ 特定地域型保育事業者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律又はこの法
律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。 
（特定地域型保育事業の基準） 
第四十六条 特定地域型保育事業者は、地域型保育の種類に応じ、児童福祉法第三十四条の十六第一
項の規定により市町村の条例で定める設備及び運営についての基準（以下「地域型保育事業の認可基
準」という。）を遵守しなければならない。 
２ 特定地域型保育事業者は、市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、
特定地域型保育を提供しなければならない。 
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３ 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に
従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 
一 特定地域型保育事業に係る利用定員（第二十九条第一項の確認において定めるものに限る。第五
項及び次条第二項において「利用定員」という。） 
二 特定地域型保育事業の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保及び
秘密の保持等並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定める
もの 
４ 内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準を定め、又は変更しようとするとき及び
同項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議する
とともに、特定地域型保育の取扱いに関する部分について第七十二条に規定する子ども・子育て会議
の意見を聴かなければならない。 
５ 特定地域型保育事業者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第四十
八条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前
一月以内に当該特定地域型保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少又は確認の辞退の日以
後においても引き続き当該特定地域型保育に相当する地域型保育の提供を希望する者に対し、必要な
地域型保育が継続的に提供されるよう、他の特定地域型保育事業者その他関係者との連絡調整その他
の便宜の提供を行わなければならない。 
（変更の届出等） 
第四十七条 特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業所の名称及び所在地その他内閣府令
で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村
長に届け出なければならない。 
２ 特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業の利用定員の減少をしようとするときは、内
閣府令で定めるところにより、その利用定員の減少の日の三月前までに、その旨を市町村長に届け出
なければならない。 
（確認の辞退） 
第四十八条 特定地域型保育事業者は、三月以上の予告期間を設けて、その確認を辞退することがで
きる。 
（市町村長等による連絡調整又は援助） 
第四十九条 市町村長は、特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円
滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定地域型保育事業者及び他の特定地域型保育事
業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該特定地域型保育事業者及び当該関係者に対する助言そ
の他の援助を行うことができる。 
２ 都道府県知事は、同一の特定地域型保育事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連
絡調整又は援助を行う場合において、当該特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する
便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当
該特定地域型保育事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行う
ことができる。 
３ 内閣総理大臣は、同一の特定地域型保育事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定によ
る連絡調整又は援助を行う場合において、当該特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定
する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調
整又は当該特定地域型保育事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の
援助を行うことができる。 
（報告等） 
第五十条 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定地
域型保育事業者又は特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった
者（以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿
書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業所
の職員若しくは特定地域型保育事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係
者に対して質問させ、若しくは特定地域型保育事業者の特定地域型保育事業所、事務所その他特定地
域型保育事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるこ
とができる。 
２ 第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規
定による権限について準用する。 
（勧告、命令等） 
第五十一条 市町村長は、特定地域型保育事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるとき
は、当該特定地域型保育事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告
することができる。 
一 地域型保育事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な地
域型保育事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。 
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二 第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従って地域
型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な特定地域型保育事業の運営をしていない場合 
当該基準を遵守すること。 
三 第四十六条第五項に規定する便宜の提供を地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適
正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。 
２ 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定地域型保育事業
者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 
３ 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定地域型保育事業者が、正当な理由がなくてそ
の勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定地域型保育事業者に対し、期限を定めて、その勧
告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 
４ 市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。 
（確認の取消し等） 
第五十二条 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定地域型保育事業
者に係る第二十九条第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力
を停止することができる。 
一 特定地域型保育事業者が、第四十五条第六項の規定に違反したと認められるとき。 
二 特定地域型保育事業者が、地域型保育事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事
業を行う者として適正な地域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。 
三 特定地域型保育事業者が、第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営
に関する基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な特定地域型保育事業
の運営をすることができなくなったとき。 
四 地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の請求に関し不正があったとき。 
五 特定地域型保育事業者が、第五十条第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若
しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 
六 特定地域型保育事業者又はその特定地域型保育事業所の職員が、第五十条第一項の規定により出
頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、
又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定地域型保育事業
所の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定地域型保育事業者が相
当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 
七 特定地域型保育事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の確認を受けたとき。 
八 前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律
で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 
九 前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、保育に関し不正又は著しく不当な行為を
したとき。 
十 特定地域型保育事業者が法人である場合において、当該法人の役員又はその事業所を管理する者
その他の政令で定める使用人のうちに過去五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者
があるとき。 
十一 特定地域型保育事業者が法人でない場合において、その管理者が過去五年以内に保育に関し不
正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 
２ 前項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者（政令で定め
る者を除く。）及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日とし
て政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第四十三条第一項の申請をすることがで
きない。 
（公示） 
第五十三条 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定地域型保育事業者の名称、当該
特定地域型保育事業所の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、
これを公示しなければならない。 
一 第二十九条第一項の確認をしたとき。 
二 第四十八条の規定による第二十九条第一項の確認の辞退があったとき。 
三 前条第一項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消し、又は確認の全部若しくは一部の効
力を停止したとき。 
（市町村によるあっせん及び要請） 
第五十四条 市町村は、特定地域型保育事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、支給認定保護
者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定地域型保育事業を利用しようとする
満三歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者の地域型保育に係る希望、当該満三歳未満保育認定
子どもの養育の状況、当該支給認定保護者に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該満三歳未
満保育認定子どもが適切に特定地域型保育事業を利用できるよう、相談に応じ、必要な助言又は特定
地域型保育事業の利用についてのあっせんを行うとともに、必要に応じて、特定地域型保育事業者に
対し、当該満三歳未満保育認定子どもの利用の要請を行うものとする。 
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２ 特定地域型保育事業者は、前項の規定により行われるあっせん及び要請に対し、協力しなければ
ならない。 
第三節 業務管理体制の整備等 
（業務管理体制の整備等） 
第五十五条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者（以下「特定教育・保育提供者」
という。）は、第三十三条第六項又は第四十五条第六項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣
府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。 
２ 特定教育・保育提供者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令
で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 
一 その確認に係るすべての教育・保育施設又は地域型保育事業所（その確認に係る地域型保育の種
類が異なるものを含む。次号において同じ。）が一の市町村の区域に所在する特定教育・保育提供者 市
町村長 
二 その確認に係る教育・保育施設又は地域型保育事業所が二以上の都道府県の区域に所在する特定
教育・保育提供者 内閣総理大臣 
三 前二号に掲げる特定教育・保育提供者以外の特定教育・保育提供者 都道府県知事 
３ 前項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、その届け出た事項に変更があったとき
は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った同項各号に定める者（以
下この節において「市町村長等」という。）に届け出なければならない。 
４ 第二項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、同項各号に掲げる区分の変更により、
同項の規定により当該届出を行った市町村長等以外の市町村長等に届出を行うときは、内閣府令で定
めるところにより、その旨を当該届出を行った市町村長等にも届け出なければならない。 
５ 市町村長等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものと
する。 
（報告等） 
第五十六条 前条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育
提供者（同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行っ
た特定教育・保育提供者を除く。）における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要
があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該特定教育・保育提供者に対し、
報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該特定教育・保育提供者若しくは
当該特定教育・保育提供者の職員に対し出頭を求め、又は当該市町村長等の職員に関係者に対し質問
させ、若しくは当該特定教育・保育提供者の当該確認に係る教育・保育施設若しくは地域型保育事業
所、事務所その他の教育・保育の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その
他の物件を検査させることができる。 
２ 内閣総理大臣又は都道府県知事が前項の権限を行うときは、当該特定教育・保育提供者に係る確
認を行った市町村長（次条第五項において「確認市町村長」という。）と密接な連携の下に行うものと
する。 
３ 市町村長は、その行った又はその行おうとする確認に係る特定教育・保育提供者における前条第
一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は都道府
県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。 
４ 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による市町村長の求めに応じて第一項の権限を行
ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通知
しなければならない。 
５ 第十三条第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項
の規定による権限について準用する。 
（勧告、命令等） 
第五十七条 第五十五条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教
育・保育提供者（同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届
出を行った特定教育・保育提供者を除く。）が、同条第一項に規定する内閣府令で定める基準に従って
施設型給付費の支給に係る施設又は地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な業務管
理体制の整備をしていないと認めるときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、当該
内閣府令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。 
２ 市町村長等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定教育・保育提
供者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 
３ 市町村長等は、第一項の規定による勧告を受けた特定教育・保育提供者が、正当な理由がなくて
その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、その
勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 
４ 市町村長等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。 
５ 内閣総理大臣又は都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第三項の規定による命令に違反した
ときは、内閣府令で定めるところにより、当該違反の内容を確認市町村長に通知しなければならない。 
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第四節 教育・保育に関する情報の報告及び公表 
第五十八条 特定教育・保育提供者は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者（以下「特定
教育・保育施設等」という。）の確認を受け、教育・保育の提供を開始しようとするときその他内閣府
令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する教育・保育に係る教育・保育情報（教
育・保育の内容及び教育・保育を提供する施設又は事業者の運営状況に関する情報であって、小学校
就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切
かつ円滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必
要なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。）を、教育・保育を提供する施設又は事業所
の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。 
２ 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告
の内容を公表しなければならない。 
３ 都道府県知事は、第一項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、この法律の施行
に必要な限度において、当該報告をした特定教育・保育提供者に対し、教育・保育情報のうち内閣府
令で定めるものについて、調査を行うことができる。 
４ 都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告
をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当
該特定教育・保育提供者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査
を受けることを命ずることができる。 
５ 都道府県知事は、特定教育・保育提供者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、
その旨を、当該特定教育・保育施設等の確認をした市町村長に通知しなければならない。 
６ 都道府県知事は、特定教育・保育提供者が、第四項の規定による命令に従わない場合において、
当該特定教育・保育施設等の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力
を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその確認をした市町村長に通
知しなければならない。 
７ 都道府県知事は、小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとする小学校
就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会の確保に
資するため、教育・保育の質及び教育・保育を担当する職員に関する情報（教育・保育情報に該当す
るものを除く。）であって内閣府令で定めるものの提供を希望する特定教育・保育提供者から提供を受
けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。 
第四章 地域子ども・子育て支援事業 
第五十九条 市町村は、内閣府令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する市町村子ども・
子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとす
る。 
一 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援
事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所にお
いて、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子ども又は子どもの保護者からの相談
に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定め
る便宜の提供を総合的に行う事業 
二 支給認定保護者であって、その支給認定子ども（第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子
どもに該当するものを除く。以下この号及び附則第六条において「保育認定子ども」という。）が、や
むを得ない理由により利用日及び利用時間帯（当該支給認定保護者が特定教育・保育施設等又は特例
保育を行う事業者と締結した特定保育（特定教育・保育（保育に限る。）、特定地域型保育又は特例保
育をいう。以下この号において同じ。）の提供に関する契約において、当該保育認定子どもが当該特定
教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による特定保育を受ける日及び時間帯として定められた
日及び時間帯をいう。）以外の日及び時間において当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業
者による保育（保育必要量の範囲内のものを除く。以下この号において「時間外保育」という。）を受
けたものに対し、内閣府令で定めるところにより、当該支給認定保護者が支払うべき時間外保育の費
用の全部又は一部の助成を行うことにより、必要な保育を確保する事業 
三 支給認定保護者のうち、当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して
市町村が定める基準に該当するもの（以下この号において「特定支給認定保護者」という。）に係る支
給認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育（以下
この号において「特定教育・保育等」という。）を受けた場合において、当該特定支給認定保護者が支
払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等
に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用として市町村が定めるものの全部又は一
部を助成する事業 
四 特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能力
を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業 
五 児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業 
六 児童福祉法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業 
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七 児童福祉法第六条の三第四項に規定する乳児家庭全戸訪問事業 
八 児童福祉法第六条の三第五項に規定する養育支援訪問事業その他同法第二十五条の二第一項に規
定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同条第二項に規定する要保護児童等に対する支援
に資する事業 
九 児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業 
十 児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業 
十一 児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業 
十二 児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業 
十三 母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第十三条第一項の規定に基づき妊婦に対して健康
診査を実施する事業 
第五章 子ども・子育て支援事業計画 
（基本指針） 
第六十条 内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ど
も・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援
のための施策を総合的に推進するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとす
る。 
２ 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 
一 子ども・子育て支援の意義並びに子ども・子育て支援給付に係る教育・保育を一体的に提供する
体制その他の教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業の実施に関する基本
的事項 
二 次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育及び地域子ども・
子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村子ども・子育て支
援事業計画及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関す
る事項 
三 児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための
施策との連携に関する事項 
四 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関す
る施策との連携に関する事項 
五 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な
実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事項 
３ 内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣、
厚生労働大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て
会議の意見を聴かなければならない。 
４ 内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ
ばならない。 
（市町村子ども・子育て支援事業計画） 
第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五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（以下「市町村子ど
も・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 
２ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設
の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域（以下「教育・保育提供区域」という。）ご
との当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数（第十九
条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。）、特定地域型保育
事業所（事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。）に
係る必要利用定員総数（同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）その他の教育・
保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期 
二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事
業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びそ
の実施時期 
三 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制
の確保の内容 
３ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事
項について定めるよう努めるものとする。 
一 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項 
二 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行わ
れる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術
を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項 
三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関す
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る施策との連携に関する事項 
４ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護
者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の事情を勘案
して作成されなければならない。 
５ 市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その他の事情
を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成するよ
う努めるものとする。 
６ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画、教
育基本法第十七条第二項の規定により市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画
（次条第四項において「教育振興基本計画」という。）その他の法律の規定による計画であって子ども
の福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 
７ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじ
め、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、そ
の他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければ
ならない。 
８ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじ
め、インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその他
の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
９ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじ
め、都道府県に協議しなければならない。 
１０ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ
を都道府県知事に提出しなければならない。 
（都道府県子ども・子育て支援事業支援計画） 
第六十二条 都道府県は、基本指針に即して、五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（以下「都道府県
子ども・子育て支援事業支援計画」という。）を定めるものとする。 
２ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当
該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数（第十九条第一項各号に掲げる
小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。）その他の教育・保育の量の見込み並びに
実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期 
二 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制
の確保の内容 
三 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の
確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項 
四 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行わ
れる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術
を要する支援に関する施策の実施に関する事項 
五 前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項 
３ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げ
る事項について定めるよう努めるものとする。 
一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関する第三十一条第三項及び第三十二条第三項の規定に
よる協議に係る調整その他市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項 
二 教育・保育情報の公表に関する事項 
三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関す
る施策との連携に関する事項 
４ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、社会福祉法第百八条に規定する都道府県地域福祉
支援計画、教育基本法第十七条第二項の規定により都道府県が定める教育振興基本計画その他の法律
の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたもので
なければならない。 
５ 都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとするときは、
あらかじめ、第七十七条第四項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意
見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴か
なければならない。 
６ 都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、
これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 
（都道府県知事の助言等） 
第六十三条 都道府県知事は、市町村に対し、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成上の技術的
事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 
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２ 内閣総理大臣は、都道府県に対し、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成の手法その
他都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言その他の
援助の実施に努めるものとする。 
（国の援助） 
第六十四条 国は、市町村又は都道府県が、市町村子ども・子育て支援事業計画又は都道府県子ども・
子育て支援事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施される
ように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 
第六章 費用等 
（市町村の支弁） 
第六十五条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 
一 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する
費用 
二 都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型
給付費並びに地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用 
三 地域子ども・子育て支援事業に要する費用 
（都道府県の支弁） 
第六十六条 都道府県が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支
給に要する費用は、都道府県の支弁とする。 
（都道府県の負担等） 
第六十七条 都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同
条第二号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものとして政令で定めるところにより算
定した額（次条第一項において「施設型給付費等負担対象額」という。）の四分の一を負担する。 
２ 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁
する同条第三号に掲げる費用に充てるため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付すること
ができる。 
（市町村に対する交付金の交付等） 
第六十八条 国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二
号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額の二分の一を負担する。 
２ 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同
条第三号に掲げる費用に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 
（拠出金の徴収及び納付義務） 
第六十九条 政府は、児童手当の支給に要する費用（児童手当法第十八条第一項に規定するものに限
る。次条第二項において「拠出金対象児童手当費用」という。）及び地域子ども・子育て支援事業（第
五十九条第二号、第五号及び第十一号に掲げるものに限る。）に要する費用（次条第二項において「拠
出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。）に充てるため、次に掲げる者（次項において「一
般事業主」という。）から、拠出金を徴収する。 
一 厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第八十二条第一項に規定する事業主（次号から
第四号までに掲げるものを除く。） 
二 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第二十八条第一項に規定する学校法
人等 
三 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百四十四条の三第一項に規定する
団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの 
四 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百二十六条第一項に規定する連合会
その他同法に規定する団体で政令で定めるもの 
２ 一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。 
（拠出金の額） 
第七十条 拠出金の額は、厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準
賞与額（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第
七十六号）第二条第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度
に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定により同項第二号に
規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律
（平成三年法律第百八号）第三条第一項に規定する育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律
（平成三年法律第百九号）第三条第一項（同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法（昭和二
十六年法律第二百九十九号）（第七号に係る部分に限る。）において準用する場合を含む。）に規定する
育児休業若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号）第二条第一項に規
定する育児休業又は厚生年金保険法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業をしている被用者
について、当該育児休業若しくは休業又は当該産前産後休業をしたことにより、厚生年金保険法に基
づき保険料の徴収を行わないこととされた場合にあっては、当該被用者に係るものを除く。次項にお
いて「賦課標準」という。）に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。 
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２ 前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当費用及び拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用の
予想総額、賦課標準の予想総額及び第六十八条第二項の規定により国が交付する額並びに児童手当法
第十八条第一項の規定により国庫が負担する額等の予想総額に照らし、おおむね五年を通じ財政の均
衡を保つことができるものでなければならないものとし、千分の一・五以内において、政令で定める。 
３ 内閣総理大臣は、前項の規定により拠出金率を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大
臣に協議しなければならない。 
４ 全国的な事業主の団体は、第一項の拠出金率に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ること
ができる。 
（拠出金の徴収方法） 
第七十一条 拠出金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。 
２ 前項の拠出金及び当該拠出金に係る厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により徴収する徴
収金（以下「拠出金等」という。）の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、厚生労働大臣が
行う。 
３ 前項の規定により厚生労働大臣が行う権限のうち、国税滞納処分の例による処分その他政令で定
めるものに係る事務は、政令で定めるところにより、日本年金機構（以下この条において「機構」と
いう。）に行わせるものとする。 
４ 厚生労働大臣は、前項の規定により機構に行わせるものとしたその権限に係る事務について、機
構による当該権限に係る事務の実施が困難と認める場合その他政令で定める場合には、当該権限を自
ら行うことができる。この場合において、厚生労働大臣は、その権限の一部を、政令で定めるところ
により、財務大臣に委任することができる。 
５ 財務大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を、国税庁長官に委
任する。 
６ 国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を
当該権限に係る拠出金等を納付する義務を負う者（次項において「納付義務者」という。）の事業所又
は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。 
７ 国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を当
該権限に係る納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる。 
８ 厚生労働大臣は、第三項で定めるもののほか、政令で定めるところにより、第二項の規定による
権限のうち厚生労働省令で定めるものに係る事務（当該権限を行使する事務を除く。）を機構に行わせ
るものとする。 
９ 政府は、拠出金等の取立てに関する事務を、当該拠出金等の取立てについて便宜を有する法人で
政令で定めるものに取り扱わせることができる。 
１０ 第一項から第八項までの規定による拠出金等の徴収並びに前項の規定による拠出金等の取立て
及び政府への納付について必要な事項は、政令で定める。 
第七章 子ども・子育て会議等 
（設置） 
第七十二条 内閣府に、子ども・子育て会議（以下この章において「会議」という。）を置く。 
（権限） 
第七十三条 会議は、この法律又は他の法律によりその権限に属させられた事項を処理するほか、内
閣総理大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。 
２ 会議は、前項に規定する重要事項に関し内閣総理大臣その他の関係各大臣に意見を述べることが
できる。 
３ 会議は、この法律に基づく施策の実施状況を調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理
大臣その他の関係各大臣に意見を述べることができる。 
（会議の組織及び運営） 
第七十四条 会議は、委員二十五人以内で組織する。 
２ 会議の委員は、子どもの保護者、都道府県知事、市町村長、事業主を代表する者、労働者を代表
する者、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者及び子ども・子育て支援に関し学識経験のあ
る者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 
３ 委員は、非常勤とする。 
（資料提出の要求等） 
第七十五条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長
に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 
２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外
の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 
（政令への委任） 
第七十六条 第七十二条から前条までに定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、
政令で定める。 
（市町村等における合議制の機関） 
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第七十七条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他
の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 
一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。 
二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定する事項を処理すること。 
三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。 
四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事
項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 
２ 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育
て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。 
３ 前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村
の条例で定める。 
４ 都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議
制の機関を置くよう努めるものとする。 
一 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理する
こと。 
二 当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な
事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 
５ 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用す
る。 
第八章 雑則 
（時効） 
第七十八条 子どものための教育・保育給付を受ける権利及び拠出金等その他この法律の規定による
徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。 
２ 子どものための教育・保育給付の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関し
ては、裁判上の請求とみなす。 
２ 子どものための教育・保育給付の支給に関する処分についての審査請求は、時効の中断に関して
は、裁判上の請求とみなす。 
３ 拠出金等その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は催促は、民法第百五十三条の規定
にかかわらず、時効中断の効力を有する。 
（期間の計算） 
第七十九条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関
する規定を準用する。 
（審査請求） 
第八十条 第七十一条第二項から第七項までの規定による拠出金等の徴収に関する処分（厚生労働大
臣による処分を除く。）に不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法（昭和三十七年法律
第百六十号）による審査請求をすることができる。 
第八十条 第七十一条第二項から第七項までの規定による拠出金等の徴収に関する処分に不服がある
者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。 
（不服申立てと訴訟との関係） 
第八十一条 子どものための教育・保育給付の支給に関する処分又は拠出金等その他この法律の規定
による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決又は当該処
分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。 
第八十一条 削除〔平成二六年六月法律六九号〕 
（実施規定） 
第八十二条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その
執行について必要な細則は、内閣府令で定める。 
第九章 罰則 
第八十三条 第十五条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚
偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対し
て、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 
第八十四条 第三十八条第一項又は第五十条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提
示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定によ
る当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査
を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。 
第八十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同
条の刑を科する。 
第八十六条 第十五条第二項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚
偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対し
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て、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。 
第八十七条 市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十三条第一項の規定による報告若しくは物件
の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は
同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以
下の過料を科する規定を設けることができる。 
２ 市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十四条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若
しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規
定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による
検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 
３ 市町村は、条例で、第二十三条第二項若しくは第四項又は第二十四条第二項の規定による支給認
定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けるこ
とができる。 
附 則 
（施行期日） 
第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法
の一部を改正する等の法律（平成二十四年法律第六十八号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の
日〔平成二七年一〇月一日〕の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一 附則第二条第四項、第十二条（第三十一条の規定による第二十七条第一項の確認の手続（第七十
七条第一項の審議会その他の合議制の機関（以下この号及び次号において「市町村合議制機関」とい
う。）の意見を聴く部分に限る。）、第四十三条の規定による第二十九条第一項の確認の手続（市町村合
議制機関の意見を聴く部分に限る。）、第六十一条の規定による市町村子ども・子育て支援事業計画の
策定の準備（市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。）及び第六十二条の規定による都道府県子ど
も・子育て支援事業支援計画の策定の準備（第七十七条第四項の審議会その他の合議制の機関（次号
において「都道府県合議制機関」という。）の意見を聴く部分に限る。）に係る部分を除く。）及び第十
三条の規定 公布の日 
二 第七章の規定並びに附則第四条、第十一条及び第十二条（第三十一条の規定による第二十七条第
一項の確認の手続（市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。）、第四十三条の規定による第二十九
条第一項の確認の手続（市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。）、第六十一条の規定による市町
村子ども・子育て支援事業計画の策定の準備（市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。）及び第六
十二条の規定による都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定の準備（都道府県合議制機関の
意見を聴く部分に限る。）に係る部分に限る。）の規定 平成二十五年四月一日 
三 附則第十条の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税
法の一部を改正する等の法律の施行の日〔平成二六年四月一日〕の属する年の翌年の四月一日までの
間において政令で定める日 
〔平成二六年三月政令一五六号により、平成二六・四・一から施行〕 
四 附則第七条ただし書及び附則第八条ただし書の規定 この法律の施行の日（以下「施行日」とい
う。）前の政令で定める日 
（検討） 
第二条 政府は、総合的な子ども・子育て支援の実施を図る観点から、出産及び育児休業に係る給付
を子ども・子育て支援給付とすることについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に
基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
２ 政府は、平成二十七年度以降の次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号）の延長
について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとす
る。 
３ 政府は、質の高い教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供を推進するため、幼稚園教諭、
保育士及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための施策の在り方並びに
保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない者の就業の促進その他の教
育・保育その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための方策について検討を加え、必要がある
と認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
４ 政府は、この法律の公布後二年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行
政組織の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を
講ずるものとする。 
５ 政府は、前各項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状
況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて
所要の措置を講ずるものとする。 
（財源の確保） 
第三条 政府は、教育・保育その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定
した財源の確保に努めるものとする。 
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（保育の需要及び供給の状況の把握） 
第四条 国及び地方公共団体は、施行日の前日までの間、子ども・子育て支援の推進を図るための基
礎資料として、内閣府令で定めるところにより、保育の需要及び供給の状況の把握に努めなければな
らない。 
（子どものための現金給付に関する経過措置） 
第五条 第九条の規定の適用については、当分の間、同条中「同じ。）」とあるのは、「同じ。）及び同
法附則第二条第一項の給付」とする。 
（保育所に係る委託費の支払等） 
第六条 市町村は、児童福祉法第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行うため、当分
の間、保育認定子どもが、特定教育・保育施設（都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所に限
る。以下この条において「特定保育所」という。）から特定教育・保育（保育に限る。以下この条にお
いて同じ。）を受けた場合については、当該特定教育・保育（保育必要量の範囲内のものに限る。以下
この条において「支給認定保育」という。）に要した費用について、一月につき、第二十七条第三項第
一号に規定する特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算
定した費用の額（その額が現に当該支給認定保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認
定保育に要した費用の額）に相当する額（以下この条において「保育費用」という。）を当該特定保育
所に委託費として支払うものとする。この場合において、第二十七条の規定は適用しない。 
２ 特定保育所における保育認定子どもに係る特定教育・保育については、当分の間、第三十三条第
一項及び第二項並びに第四十二条、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）
第二十八条第二項並びに児童虐待の防止等に関する法律（平成十二年法律第八十二号）第十三条の二
第二項の規定は適用しない。 
３ 第一項の場合におけるこの法律及び国有財産特別措置法（昭和二十七年法律第二百十九号）の規
定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 
４ 第一項の場合において、保育費用の支払をした市町村の長は、当該保育費用に係る保育認定子ど
もの支給認定保護者又は扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計
に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額を
徴収するものとする。 
５ 前項に規定する額の収納の事務については、収入の確保及び保育費用に係る保育認定子どもの支
給認定保護者又は扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところによ
り、私人に委託することができる。 
６ 第四項の規定による費用の徴収は、これを保育費用に係る保育認定子どもの支給認定保護者又は
扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。 
７ 第四項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞
納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地
方税に次ぐものとする。 
８ 第四項の規定により市町村が同項に規定する額を徴収する場合における児童福祉法及び児童手当
法の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 
（特定教育・保育施設に関する経過措置） 
第七条 この法律の施行の際現に存する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進
に関する法律の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十六号）の規定による改正前の認定こど
も園法第七条第一項に規定する認定こども園（国の設置するものを除き、施行日において現に法人以
外の者が設置するものを含む。）、幼稚園（国の設置するものを除き、施行日において現に法人以外の
者が設置するものを含む。）又は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
（平成二十四年法律第六十七号）第六条の規定による改正前の児童福祉法（次条及び附則第十条第一
項において「旧児童福祉法」という。）第三十九条第一項に規定する保育所（施行日において現に法人
以外の者が設置するものを含む。）については、施行日に、第二十七条第一項の確認があったものとみ
なす。ただし、当該認定こども園、幼稚園又は保育所の設置者が施行日の前日までに、内閣府令で定
めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。 
（特定地域型保育事業者に関する経過措置） 
第八条 この法律の施行の際現に旧児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業を行って
いる市町村については、施行日に、家庭的保育に係る第二十九条第一項の確認があったものとみなす。
ただし、当該市町村が施行日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたとき
は、この限りでない。 
（施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等に関する経過措置） 
第九条 第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る子ども
のための教育・保育給付の額は、第二十七条第三項、第二十八条第二項第一号及び第二号並びに第三
十条第二項第二号及び第四号の規定にかかわらず、当分の間、一月につき、次の各号に掲げる子ども
のための教育・保育給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 
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一 施設型給付費の支給 次のイ及びロに掲げる額の合計額 
イ この法律の施行前の私立学校振興助成法（昭和五十年法律第六十一号）第九条の規定による私立
幼稚園（国（国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。）、都道府県及び市町村以
外の者が設置する幼稚園をいう。以下この項において同じ。）の経常的経費に充てるための国の補助金
の総額（以下この項において「国の補助金の総額」という。）、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当
該施設型給付費の支給に係る支給認定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他
の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該支給認定教育・保
育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額）から政令で定
める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が
定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。） 
ロ 当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額とイの内
閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額 
二 特例施設型給付費の支給 次のイ又はロに掲げる教育・保育の区分に応じ、それぞれイ又はロに
定める額 
イ 特定教育・保育 次の（１）及び（２）に掲げる額の合計額 
（１） 国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る
特定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が
定める基準により算定した額（その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、
当該現に特定教育・保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の
属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を
下回る場合には、零とする。）を基準として市町村が定める額 
（２） 当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額と（１）
の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額 
ロ 特別利用保育 次の（１）及び（２）に掲げる額の合計額 
（１） 国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る
特別利用保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定
める基準により算定した額（その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該
現に特別利用保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する
世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る
場合には、零とする。） 
（２） 当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特別利用保育に通常要する費用の額と（１）
の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額 
三 特例地域型保育給付費の支給 次のイ又はロに掲げる保育の区分に応じ、それぞれイ又はロに定
める額 
イ 特別利用地域型保育 次の（１）及び（２）に掲げる額の合計額 
（１） 国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費の支給に
係る特別利用地域型保育を行った特定地域型保育事業所の所在する地域その他の事情を勘案して内閣
総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を
超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当
該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得
た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。） 
（２） 当該特定地域型保育事業所の所在する地域の実情、特別利用地域型保育に通常要する費用の
額と（１）の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が
定める額 
ロ 特例保育 次の（１）及び（２）に掲げる額の合計額 
（１） 国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費の支給に
係る特例保育を行った施設又は事業所の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める
基準により算定した額（その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例
保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の
状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零
とする。）を基準として市町村が定める額 
（２） 当該特例保育を行う施設又は事業所の所在する地域の実情、特例保育に通常要する費用の額
と（１）の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定
める額 
２ 内閣総理大臣は、前項第一号イ、第二号イ（１）及びロ（１）並びに第三号イ（１）及びロ（１）
の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議す
るとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。 
３ 第一項の場合における第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定の適用については、これら
の規定中「同条第二号に掲げる費用」とあるのは、「同条第二号に掲げる費用（附則第九条第一項第一
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号ロ、第二号イ（２）及びロ（２）並びに第三号イ（２）及びロ（２）に掲げる額に係る部分を除く。）」
とする。 
４ 都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第六十五条の
規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、第一項第一号ロ、第二号イ（２）及び
ロ（２）並びに第三号イ（２）及びロ（２）に掲げる額に係る部分の一部を補助することができる。 
（保育の需要の増大等への対応） 
第十条 旧児童福祉法第五十六条の八第一項に規定する特定市町村（以下この条において「特定市町
村」という。）は、市町村子ども・子育て支援事業計画に基づく子どものための教育・保育給付及び地
域子ども・子育て支援事業の実施への円滑な移行を図るため、施行日の前日までの間、小学校就学前
子どもの保育その他の子ども・子育て支援に関する事業であって内閣府令で定めるもの（以下この条
において「保育緊急確保事業」という。）のうち必要と認めるものを旧児童福祉法第五十六条の八第二
項に規定する市町村保育計画に定め、当該市町村保育計画に従って当該保育緊急確保事業を行うもの
とする。 
２ 特定市町村以外の市町村（以下この条において「事業実施市町村」という。）は、市町村子ども・
子育て支援事業計画に基づく子どものための教育・保育給付及び地域子ども・子育て支援事業の実施
への円滑な移行を図るため、施行日の前日までの間、保育緊急確保事業を行うことができる。 
３ 内閣総理大臣は、第一項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科
学大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。 
４ 国は、保育緊急確保事業を行う特定市町村又は事業実施市町村に対し、予算の範囲内で、政令で
定めるところにより、当該保育緊急確保事業に要する費用の一部を補助することができる。 
５ 国及び都道府県は、特定市町村又は事業実施市町村が、保育緊急確保事業を実施しようとすると
きは、当該保育緊急確保事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるもの
とする。 
（施行前の準備） 
第十一条 内閣総理大臣は、第二十七条第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令、同条
第三項第一号の基準、第二十八条第一項第二号の内閣府令、同条第二項第二号及び第三号の基準、第
二十九条第三項第一号の基準、第三十条第一項第二号及び第四号の内閣府令、同条第二項第二号から
第四号までの基準、第三十四条第三項の内閣府令で定める基準（特定教育・保育の取扱いに関する部
分に限る。）、同項第二号の内閣府令（特定教育・保育の取扱いに関する部分に限る。）、第四十六条第
三項の内閣府令で定める基準（特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。）、同項第二号の内閣府
令（特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。）、第六十条第一項の基本指針並びに附則第九条第
一項第一号イ、第二号イ（１）及びロ（１）並びに第三号イ（１）及びロ（１）の基準を定めようと
するときは、施行日前においても第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴くことができ
る。 
第十二条 前条に規定するもののほか、この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、第二
十条の規定による支給認定の手続、第三十一条の規定による第二十七条第一項の確認の手続、第四十
二条の規定による情報の提供、相談、助言、あっせん及び利用の要請（以下この条において「情報の
提供等」という。）、第四十三条の規定による第二十九条第一項の確認の手続、第五十四条の規定によ
る情報の提供等、第六十一条の規定による市町村子ども・子育て支援事業計画の策定の準備、第六十
二条の規定による都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定の準備、第七十四条の規定による
子ども・子育て会議の委員の任命に関し必要な行為その他の行為は、この法律の施行前においても行
うことができる。 
（政令への委任） 
第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
附 則〔平成二四年八月二二日法律第六二号抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法
の一部を改正する等の法律（平成二十四年法律第六十八号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の
日〔平成二七年一〇月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日
から施行する。 
一 附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定 公布の日 
二・三 〔略〕 
四 〔前略〕附則第四条から第七条まで、〔中略〕第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超え
ない範囲内において政令で定める日 
〔平成二五年五月政令一三六号により、平成二六・四・一から施行〕 
五 〔略〕 
（その他の経過措置の政令への委任） 
第七十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め
る。 
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附 則〔平成二四年八月二二日法律第六三号抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それ
ぞれ当該各号に定める日から施行する。 
一 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日 
二～五 〔略〕 
（その他の経過措置の政令への委任） 
第百六十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め
る。 
附 則〔平成二六年四月二三日法律第二八号抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該
各号に定める日から施行する。 
一 〔前略〕附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 公布の日 
二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規
定 平成二十六年十月一日 
三 〔略〕 
（政令への委任） 
第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
附 則〔平成二六年六月一三日法律第六九号抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 
（経過措置の原則） 
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にさ
れた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るもの
については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 
（訴訟に関する経過措置） 
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の
行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しな
いでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに
対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、
当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含
む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。 
２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる
場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正
後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができ
ないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 
３ 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行
前に提起されたものについては、なお従前の例による。 
（罰則に関する経過措置） 
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例による
こととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の
例による。 
（その他の経過措置の政令への委任） 
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則
に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 
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７ 幼稚園一覧  

  （平成 27 年１月１日現在） 

地区 施設名 住所 電話 通常保育時間 預かり保育 

佐
倉 

 
佐倉幼稚園 

285-0025 
鏑木町 934 

486-1533 ８時35分～14時 14 時～16 時 

（私立） 
佐倉城南幼稚園 

285-0025 
鏑木町1丁目5番地 

484-0551 9 時～14 時 
保育終了～17 時 30 分 

長期休業 8時 30 分～17 時 

（私立） 
千成幼稚園 

285-0034 
千成 3-11-15 

485-3755 
9 時～14 時 

（水曜 13 時） 

保育終了～18 時 

朝 7時 30 分～8時 30 分 

長期休業 7時 30 分～18 時 

（私立） 
慈光幼稚園 

285-0037 
本町 54 番地 

484-2444 8 時 30 分～14 時 
保育終了～17 時 30 分 

長期休業 8時～16 時 30 分 

根
郷 

（私立） 
佐倉くるみ幼稚園 

285-0813 
石川 551-1 

485-8425 10 時～14 時 
保育終了～17 時 30 分 

朝 8時～8時 40 分 

和
田 

 
和田幼稚園 

285-0065 
直弥 59-6 

498-1509 ８時35分～14時 14 時～16 時 

弥
富 

 
弥富幼稚園 

285-0072 
岩富町 145 

498-0603 ８時35分～14時 14 時～16 時 

臼
井 

（私立） 
臼井幼稚園 

285-0861 
臼井田 2435 

487-5462 
9 時 30 分 

～14 時 20 分 

（水曜 13 時 10 分） 

保育終了～18 時 

長期休業 

8 時 30 分～17 時 45 分 

（私立） 
臼井たんぽぽ幼稚園 

285-0837 
王子台 1-10-7 

461-5105 9 時～14 時 30 分 
保育終了～17 時 30 分 

朝 8時～ 

志
津 

（私立） 
志津幼稚園 

285-0855 
井野 1362 

487-6717 
9 時～14 時 

（水曜 13 時） 
保育終了～17 時 

（私立） 
さくら幼稚園 

285-0845 
西志津 2-23-19 

487-1747 9 時～14 時 保育終了～17 時 

（私立） 
志津わかば幼稚園 

285-0846 
上志津 874 

487-1787 10 時～14 時 
保育終了～18 時 

長期休業 9時～17 時 

（私立） 
小竹幼稚園 

285-0853 
小竹 795-1 

487-1784 9 時～14 時 
保育終了～18 時 

長期休業 8時～18 時 
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８ 保育園等一覧 

（平成 27 年１月１日現在） 

地区 施設名 住所 電話 年齢 閉所時間 
一時 
保育 

拠点 
事業 

佐
倉 

佐倉保育園 
285-0025 
鏑木町 198-3 

484-1043 産休明け～ 7 時～20 時 ○ ○ 

佐倉東保育園 
285-0037 
本町 142-1 

485-8600 6 か月～ 7 時～19 時  ○ 

（民間） 
にじいろ保育園佐倉 

285-0045 
白銀 1-24-5 

309-7526 産休明け～ 7 時～20 時 ○ ○ 

（民間） 
はくすい保育園 

285-0004 
岩名 961-2 

483-8941 6 か月～ 7 時～19 時   

根
郷 

根郷保育園 
285-0817 
大崎台 4-3-2 

484-4661 産休明け～ 7 時～20 時 ○ ○ 

馬渡保育園 
285-0804 
馬渡 818-2 

498-0065 産休明け～ 7 時～20 時 ○ ○ 

（民間） 
さくら敬愛保育園 

285-0807 
山王 1-9 

310-6811 産休明け～ 7 時～20 時  ○ 

臼
井 

臼井保育園 
285-0861 
臼井田 2379 

487-3006 産休明け～ 7 時～20 時  ○ 

（民間） 
すみれ保育園 

285-0866 
臼井台 1201 

487-8468 産休明け～ 7 時～19 時 ○ ○ 

（民間） 
青葉保育園 

285-0866 
臼井台 1351-3 

461-0460 産休明け～ 7 時～19 時   

（民間） 
おひさま保育園 

285-0837 
王子台 4-10-1 

488-2177 産休明け～ 7 時～20 時  ○ 

千
代
田 

（民間） 
第二青葉保育園 

285-0831 
染井野 1-21 

462-6539 6 か月～ 7 時～19 時   

（民間） 
ﾚｲｸｻｲﾄﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱ 

285-0836 
生谷 1515-30 

461-3112 6 か月～ 7 時～19 時   

（民間）認定こども園 
吉見光の子 ﾓﾝﾃｯｿｰﾘ子どもの家 

285-0834 
吉見 193-1 

309-8372 6 か月～ 7 時～19 時 ○ ○ 

志
津 

志津保育園 
285-0845 
西志津 4-26-1 

489-3004 産休明け～ 7 時～20 時  ○ 

北志津保育園 
285-0855 
井野 869-9 

487-1785 産休明け～ 7 時～20 時 ○ ○ 

南志津保育園 
285-0843 
中志津 7-1-10 

487-6245 6 か月～ 7 時～19 時  ○ 

（民間） 
みくに保育園 

285-0842 
下志津原 61 

489-2002 6 か月～ 
7 時～ 
18 時 30 分 

  

（民間） 
光の子保育園 

285-0854 
上座 1219-4 

461-1372 6 か月～ 
7 時～ 
18 時 30 分 

 ○ 

（民間） 
ユーカリハローキッズ 

285-0854 
上座 383-1 

488-3130 6 か月～ 7 時～19 時 ○ ○ 

（民間） 
ソラストさくら 

285-0846 
上志津 1707-2 

463-7351 産休明け～ 7 時～19 時   

（民間） 
みやのもりハローキッズ 

285-0857 
宮ノ台 3-1-1 

462-2615 6 か月～ 7 時～19 時   

（民間） 
えがおの森保育園・いの 

285-0855 
井野 972-2 

312-5291 6 か月～ 7 時～19 時  ○ 

（グループ型小規模保育） 
ひまわりルーム西志津 

285-0845 
西志津 3-1 1-104 

497-6277 6 か月～ 7 時～20 時   
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９ 学童保育所一覧 

 

 （平成 27 年１月１日現在） 

地区 施設名 住所 電話 開所時間 対象児童 

佐
倉 

佐倉老幼の館 
285-0038 
弥勒町 229-2 486-7090 

月～金 

放課後～19 時 

土曜日 

7 時～18 時 

長期休業 

7 時～19 時 

1～6 年生 

佐倉東学童保育所 
285-0034 
千成 3-4-3 485-9015 1～6 年生 

佐倉学童保育所 285-0023 
新町 78-4 佐倉小学校内 

483-2751 1～3 年生 

白銀学童保育所 
285-0045 
白銀 1-4 白銀小学校内 483-2200 1～6 年生 

内郷学童保育所 285-0004 
岩名 870 内郷小学校内 

483-2043 1～6 年生 

根
郷
・
和
田
・
弥
富 

南部児童センター 
285-0806 
大篠塚 1587 483-2800 1～6 年生 

大崎台学童保育所 285-0817 
大崎台 4-3-2 根郷保育園敷地内 

484-5199 3～6 年生 

根郷学童保育所 285-0815 
城 454 根郷小学校敷地内 

484-8394 1～3 年生 

第二根郷学童保育所 
285-0815 
城 454 根郷小学校内 484-8018 4～6 年生 

寺崎学童保育所 285-0817 
大崎台 4-4-1 寺崎小学校内 

486-1106 1～2 年生 

山王学童保育所 
285-0807 
山王 1-44 山王小学校内 483-2776 1～6 年生 

和田学童保育所 285-0065 
直弥 59 和田公民館内 

498-1321 1～6 年生 

弥富学童保育所 
285-0072 
岩富町 151 弥富公民館内 498-1321 1～6 年生 

臼
井 

臼井老幼の館 
285-0837 
王子台 6-25-1 487-6210 1～4 年生 

印南学童保育所 285-0822 
印南 223-1 印南小学校内 

486-1537 1～6 年生 

王子台学童保育所 
285-0837 
王子台 5-19 王子台小学校内 462-5021 1～2 年生 

（私立） 
すみれにこにこホーム 

285-0866 
臼井台 1253-3 

489-4270 1～6 年生 

（私立） 
青葉児童ルーム 

285-0866 
臼井台 1351-3 461-0460 1～3 年生 

千
代
田 

千代田学童保育所 285-0834 
吉見 553 千代田小学校内 

463-7381 1～6 年生 

（私立） 
第二青葉児童ルーム 

285-0831 
染井野 1-21 第二青葉保育園内 

462-6539 1～3 年生 

志
津 

志津児童センター 
285-0846 
上志津 1764-6 488-0326 1～3 年生 

北志津児童センター 285-0855 
井野 794-1 

487-6782 1～6 年生 

西志津学童保育所 
285-0845 
西志津 4-26-1 489-1408 1～3 年生 

下志津学童保育所 285-0843 
中志津 4-26-10 下志津小学校内 

463-2301 1～6 年生 

井野学童保育所 
285-0850 
西ﾕｰｶﾘが丘 3-1-6 井野小学校内 463-8028 1～6 年生 

第二西志津学童保育所 
285-0845 
西志津 7-2-1 西志津小学校内 462-8336 1～3 年生 

小竹学童保育所 285-0858 
ﾕｰｶﾘが丘 5-5-1 小竹小学校内 

461-3221 1～6 年生 

南志津学童保育所 
285-0842 
下志津原 164-2 南志津小学校内 462-1206 1～6 年生 

（私立） 
光の子児童センター 

285-0854 
上座 1148-1 

462-2654 1～6 年生 

（私立） 
ユーカリ優都ぴあ 

285-0852 
青菅 1023-6 460-6700 1～6 年生 



 

 
 

 


