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Ⅰ 2025年問題への挑戦に係る提案・要望 
 

 

 

 

 

  

「安心・成長・自立自尊の埼玉」の実現

に向けた提案・要望 
 

＜重点政策に関する提案・要望＞ 
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■「稼ぐ力」の強化 
【内閣府、総務省、消防庁、農林水産省、経済産業省 

 資源エネルギー庁、中小企業庁、国土交通省、環境省】 
 

県担当課： 
 
 
 
 
 

 本県の人口は間もなく減少に転じることが見込まれている。さらに、75歳以上の高齢者は全国一

のスピードで増加し、生産年齢人口も大幅に減少することが見込まれている。こうした高齢化に伴

う医療・介護需要の増大や生産年齢人口の減少に伴う活力の低下など、いわゆる「2025年問題」へ

の対応が喫緊の課題となっている。 

 働き手が減少する中で社会の活力を維持し高めていくためには「稼ぐ力」の強化が必要である。

本県では、国際競争力を持った新たな産業を創出するため、先端技術の実用化・製品化開発から事

業化までの支援を通じて新たな成長産業の集積を目指す「先端産業創造プロジェクト」を引き続き

展開している。 

 また、県内の産業を支える中小企業の経営力を向上させるため、企業の経営革新に対する支援を

引き続き進める必要がある。 

 さらに、県産農産物のオーダーメイド型産地の育成支援や、県産米の販売力向上、農産物のブラ

ンド化などを通じて「儲かる農林業の推進」を進めていく。 
 

【先端産業創造プロジェクトの推進】 

１ 先端産業創造プロジェクトの推進 

【経済産業省】 
 

 新たな成長産業の育成・集積を目指す産官学（企業、自治体、大学・研究機関）の取組を強力に

支援するとともに、今後、継続的な支援を行うための財源を確保すること。 

 また、新たな産業の創出・振興に必要な人材を確保するため、各分野における人材養成の仕組み

を構築すること。 
 

◆現状・課題 

 ・ 生産年齢人口が大幅に減少する中、将来にわたって価値を生み出す産業の振興は、税収確保、雇

用拡大等の観点から各自治体にとっても喫緊の課題である。 

 ・ 本県では、「稼ぐ力」を強化するため、国際競争力を持った付加価値の高い新しい産業を生み出す

「先端産業創造プロジェクト」を平成 26年度から展開している。 

 ・ 具体的には、ナノカーボン、医療イノベーション、ロボット、新エネルギー、航空・宇宙の５分

野を重点分野と定め、実用化・製品化・事業化から県内集積に至るまでの一貫した支援を行っている。 

 ・ この取組の推進体制として、産業技術総合研究所、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

と三者協定を締結し、開発テーマを選ぶ目利きの役割など様々な形で協力を得ている。本県以外に

も同様の取組を行う自治体が出てきており、広がりを見せつつある。 

 ・ また、事業の財源に充てるため、県企業局が分譲した産業団地の売却益 100億円を原資として、

県内の産業振興と雇用機会創出を図るための「産業振興・雇用機会創出基金」を創設したところで

ある。 

  

エコタウン環境課、資源循環推進課 

産業労働政策課、産業支援課 

先端産業課、農業政策課 

農村整備課、下水道事業課 
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 ・ こうした新しい分野の産業振興に係る取組の多くは、具体的な成果が出るまでに時間がかかるた

め、継続的な支援を行う必要がある。そのため、今後も継続的に財源を確保することが課題となっ

てくる。 

 ・ また、大学・研究機関、大企業、中小・ベンチャー企業がそれぞれ自前で先端的技術の開発を行

っている場合が多く、これらを価値に変えるための「オープンイノベーション」がまだまだ進んで

いない。そのため、産学連携がよりスムーズに行われる仕組みの構築が求められる。 

 ・ さらに、新たな産業の創出、振興においては、各分野における開発やマッチングをコーディネー

トできる人材の育成が不可欠である。本県では、今年度からナノカーボン、ロボット分野を対象に

人材育成事業をスタートしたが、今後人材の裾野を広げていくためには、県単独の取組では限界が

あり、より広域的な取組に発展させることが課題である。 
 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 新たな成長産業の育成・集積を目指す産官学（企業、自治体、大学・研究機関）の取組を強力に

支援すること。 

 ・ クロスアポイントメント制度の普及の推進や産学による共同研究の契約のひな形の作成を行うこ

とにより、産学連携の一層の推進を図ること。 

 ・ 企業が中長期的な視野を持って新たな産業分野にチャレンジできるようにするため、継続的な支

援を可能とする財源を確保すること。例えば、中小製造業の新技術・新製品開発に対する助成制度

が近年補正予算で措置されているが、恒常的な制度として位置付けること。 

 ・ 新たな産業の創出・振興に必要な人材を確保するため、各分野における人材養成の仕組みを構築

すること。 
 

◆参考 

 ○ 先端産業創造プロジェクトの展開スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

研究機関や大学等 
の先端シーズ 

企業の優れた技術  

  

  
   

事  業  化 

先端産業の集積 

産総研・NEDO・ 

埼玉県の三者協定 

産業振興・雇用機会 

創出基金 

地元金融機関 

 県企業局 

民間ディベロッパー 

先端産業研究サロン    

実用化開発 

集積用地 

開発資金 

融 資 

助言、検証・評価等 

技術支援・連携 
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○国の動向等 

  ◇概算要求状況【経済産業省】 

  （H29概算要求）・研究開発型スタートアップ支援事業 50億円（新規） 

  （H28補正予算）・研究開発型ベンチャー企業等のイノベーション創出支援事業 15億円 

         ・ロボット導入促進のためのシステムインテグレータ育成事業 14億円 
 

  ◇制度改正等の状況 

   イノベーション促進産学官対話会議（経産省・文科省）を活用し、大学の産学連携本部機能の強

化等、産学官連携の課題と処方箋等を定めた「ガイドライン」を今秋に策定 

   （経済産業省資料「平成 29年度経済産業政策の重点」より抜粋） 

 

 

【先端産業創造プロジェクトの推進】 

２ 水素エネルギーの普及拡大 

【内閣府、消防庁、経済産業省、資源エネルギー庁、国土交通省、環境省】 
 

 本格的な利用が開始された水素エネルギーの普及拡大を図るため、インフラ整備や技術開発に対

する財政支援を更に拡充するとともに、十分な安全性を確保しつつ、規制緩和を早急に進めること。 

 また、燃料電池自動車の普及促進をはじめとする水素の利用拡大に向けた自治体の取組を強力に

支援すること。 
 

◆現状・課題 

 ・ 究極のクリーンエネルギーである水素を本格的に利活用する「水素社会」の実現に向けて、水素

ステーションの整備と燃料電池自動車の普及を加速しなければならない。 

 ・ 本県では、2020年までに燃料電池自動車を 6000台、水素ステーションを 17基整備するという目

標を定め取り組んでいるが、コスト、技術開発、規制などの制約から普及が進んでいない。 

 ・ 水素社会を実現するためには、水素の製造、貯蔵、輸送などの技術開発を進めるとともに社会の

様々な分野で活用するためのインフラを整備していく必要がある。 
 

〔燃料電池自動車等の普及推進〕 

 ・ 燃料電池自動車及び燃料電池バスは、メーカーの生産能力が低く車種も限定的で、かつ、価格が

高いこともあり、未だ広く普及していない。特に、燃料電池バスは東京 2020オリンピック・パラリ

ンピック競技大会及びラグビーワールドカップ 2019における移動手段として期待されるが、メーカ

ーの生産能力が限られており導入コストも高い。また、燃料電池バスに対応した水素ステーション

の整備も必要となる。 

燃料電池自動車の外部給電機能や車載式の燃料電池は災害時等における移動式の電源として期

待されるが、自家用電気工作物に係る電気事業法の規制により外部給電容量による制限があるなど

その利用に制約がある。 

 ・ 商用水素ステーションは高圧ガス保安法や建築基準法、消防法の規制が依然として厳しく、市街

地での整備のコストを大きく引き上げている。また、水素ステーションの管理・運営に必要な資格

取得者の確保が困難であり、人材の育成とともに資格要件の緩和を進める必要もある。 
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〔水素の利用拡大に向けた取組〕 

 ・ 業務・産業用燃料電池など水素の製造・貯蔵・供給設備は、導入や維持管理に要するコストが未

だ大きい。また、家庭用燃料電池エネファームも価格が高いことから、平成 32年の導入目標 140万

台（全国）に対し、15万台程度の導入にとどまっている。 

 ・ 下水道資源の有効活用の一環として、下水汚泥等を活用した水素ステーションの事業化も検討し

ているが、水素需要の予測など困難な課題がある。事業化に向けては、水素需要の拡大に加え、建

設・維持管理費用の低コスト化も必要である。 

 

◆提案・要望の具体的内容 

〔燃料電池自動車の普及推進〕 

 ・ 燃料電池自動車及び燃料電池バスの購入並びに燃料電池バスに対応できる水素ステーションの設

置に対する財政支援を継続・拡大すること。 

 ・ 燃料電池自動車の外部給電に係る電気事業法の規制を緩和すること。 

 ・ 商用水素ステーションに係る高圧ガス保安法等の規制については、十分な安全性の確保を前提に、

欧米で許容される水準まで早急に緩和すること。また、水素ステーションの運営管理に必要な資格

要件の緩和や人材育成への支援を充実すること。 
 

〔水素の利用拡大に向けた取組〕 

 ・ エネファームや業務・産業用燃料電池など商用水素ステーション以外の水素製造・貯蔵・供給設

備の更なる普及拡大に向けて、当該設備を率先して設置する自治体及び民間事業者に対する財政支

援を拡充すること。また、それらの設置コスト低減のために、発電効率の高い次世代燃料電池や水

素の製造・貯蔵・輸送等に係る技術開発に対する財政支援を行うこと。 

 ・ 下水汚泥等を活用した水素製造、供給システムを普及・拡大するため、技術開発・事業化のため

の実証試験や施設建設、管理などに対する財政支援を行うこと。また、ＣＯ2フリー水素の使用割

合の義務化を図ること。 
 

◆参考 
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○国の動向等 

  ◇概算要求状況 

 【経済産業省】 

  ・クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金        140億円（28年度 137億円） 

  ・燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金 

                               52億円（28年度 62億円） 

  ・燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金 

                               104億円（28年度 95億円） 

  ・超高圧水素技術等の社会実装に向けた低コスト化・安全性向上等のための研究開発事業 

                               44億円（28年度 41億 5千万円） 

  ・次世代燃料電池の実用化に向けた低コスト化・耐久性向上等のための研究開発事業 

                               40億円（28年度 37億円） 

  ・水素エネルギー製造・貯蔵・利用等に関する先進的技術開発事業 

                               14億円（28年度 15億 5千万円） 

  ・未利用エネルギーを活用した水素サプライチェーン構築実証事業 

                               55億円（28年度 28億円） 
 

【国土交通省】 

  ・地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車の普及促進   10億円（28年度 7億 7千万円） 
 

【環境省】 

  ・トラック・バスにおける低炭素化の推進          39億 7千万円（28年度 同） 

  ・再エネ等を活用した水素社会推進事業           90億円（28年度 65億円） 

 

  ◇制度改正等の状況    要望に係る制度改正等の動きなし 
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【先端産業創造プロジェクトの推進】 

３ 分散型エネルギー社会の構築 

【総務省、農林水産省、経済産業省、資源エネルギー庁、環境省】 
 

 低炭素で災害に強い自立分散型のエネルギー社会を構築するため、再生可能エネルギーやコージ

ェネレーションシステムなどの普及を強力に進めること。また、再生可能エネルギーに関する技術

開発を促進し、性能の向上や価格の低減、安全性の確保などを一層進めること。加えて、地方公共

団体が再生可能エネルギーを地域活性化の資源として活用する取組を支援すること。 
 

◆現状・課題 

 ・ 平成 27年 7月 16日に決定した「長期エネルギー需給見通し」では、2030年度の電源構成として

再生可能エネルギーの割合を 22から 24％、コージェネレーションシステムの割合を 11％程度が目

標とされた。 

 ・ エネルギーのベストミックスを構築し温室効果ガスの削減を進めていくためには、再生可能エネ

ルギーやコージェネレーションシステムの普及拡大を強力に進めていくことが必要である。 

 ・ また、現在のエネルギー供給は、大部分の発電施設が沿岸部に集中しているため、ひとたび災害

が発生すると送電が一気に滞る脆弱な体制である。加えて、火力発電に大きく依存しているため、

二酸化炭素を大量発生させている。 

 ・ さらに、発電所で発生する熱は十分活用されず、遠隔地への送電ロスも発生するため、全エネル

ギー量の約４割しか有効活用できない非効率な構造となっている。 

 ・ これらの課題に対応し、低炭素で高効率、災害にも強い社会を構築するためには、地域で使うエ

ネルギーは地域で創る「分散型エネルギー社会」を構築し、地域のエネルギーの自立度を高めてい

かなければならない。 

 ・ しかし、設備導入に要する費用や運用費用がかかるために普及拡大がなかなか進まない。そこで

設備導入費用等を下げるための技術開発や、中小規模事業者に対する支援を継続的に促進する必要

がある。 

 ・ 本県では、太陽光発電などの再生可能エネルギーによる「創エネ」の活用などにより、既成市街

地におけるエネルギーの地産地消を目指す「埼玉エコタウンプロジェクト」を推進している。 

 ・ 再生可能エネルギーは、地域活性化の資源となるため、地方がその地域特性に応じた再生可能エ

ネルギーの活用に取り組むための支援が必要である。 
 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 再生可能エネルギーを導入・拡大する自治体や事業者の取組を強力に支援すること。 

 ・ エネルギー変換効率が高い太陽熱利用設備についての導入支援が十分ではないため、技術のＰＲ

なども含めた支援を行うこと。 

 ・ 地中熱の利用は、地下水や地盤環境、生態系に影響を与える可能性がある。最適な地中熱利用の

あり方について、国において研究を進めること。 

 ・ 太陽光発電などの再生可能エネルギーや住宅用蓄電池の住宅への普及拡大を進めるため、技術開

発や量産化への誘導などによりコスト削減を促進すること。 

 ・ 太陽光発電などの再生エネルギーや住宅用蓄電池の住宅への普及拡大を進めるため、技術開発や

量産化への誘導などによりコスト削減を促進すること。 

 ・ 再生可能エネルギーの導入を契機として、地域に新しい産業活動が生まれ、地域経済が活性化す

る。再生可能エネルギーを活用した地域活性化施策に関する支援を継続・強化すること。 

 ・ 下水汚泥や廃棄物等を活用したバイオマス発電を普及・拡大していくため、技術開発・事業化の

ための実証試験や施設建設などに対する財政支援を行うこと。 
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 ・ コージェネレーションシステムの導入及び運用費用を低減するため、システムを導入する中小規

模事業者に対する支援を一層拡充すること。 

 

○国の動向等 

  ◇概算要求状況 

【経済産業省】 

 ・地域で自立したバイオマスエネルギーの活用モデルを確立するための実証事業 

                          20億 6千万円（28年度 10億 5千万円） 

 ・再生可能エネルギーの導入促進のための設備導入支援事業費補助金 

                              55億円（28年度 48億 5千万円） 

 ・燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金 

                              104億円（28年度 95億円） 

 ・太陽光発電のコスト低減に向けた技術開発         77億円（28年度 46億 5千万円） 

 ・地中熱などの再生可能エネルギー熱利用のコスト低減に向けた技術開発事業 

                              8億円（28年度 12億円） 

 ・地域の特性を活かした地産地消型エネルギーシステムの構築支援事業費補助金 

                              55億円（28年度 45億円） 
 

【国土交通省】 

 ・地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車の普及促進   10億円（28年度 7億 7千万円） 
 

【環境省】 

 ・再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業       75億円（28年度 60億円） 

 ・風力発電等に係るゾーニング導入可能性検討モデル事業    3億円（新規） 

 ・上下水道システムにおける省 CO2化推進事業        34億円（28年度 24億円） 

 ・低炭素型廃棄物処理・リサイクル設備導入の支援      39億円（28年度 29億円） 

 ・廃棄物焼却施設の余熱等を利用した地域低炭素化モデル事業  5億円（28年度  2億円） 

 ・賃貸住宅における省 CO2促進モデル事業          45億円（28年度 20億円） 

 ・業務用施設等における省 CO2促進事業           80億円（28年度 55億円） 

 ・廃熱・湧水等の未利用資源の効率的活用による低炭素社会システム整備推進事業 

                              25億 5千万円（新規） 
 

  ◇制度改正等の状況    要望に係る制度改正等の動きなし 

 

 

  



 9 

【県内企業・中小企業の競争力強化】 

４ 中小企業支援等の地方への移譲 

【内閣府、経済産業省】 
 

 中小企業やベンチャーの支援、地域産業の振興、産学官連携推進に関する事務については、中小

企業と距離が近い地方に移譲すること。 
 

◆現状・課題 

 ・ 本県では、地域経済の担い手である中小企業に対して、資金融資、経営革新、技術開発等の支援

を行っている。一方、経済産業局においても、中小企業の技術開発・人材育成等による事業高度化

や経営の向上、新事業の創出等の支援、中心市街地の活性化等に関する事務を行っている。 

 ・ このため、中小企業への支援に関して、国と地方に窓口が分かれており、ワンストップでの総合

的な支援が実現していない。 

 ・ 全国知事会では、経済産業局の中小企業支援等の事務については、地方への事務移譲を早期に進

めるべきと主張してきたが、国は、国が先導的役割を担うべきこと、全国的視点から国の重点施策

に合致した提案を採択することが必要、都道府県単位では専門の人材や十分な事務量を確保できず

非効率、全国どの地域においても統一的に事務処理されることが必要、全国レベルの先端的モデル

事業の支援が必要等の理由から、地方への移譲はできないと主張している。 

 ・ また、平成 26年から「地方分権改革に関する提案募集」が導入された。中小企業支援等の地方へ

の移譲に関しては、国から都道府県への情報提供・連携強化を実施と一定の前進が見られたが、事

務・権限の移譲については触れられていない。 

 ・ 地域経済の担い手である中小企業への支援は、地域の情報やネットワークを有し、日頃から地域

の中小企業と連携が深い都道府県が一元的に積極的に担うことにより、ワンストップで効果的・効

率的に行える。 
 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 現在、経済産業局が行っている中小企業支援等の事務・権限を都道府県に移譲すること。 

〔移譲事務の例〕 

  ・ 精密加工や表面処理等の中小企業の技術分野の向上につながる取組 

  ・ 地域住民のニーズに応えて行う商店街活性化の取組 

 

○国の動向等 

 ◇制度改正等の状況 

  ７月５日     内閣府において、地方分権改革に関する提案募集に関して「第 25 回地方分権

改革有識者会議・第 38回提案募集検討専門部会合同会議」開催 

７月６日～21日  内閣府から関係府省に対し検討要請 

８月３日     関係府省からの第一次回答が公表 

９月上旬     内閣府から関係府省への再検討要請 

10～11月     内閣府と関係府省との折衝 

12月中下旬    対応方針閣議決定 
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【県内企業・中小企業の競争力強化】 

５ 経営革新計画承認企業に対する支援策の拡充【新規】 

【中小企業庁】 
 

 中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認を受けた中小企業者に対する支援を拡充す

ること。 
 

◆現状・課題 

 ・ 国（主務大臣）では、新たに平成 28年７月から中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者等が

作成する経営力向上計画の認定を開始した。 

 ・ 経営力向上計画とは、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成や経営資源を高度に利

用する方法の導入により、経営能力の強化、経営の向上を図るものとされ、中小企業者の既存事業

のマネジメント向上や設備投資の促進によって、生産性の向上を図ろうとするものである。 

 ・ 一方、各都道府県では平成 11年から中小企業経営革新支援法（平成 28年７月から中小企業等経

営強化法）に基づき、中小企業者が新事業活動を行うことにより経営の相当程度の向上を図る経営

革新計画の承認を行っている。 

 ・ 経営力向上計画と経営革新計画とは、それぞれ対象が既存事業、新事業という違いはあるが、目

的はともに「生産性の向上」で同一である。 

 ・ 経営力向上計画では生産性の向上を図るための手段の一つとして設備投資を想定し、新たに、新

規購入した機械の固定資産税の軽減や設備資金の借入に対する債務保証など支援策を講じたが、経

営革新計画においても新事業を実施するに当たり、設備投資が必要となる事例も多く、企業から設

備投資に対する資金面での支援を求める声も多い。（埼玉県の場合、平成 27年度に承認した計画 766

件のうち、設備投資を予定しているものは 437件） 

 ・ また、経営革新計画承認企業へのフォローアップ調査では、従業員の人材育成や販路開拓に対す

る支援を求める回答が多く寄せられている。 

 ・ 経営革新計画では、計画目標について経営力向上計画よりも高いレベルの数値設定が求められて

いる。新たな分野への進出を試み、生産性の向上を図る中小企業者の意欲を高めるため、経営革新

計画承認企業への支援を拡充していく必要がある。 
 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 経営力向上計画策定企業向けの支援メニューとして、企業の人材育成のために労働保険特別会計 

  が行う助成制度を、経営革新計画承認企業に対しても制度化し支援を行うこと。 

 ・ 新たな取組や先進的な取組を支援するために創設している国の各種補助金制度（※１）において、

経営革新計画の承認を受けた中小企業者に対する優遇策を設けること。   

 ・ 国や中小企業基盤整備機構などの中小企業支援機関が主催または支援する各種展示会（※２）に

おいて、経営革新計画の承認を受けた中小企業者に対する優遇策（無料ブースの提供等）を設ける

こと。 

  （※１の例） 

     ・ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金 

      経営革新承認企業枠の設定や採択の際の加点加算の拡大 

     ・小規模事業者持続化補助金、海外展開や省エネ、ふるさと名物等に係る各種補助金 

      経営革新承認企業枠の設定や採択の際の加点措置 

  （※２の例） 

     ・新価値創造展、インターナショナルギフトショー、ＦＯＯＤＥＸジャパン等、中小企業の 

      技術やサービスのＰＲやビジネスマッチングなどができる展示会 
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【儲かる農林業の推進】 

６ 農産物貿易交渉に係る万全の国内対策の実施と適切な貿易ルールの確立 

【農林水産省】 
 

 「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に基づき具体的内容を詰めることとしている農林水産業の成長

産業化を進める等の政策について、検討状況を説明するとともに広く意見を聴き、地域の実情に応

じて農業の競争力強化や農家の経営安定が図れるよう柔軟な対応が可能となる仕組みとするなど

万全の対策を講じること。 

 また世界貿易機関（ＷＴＯ）交渉や自由貿易協定（ＦＴＡ）・経済連携協定（ＥＰＡ）交渉に当

たっては、国民に対する十分な情報開示と明確な説明に努めること。 
 

◆現状・課題 

 ・ 平成 25年３月にＴＰＰ交渉に参加することを安倍首相が表明して、平成 25年７月の第 18回交渉

(マレーシア)から参加した。平成 27年 10月米国アトランタでＴＰＰ交渉が大筋合意し、平成 28

年 2月署名に至った。今後所定の手続きを経て、発効に至った場合には、関税の引下げや撤廃、輸

入枠の拡大など農業分野において影響が懸念される。 

 ・ 国は平成 27年 11月に「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」を決定し、平成 27年度の補正予算でＴＰ

Ｐ対策を措置した。また、農林水産業の成長産業化を一層進めるために必要な戦略として、平成 28

年秋を目途に政策の具体的内容を詰めることとしている。 

 ・ 世界貿易機関（ＷＴＯ）農業交渉においては、現在、市場アクセス分野における階層方式による

関税削減や上限関税の是非、重要品目の数とその取扱いなどが交渉されている。また、自由貿易協

定（ＦＴＡ）・経済連携協定（ＥＰＡ）交渉についても、関税の撤廃品目等についての交渉が行われ

ており、農業分野の自由化が急速に進展する可能性もある。 

 ・ ＦＴＡ・ＥＰＡについては、既にシンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネ

シア、ブルネイ、ＡＳＥＡＮ、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、

モンゴルと協定が発効している。 
 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に基づき平成 28年秋までに検討することとしていた農林水産業

の成長産業化を進める政策については、検討状況を説明すること。また、広く意見を聴き、地域の

実情に応じて農業の競争力強化や農家の経営安定につながる内容を盛り込み、柔軟な対応が可能と

なるなど、ＴＰＰが発効に至った場合の農業に対する諸影響が及ばぬよう万全の対策を講じること。 

 ・ 貿易自由化の動きは本県農業に大きな影響を及ぼすことから、我が国が引き続き「多様な農業の

共存」を理念とし、国内農業生産の強化や農家の経営安定につながる貿易ルールの確立に全力を尽

くすこと。 

 

○国の動向等 

  ◇制度改正等の状況    要望に係る制度改正等の動きなし 
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【儲かる農林業の推進】 

７ 計画的な農業農村整備事業の実施 

【農林水産省】 
 

 農業の競争力強化に資する農地の整備や農業水利施設の長寿命化対策、災害に強い農村づくりを

計画的に実施するために必要な財源を確保すること。 
 

◆現状・課題 

 ＜国の予算状況＞ 

 ・ 平成 28年度の農業農村整備事業費は、国費 2,962億円、対前年度比 108％である。 

 ・ 農山漁村地域整備交付金は、国費 735億円、対前年度比 100％である。 

 ・ 農地耕作条件改善事業は、国費 123億円、対前年度比 123％である。 

 ・ これら農業農村整備に係る事業費は全体で 3,820億円、対前年度比 107％であるが、平成 21年度

の 5,772億円と比べると 66％である。 

 ＜本県の状況＞ 

 ・ 本県は、ほ場の整備率が全国平均より低く、また、農業水利施設の老朽化対策や台風・ゲリラ豪

雨等自然災害に強い農村づくりが重要な課題である。 
 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 農地の整備や老朽化が著しい農業水利施設の補修・改修を計画的に実施して進捗を図るために必

要な予算確保をすること。 

 

○国の動向等 

  ◇概算要求状況【農林水産省】[国費ベース] 

   農業農村整備事業             3,555億円（28年度 2,962億円） 

   農山漁村地域整備交付金（農業農村整備分）  882億円（28年度  735億円） 

   農地耕作条件改善事業            147億円（28年度  123億円） 
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■シニア革命（シニアの活躍推進） 
【総務省、厚生労働省】 

 
県担当課： 

 
 
 
 

 これまで高齢者は「社会に支えられる」側という概念があったが、今後は「社会を共に担う」側

としてポジティブに捉え直すことが必要である。元気な高齢者、いわゆるアクティブシニアが自分

の希望に合わせ、就労や地域活動など様々な分野で活躍できる社会を構築することが重要である。 

 また、「健康長寿埼玉プロジェクト」の全県展開により、健康寿命を延ばし、さらに地域で安心

して医療や介護サービスを受けることができる「地域包括ケアシステム」の構築を目指し、取組を

進めていく。 
 

【アクティブシニアの活躍支援】 

８ シニアの就業実態の把握 

【総務省】 
 

 シニアの就業実態を把握するため、総務省が調査している労働力調査について、都道府県別・年

齢別データを公表すること。 

 また、調査対象世帯数を増加し、標本誤差を少なくすること。 
 

◆現状・課題 

 ・ アクティブシニアの活躍を推進するに当たり、60歳以上のシニアの就業に関するデータは施策を

実施する上での根幹となる。 

 ・ シニアの就業実態を把握できる主な国の調査としては、「国勢調査」（５年ごと）、「就業構造基本

調査」（５年ごと）、「労働力調査」があるが、毎月調査、公表されるのは「労働力調査」のみである。 

 ・ 一方、「労働力調査」の基本集計では、都道府県別データ結果を年 1回（３月 1日）しか公表して

いない。また、その公表データ（都道府県別モデル推計値）は年齢別になっておらず、シニアの就

業実態は分からない。 

 ・ さらに、調査対象世帯の数が全国 4万世帯、埼玉県 1800世帯と少なく、標本誤差が大きくなって

いる。 

 ・ 本県では、総務省統計局のデータをもとに年１回、独自公表しているが、年齢別データは公表で

きない状況である。 
 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 総務省が毎月調査している「労働力調査」について、都道府県別・年齢別データを公表し、本県

が推進するアクティブシニアの活躍推進に資するデータ提供を行うこと。 
 

◆参考  

  総務省統計局  http://www.stat.go.jp/data/roudou/pref/index.htm 

  埼玉県     https://www.pref.saitama.lg.jp/kense/toke/rodoryoku/index.html 

 

○国の動向等 

  ◇制度改正等の状況    要望に係る制度改正等の動きなし 

 

地域包括ケア課、保健医療政策課 

国保医療課、健康長寿課、疾病対策課 

シニア活躍推進課 
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【アクティブシニアの活躍支援】 

９ シニアの就業機会の拡大 

【厚生労働省】 
 

 シニアの就業機会を拡大するため、労働者の保護や競合する事業者の利益にも十分配慮しつつ、

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」を改正し、請負においても週 40 時間までの就業を可

能とすること。 
 

◆現状・課題 

 ・ シルバー人材センターにおいては、近年、高年齢者層が増加しているにもかかわらず、会員数の

減少傾向が見られる。 

 ・ これは企業における 65歳までの継続雇用が進展してきたことが背景にあると考えられるが、セン

ターにおいても、高年齢者の就業ニーズの変化・多様化に対応できていない可能性がある。 

 ・ シルバー人材センターの取り扱う就業は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により、臨時

的かつ短期的（おおむね月 10日程度以内のもの）又は軽易なもの（おおむね週 20時間を超えない

もの）に限定されているが、こうした背景を踏まえ、国は法改正を行い、平成 28年４月に施行した。 

 ・ これにより、シルバー人材センターの業務のうち、請負を除く、労働者派遣・職業紹介に限り、

市町村ごとに業種、職種を指定することで、週 40時間までの就業が可能になった。 

 ・ しかし、本県のシルバー人材センターの就業延人員をみると、請負が９割以上を占めるため、今

回の法改正によって、変化・多様化する高年齢者の就業ニーズに対応できるか疑問がある。 

 ・ また、地域によって産業構造が異なることを踏まえ、市町村の実態に応じて、請負も対象範囲と

することで、事業者によるシルバー人材センターの利用が拡大し、地域経済の活性化につながる可

能性もある。 
 

  ○本県の会員数等の推移 

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

会員数（人）     47,650      47,226(▲424)     47,218(▲8) 

就業延人員（人日）  4,910,476 (100%)   4,937,962(100%)  4,966,360(100%) 

 請  負  4,883,977 (99.5%)   4,916,167(99.6%)  4,906,064(98.8%) 

派 遣     26,499 ( 0.5%)      21,795( 0.4%)       60,296( 1.2%) 
 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ シニアの就業機会を拡大するため、労働者の保護や競合する事業者の利益にも十分配慮しつつ、

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」を改正し、請負においても週 40時間までの就業を可能

とすること。 

 

○国の動向等 

  ◇制度改正等の状況    要望に係る制度改正等の動きなし 
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【健康長寿埼玉プロジェクトの推進】 

10 医療需要の適切な算定 

【厚生労働省】 
 

 基準病床数の算定に当たっては、地域医療構想を策定するために示された 2025 年の医療需要と

各医療機能の必要量の推計方法と同様、将来推計人口を用いるとともに、都道府県間の人口当たり

の病床数の格差是正を検討すること。 

 また、平成26年度から新たに開始された病床機能報告制度と従来の医療機能情報を一元化して、

情報の利用者にとって分かりやすく、使いやすい制度となるよう必要な見直しを行うこと。 
 

◆現状・課題 

 ・ 医療計画は従来５か年の目標を定めるものにもかかわらず、基準病床数の算定に当たっては、医

療法等で医療計画作成時における夜間人口を用いることとされている。 

   一方、平成 27 年度以降策定することとなる地域医療構想においては、2025 年の医療需要及び各

医療機能の必要量を推計するため、将来推計人口を用いることになった。 

   いずれも必要な病床数を算定するものであることから、考え方の整合性を図る必要がある。併せ

て、都道府県間で最大３倍となっている人口当たりの病床数の格差を是正する必要がある。 

 ・ 平成 26年 10月から施行された医療法第 30条の 13の規定に基づく病床機能報告制度と平成 19

年４月から施行されている同法第６条の３の規定に基づく医療機能情報の報告制度が併存してい

る。 

   許可病床数、診療科、職員数など重複項目については、双方のシステムを連動させ、都道府県及

び報告者へ過重な負担とならないようにする必要がある。また、同種の情報はできる限り集約して、

利用者が使いやすいものにする必要がある。 
 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 現行の基準病床数の算定方法について、地域医療構想における 2025年の医療需要及び医療機能別

の必要量の推計方法と整合性が図れるよう、将来推計人口を使用するなど運用を見直すこと。併せ

て、都道府県間で最大３倍となっている人口当たりの病床数の格差が是正されるよう、過去の実績

に基づく係数の設定（退院率、平均在院日数）を見直すこと。 

 ・ 病床機能報告制度は医療機能情報の報告制度と重複する項目がある。この２つの制度を一元化し

て、情報の利用者にとって分かりやすく、使いやすい制度となるよう、必要な見直しを行うこと。 

 

○国の動向等 

  ◇制度改正等の状況 

 ・ 医療計画の見直し等に関する検討会の地域医療構想に関するＷＧにおいて検討中である。 
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【健康長寿埼玉プロジェクトの推進】 

11 特定健康診査等に係る財政支援の充実 

【厚生労働省】 
 

 第二期特定健康診査等実施計画の期間（平成 25年度～29年度）が最終年次となることから、市

町村国保における特定健康診査・特定保健指導の実施率をさらに向上させるため、市町村の超過負

担を是正し、必要な実施体制が確保できるよう十分な財政措置を行うこと。 
 

◆現状・課題 

 ・ 本県における平成 26年度の事業実績は、特定健康診査が 37.2％、特定保健指導が 16.1％であり、

国の定める「特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針」の

目標実施率（それぞれ 60％）とは相当の開きがある。 

 
平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

目標実施率 

(平成 29年度) 

特定健康診査 34.5％ 35.5％ 37.2％ 60.0％ 

特定保健指導 17.1％ 17.6％ 16.1％ 60.0％ 
 

 ・ その原因の一つに、特定健康診査における国庫負担金基準単価と県内市町村平均契約単価との乖

離の問題がある。国民健康保険法の規定により、特定健康診査等の実施に係る負担割合は、国１/３、

都道府県１/３、市町村１/３とされているが、実際の国の負担割合は 19.31％にとどまっている。 

 ・ また、特定健康診査については基本的な診査項目が定められているが、多くの市町村国保では診

査項目を追加して実施しており、国負担金の基準設定に当たっては、実情に即した診査項目の設定

が必要である。 

 ・ 実施率の向上を図るためには、実施主体の更なる努力が不可欠であるが、現状のままでは、市町

村国保が必要な人材の確保や新たな取組を行うことには限界がある。 
 

 ○特定健康診査における国庫負担金基準単価と県内市町村平均契約単価（H27年度） 

 国基準単価 県内市町村平均単価 差  額 

(集団)基本項目 4,190円 7,393円 3,203円 

(個別)基本項目 5,490円 8,715円 3,225円 

 

 ○市町村特定健康診査等の費用に対する国負担割合（H26年度） 

国負担額 県負担額 実際の費用 国負担割合 

923,474千円 923,474千円 4,782,163千円 19.31％ 
 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 診査項目や国庫負担金における基準単価を見直し、実情に即した負担割合となるよう国庫負担額

を充実すること。 

 ・ 市町村国保が特定健康診査等の実施率向上を図っていくためには、保健師等の専門職の確保に加

え、被保険者の立場に立った取組強化や診査内容の充実などが不可欠であることから、その実現に

向け、十分な財政措置を行うこと。 

 

  



 17 

○国の動向等 

  ◇概算要求状況【厚生労働省】 

   市町村が行う特定健康診査及び特定保健指導事業費 

    医療費適正化推進費   17,231,265千円（28年度 17,231,539千円） 
 

  ◇制度改正等の状況 

 ・ 厚生労働省は国庫負担金基準単価（上限額）を全国平均で設定しており、現在のところ単価見直

しの動きはない。 

 

 

 

【健康長寿埼玉プロジェクトの推進】 
12 健康の基本となる健診（検診）の受診率向上 

【厚生労働省】 
 

 特定健診については、保険者ごとに医療機関と契約する現行制度を見直し、誰もが県内全ての医

療機関で特定健診や特定保健指導を受けられる仕組みを、国の統一的な制度として確立するよう検

討すること。あわせて、労働安全衛生法に基づく健康診断を受診した場合に事業者から保険者への

記録の写しの提供が進むよう取組を強化すること。 

 がん検診については、事業主に対して、積極的にがん検診の受診を促す対策を講じるとともに、

職域でのがん検診の実施主体を法律上明確に位置付け、健康診断等と一体的に行われるよう検討す

ること。また、各市町村が実施する対象者への個別勧奨通知に継続して補助を行う等、受診行動の

定着化策を進めること。 
 

◆現状・課題 

 ・ 本県は毎日 100万人を超える県民が東京都内に通勤・通学しており、都内にある企業からなる保

険者（健保組合等）に加入している県民が多い。 

 ・ 現行制度では、特定健診実施に当たって保険者が医療機関と委託契約を締結することとされてお

り、都内に所在する保険者と契約している医療機関が県内に少ない状況にある。したがって、特に

被扶養者は特定健診を受診しづらい環境にある。 

 ・ さらに、事業所で行われる労働安全衛生法に基づく健康診断は、特定健診の全部又は一部を行っ

たものとされることから、記録の写しを保険者に提供することにより、受診率の向上につながると

ともに、特定保健指導を受けることができるものである。事業者は保険者が求める場合には健康診

断に関する記録の写しの提供が義務付けられているが、理解が十分ではなく、提供が進んでいない

状況にある。 

 ・ また、日本人の死因で一番多いのはがんである。がんは初期であれば治療して治る場合が多い。

初期のがんを発見することが大切であり、いかにがん検診を受診してもらうかが重要となる。 

 ・ 現在、がん検診は任意の実施となっており、事業所によってはがん検診を受けられない例もみら

れ、事業所でのがん検診の受診率の向上が課題となっている。市町村には、がん検診対象者への繰

り返しの個別勧奨通知などによる対策で受診率向上に成果を上げているところもあり、積極的な対

策を広めていくことが重要である。 
 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 特定健診については、将来的には、国において統一的な契約又は保険者間の調整を行い、いずれ

の保険者であっても、誰もが県内全ての医療機関で受診できるような制度を検討すること。あわせ
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て、労働安全衛生法に基づく健康診断を受診した場合に事業者から保険者への記録の写しの提供が

進むよう取組を強化すること。 

 ・ がん検診については、事業主に対して、積極的な受診率向上対策を講じるとともに、職域でのが

ん検診の実施主体を法律上明確に位置付け、健康診断等と一体的に行われるよう検討すること。 

 ・ また、受診行動の定着化のためには、対象者への繰り返しの個別勧奨通知が有効であることから、

各市町村が実施するコール・リコールに対し引き続き補助を行う等受診行動の定着化策を進めること。 

 

○国の動向等 

  ◇制度改正等の状況    要望に係る制度改正等の動きなし 

 

 

【地域包括ケアシステムの構築】 
13 定期巡回・随時対応サービスの普及促進 

【厚生労働省】 
 

 定期巡回・随時対応サービスの普及がより一層進むよう、適切な報酬の実現、サービスに関する

啓発等を行うこと。 
 

◆現状・課題 

 ・ 高齢者が住み慣れた家庭や地域で安心して暮らし続けていくためには、医療や介護、生活支援な

どのサービスを切れ目なく提供していく体制を整備していく必要がある。 

 ・ 定期巡回・随時対応サービスは、地域包括ケアシステムを構築する上で中核を担うサービスである。 

 ・ 本県では、このサービスが全ての市町村で提供されるよう普及促進に努めている。 

 ・ 平成 27年度の介護報酬改定では、総合マネジメント体制強化加算の創設や通所介護等とのサービ

ス併用時の減算額の見直しなどの改善があったが、訪問看護に関しては一体型事業所のサービス提

供体制の見直しのみで、引き続き課題がある。 

  ○ 一体型事業所において、訪問看護の利用者がいなくても人材確保の困難な看護職員を常勤換算

2.5人以上配置しなければならない。 

  ○ 連携型事業所において、訪問看護分の介護報酬額が低い。 

 ・ ケアマネジャーなど介護専門職の理解不足、利用者である高齢者やその家族の施設志向等により、

既存事業所の利用者が伸び悩んでいる。 
 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 次期の介護報酬改定に向けて訪問看護、特に連携型事業所との提携の障壁となっている介護報酬

額などの課題を把握し、適切な報酬とすること。 

 ・ このサービスの実態について介護専門職への正確な理解を促進するとともに、在宅生活全般を支

えるサービスであることを、広く国民に普及啓発すること。 

 

○国の動向等 

  ◇制度改正等の状況    要望に係る制度改正等の動きなし 
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■「人財」の開発 
【内閣官房、内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省】 

 
県担当課：  

 
 

 生産年齢人口の減少を食い止めるためには、少子化の流れを変えなければならない。子育てに関

する様々な負担や不安を軽減し、誰もが子供を生み育てることに喜びを感じる社会を実現するため

の取組をしっかりと進めていく必要がある。 

 また、女性の活躍による社会・経済の活性化を進めるための「埼玉版ウーマノミクスプロジェク

ト」をより広く展開するとともに、県民一人一人が持つ可能性を最大限に引き出し、能力を開花で

きるような「人財」開発を推し進めていく。 
 

【実効性ある少子化対策】 

14 地域からの大学等の流出防止 

【内閣官房、内閣府、文部科学省】 
 

 首都圏郊外に立地する大学・短大は、地域経済の活性化の核となるとともに、地域のまちづくり

等の活動に対して知恵や人材を供給するなど地元自治体の地方創生に欠かせない存在となっている。 

 現在増加傾向にある大学生等の東京 23 区への過度の集中を防ぎ、首都圏郊外を含む地方の大学

等の流出防止を図るよう取り組む施策を打ち出すこと。 
 

◆現状・課題 

 ・ これまで、昭和 34年制定のいわゆる工業等制限法によって、首都圏内においても大学等の郊外立

地が進められてきた。大学等の立地に当たり、地元自治体では、補助金等を支出するなど大学等を

支援してきた。 

 ・ しかし、平成 14年に同法が廃止された結果、現在、東京 23区外に立地していた大学等の 23区内

への移転が進んでおり、全国で大学・短大生数が減少している中で都心に通学する大学生等の数は

逆に増加傾向にある。 

 ・ 大学等は、地域経済の活性化に寄与していることに加えて、地域のシンクタンクとして地域活動

の担い手となり、地域を支える貴重な人材の供給・育成などの重要な役割を担っている。 

 ・ 地方創生に欠かせない大学等の 23区内への過度の集中を防ぐことが必要である。 
 

    ○大学・短大学生数の推移（首都圏） 単位：千人 

 
年度 Ｓ60 Ｈ２ Ｈ７ Ｈ12 Ｈ17 Ｈ22 Ｈ27 

23区 485 461 451 441 440 456 478 

近隣３県 267 351 437 448 446 436 415 

                         文部科学省：学校基本調査より作成 
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（参考：埼玉県における移転例） 

 ・ 大妻女子大学狭山台キャンパス（入間市）の家政学部と文学部の１年次が千代田キャンパス（千

代田区）に移転（平成 27年４月） 

 ・ 東京理科大学久喜キャンパス（久喜市）の経営学部が神楽坂キャンパス（新宿区）へ全面移転（平

成 28年４月） 
 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 東京 23区内の大学生等をこれ以上増やさないための大学生定員の規制や 23区外に立地する大学

等への手厚い助成、大学等と地元自治体との意思疎通・連携を強化する仕組みの創設など、首都近

郊を含む地方の大学等の流出防止を図るよう取り組むこと。 

 

○国の動向等 

  ◇制度改正等の状況    要望に係る制度改正等の動きなし 

 

 

【実効性ある少子化対策】 

15 子育て世帯向け住宅供給促進のための税制優遇等の充実 

【国土交通省】 
 

 積極的な少子化対策の手立てとして、子育て世帯、特に子供が３人以上の多子世帯向け住宅の供

給を促進するため、業界団体に働き掛けるとともに税制優遇や制度確立などを充実させること。 
 

◆現状・課題 

 ・ 本県の人口は、平成 27年にピークを迎え、その後減少する見込みである。 

 ・ また、将来を支える年少人口も、平成 22年の 95万人から平成 37年には 76万人と大きく減少す

ることが推計されている。 

 ・ 本県の活力を維持していく上で、少子化対策は喫緊な課題となっている。 

 ・ このような中、国の調査によると、子育て世代が理想とする子供の数を持てない現状が浮き彫り

となり、その理由としては経済的なものが圧倒的に多く、「子育てや教育にお金がかかりすぎるか

ら（56.3％）」や「家が狭いから（11.3％）」となっている。 

     【参考】国立社会保障・人口問題研究所による調査（平成 27年） 

         ・夫婦にとっての理想的な子供の数は 2.32人 

         ・実際に持つつもりの子供の数は 2.01人 

 ・ このため、子育て世代が、子育てしやすい広い住宅を経済的負担が少なく確保できるような環境

づくりが求められている。 

 ・ 本県でも「子育て応援住宅認定事業」など、少子化対策を住宅分野から取り組んでいるところで

はあるが、国においても子育て世帯、特に子供が３人以上の多子世帯向け住宅の供給を促進するた

め、業界団体に働き掛けるとともに税制優遇や制度確立などの充実が必要である。 
 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ これまで子供２人を標準世帯としてきた住宅設計を見直し、子供３人以上の多子世帯にも対応で

きる住宅を国として推奨し、公営住宅はもとより民間マンションへの普及について業界団体にも強

く要請を行うこと。 

 ・ 子育て・多子世帯がニーズに合った新築住宅や中古住宅を取得しやすいよう住宅取得・リフォー

ムに関する各種税制・金利優遇（子育て・多子世帯枠新設）を実施すること。 
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 ・ 利用可能な中古住宅の流通促進などにもつながるよう、子育て・多子世帯に賃貸する大家に対し

て税制優遇を実施すること。 

 ・ 安心して中古住宅の取得やリフォームができるよう、必要な検査制度（インスペクション）など

の制度化を早期に行うこと。 

 

○国の動向等 

  ◇制度改正等の状況    要望に係る制度改正等の動きなし 

 

 

【実効性ある少子化対策】 

16 少子化対策の推進 

【内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省】 
 

 新制度による子ども・子育て支援の「質の改善」が十分行われるように恒久的な財源を確保し、

地域の状況を反映した公定価格や補助単価を設定するとともに利用者負担を軽減すること。 

 また、少子化に対する効果的な対応は地域ごとに異なり、その効果が現れるまでに長い時間を要

するものであるため、地域の実情にあった少子化対策が継続的に実施できるような財政支援を行う

こと。 
 

◆現状・課題 

 ・ 平成 27年４月に施行された「子ども・子育て支援新制度」は、質の改善の一部を実施する財源し

か確保されていない。 

 ・ 保育所の公定価格においては１歳児６人に対し保育士１人を配置することとされている。しかし、

本県では低年齢児保育の充実のため、私立保育所を対象に児童４人に対し保育士１人を配置できる

よう補助を実施している。 

 ・ 乳児は年度中途に入所することが多いが、保育士を年度中途に雇用することが難しいため、本県

では保育所が年度当初から、年度後半の乳児の人数に対応した保育士を雇用できるよう補助を実施

している。 

 ・ 児童一人一人の障害種別や程度に応じたきめの細かい保育を行うため、本県では障害児３人に対

し１人の障害児担当保育士を配置できるよう補助を行っている。 

 ・ 公定価格が、地域の人件費の状況や認定こども園の経営実態を充分に反映した内容となっていな

い。 

 ・ 病児保育に関しては、感染症の流行期とそうでない時期とで利用児童数に波があり、事業者の経

営が安定せず、事業普及の妨げになっている。 

 ・ 本県では多子世帯の経済的負担を軽減するため、平成 27年４月から現行制度の同時入所要件を撤

廃し、第３子以降の保育料を免除する補助を実施している。国においては、平成 28年度から所得制

限を設けて同時入所要件を撤廃した。 

 ・ 平成 27年度補正予算に盛り込まれた「地域少子化対策重点推進交付金」は、単年度であり先駆的

な事業のみを対象としていることから、地域の実情にあった少子化対策の継続的な実施につながる

財政支援の仕組みとなっていない。また、平成 28年度当初予算に計上された同交付金は、総額で５

億円にとどまっている。 
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◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 子ども・子育て支援新制度における質の改善が十分に実施されるような財源を確保し、次の①～

④を満たす適切な公定価格を設定するとともに、その算出根拠を明らかにすること。 

  ①保育士等の職員配置基準の改善    ②児童の障害の程度に応じた加算の創設 

  ③地域の状況を反映した地域区分の設定 ④認定こども園の経営実態にあった公定価格 

 ・ 病児保育事業に対する補助単価については、基礎分の重点化により利用児童数に左右されること

なく安定経営を維持できる体制となるよう増額すること。 

 ・ 保育所等の利用者負担の制度においては、２人以上の子供のいる世帯の経済的負担の軽減を図る

ため、同時入所要件を廃止すること。 

 ・ 「地域少子化対策重点推進交付金」は、地方の少子化対策の継続的な実施を支援する仕組みとす

ること。 

 

○国の動向等 

  ◇概算要求状況【内閣府】 

 ・ 子ども・子育て支援新制度 事項要求（28年度 2,519億円） ［国費ベース］ 

  ※ 平成 29 年度の子ども・子育て支援新制度に係る費用については、消費税率 10％延期に伴う対

応を検討する必要があること、消費税増収分のうち社会保障の充実に向ける額は前年度と同様

である一方、社会保障の充実に充てることができる重点化・効率化の財政効果や、既存施策の

段階的実施などによる所要額の増加について、概算要求段階では正確な見積もりができないこ

とから予算編成過程で検討 

 ・ 地域少子化対策重点推進交付金  11億円 （28年度４億 9,900万円）〕 ［国費ベース］ 

 

  ◇制度改正等の状況【内閣府】 

 ・ 平成 28 年度は子ども・子育て支援新制度に基づく量と質の充実等のために、国・地方合わせて

約 0.6 兆円の予算額が確保された。それにより、各市町村の事業計画を踏まえた 28 年度の「量の

拡充」への対応、「0.7兆円の範囲で実施する事項」の「質の向上」が全て実施されている状況であ

る。 

 ・ 平成 29 年度についても、消費税増収分のうち、社会保障の充実に充てる額は前年度と同様であ

るとしているが、社会保障の充実にあてることができる重点化・効率化の財政効果や、既存施策の

段階的実施などによる所要額の増加について概算要求段階では正確な見積もりが出来ないことか

ら事項要求となっている状況である。 
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【実効性ある少子化対策】 

17 保育士の処遇改善と人材確保の推進 

【内閣府、厚生労働省】 
 

 保育士が安定的・継続的に働くことができるように、保育所等の職員の給与が他の業種と比較し

適切な水準となるよう、保育士の勤務実態に合った公定価格を定めること。特に隣接する市区町村

の間で公定価格に大きな差が生じないよう、地域の状況を十分に反映した地域区分を設定すること。 

また、公定価格の人件費部分を明確にし、保育士の給与に直接反映するための基準を導入するこ

と。 

さらに、保育士・保育所支援センター運営事業などの保育士確保施策については、引き続き強力

に推進し、国において十分な財源措置を図ること。 
 

◆現状・課題 

 ・ 埼玉県では、待機児童対策として、平成 28年度に 6,500人分の保育サービス受入枠の拡大を予定

しており、保育士の確保が喫緊の課題となっている。 

 ・ 埼玉県の保育士の有効求人倍率は、平成 28年 3月に 3.34倍で、前年同時期（平成 27年 3月の

3.03倍）よりさらに厳しい状況であり、今後も保育士不足の深刻化が見込まれる。 

 ・ 保育士の新規人材の確保と離職の防止を図るためには、保育士の処遇改善を行うことが必要であ

り、子ども・子育て支援新制度における公定価格を適切な水準に設定する必要がある。 

 ・ 公定価格の地域区分は市区町村ごとに設定されており、東京都特別区や隣接する県内市町村の間

で公定価格に大きな差が生じているなど、地域の状況を十分に反映した区分となっていない。 

 ・ 平成 29年度以降も、保育士確保策を引き続き強力に推進し、財源については、地方に負担を転嫁

することなく、国において十分な財政措置を図ることが必要である。 

 ・ 保育所等に支払われる委託料や給付費に細かい使途制限が設けられていないため、委託料等の人

件費相当部分を保育士の人件費以外に使用することが可能な制度となっている。 

 ・ 保育士宿舎借上げ支援事業については、保育所が宿舎を借り上げた場合のみ補助対象となってお

り、保育士が自ら賃貸契約している場合は補助対象とならない。 

 ○平成 27年度賃金構造基本統計調査 

  
埼玉県 

平均年齢 勤続年数 給与月額 

保育士 32.6歳 5.2年 205,500円 

幼稚園教諭 32.6歳 8.4年 236,800円 

全職種 42.8歳 12.0年 304,400円 
 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 国の制度設計では５％の給与改善を予定しているが、平成28年度においては、３％の給与改善と

なっている。他職種との給与格差を解消し、保育士が働き続けられる処遇を実現するため、５％を

超える更なる保育所等の職員の給与改善につながる公定価格を設定すること。 

 ・ 公定価格の地域区分は生活圏域の重なる隣接地域で大きな差が生じない仕組みを導入するととも

に、設定根拠を明らかにすること。 

 ・ 公定価格の人件費部分を明確にするとともに、委託料や保育士の給与に直接反映するための基準

を導入すること。 

 ・ 保育士・保育所支援センター運営事業などの保育士確保施策については、引き続き強力に推進し、

国において十分な財源措置を図ること。保育士宿舎借上げ支援事業については、保育所が宿舎を借

り上げた場合だけでなく、保育士が賃貸契約している場合も対象とすること。 
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○国の動向等 

  ◇概算要求状況 

  【厚生労働省】 

   保育士人材確保のための総合的な対策 330億円（28年度 194億円）〔事業費ベース〕 

  【内閣府】 

   子ども・子育て支援新制度 事項要求（28年度 2,519億円）［国費ベース］ 

   ※ 平成 29 年度の子ども・子育て支援新制度に係る費用については、消費税率 10％延期に伴う

対応を検討する必要があること、消費税増収分のうち社会保障の充実に向ける額は前年度と同

様である一方、社会保障の充実に充てることができる重点化・効率化の財政効果や、既存施策

の段階的実施などによる所要額の増加について、概算要求段階では正確な見積もりができない

ことから予算編成過程で検討。 

 

 

【埼玉版ウーマノミクスプロジェクトの更なる推進】 

18 保育所整備等への交付金等の充実 

【文部科学省、厚生労働省】 
 

 保育所整備等を円滑に行うため、保育所等整備交付金や認定こども園施設整備交付金、保育対策

総合事業費補助金など、整備に対する補助の一層の充実を図ること。 

 補助金で実施する送迎保育や賃借料補助などのソフト事業についても、待機児童対策に資するこ

とから、補助水準を維持し、継続すること。 

 さらに、首都直下型地震など今後起こりうる地震災害への万全の備えとして、保育所、認定こど

も園などの保育施設の耐震化は急務である。施設の耐震化を促進するため、耐震診断費用を交付金

の対象とし、耐震化については補助率を引き上げること。 
 

◆現状・課題 

 ・ これまで保育所等整備の財源となってきた「安心こども基金」については、平成 27年度補正予算

での積み増しと、平成 28年度までの期間の延長が決まったが、平成 29年度以降の扱いは不明である。 

 ・ 平成 28年度以降の保育所等整備は、原則として、国から市町村に直接交付される交付金等により

行われる。交付金は、市町村が児童福祉法の規定により作成する「市町村整備計画」に基づく事業

を実施するための費用として交付される。市町村の計画を着実に推進するために、必要な時期に十

分な支援が行われることが重要である。 

 ・ 近年は、オリンピックに向けた建設需要の高まりなどにより、整備費用が高騰しており、事業者

の負担も大きくなっている。 

 ・ 首都直下型地震などへの備えとして、保育所、認定こども園の耐震診断や耐震化の取組を加速さ

せるため、対象経費の拡充や補助率引上げが必要である。 
 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 「子ども・子育て支援新制度」を着実に実施するため、交付金等による助成の一層の充実を図る

こと。また、近年の整備費用の高騰も踏まえ、補助基準額の引上げなど、補助内容の見直しを適宜

行うこと。 

 ・ 送迎保育や賃借料補助などのソフト事業（補助金）も、待機児童対策に資することから、補助水

準を下げることなく、助成を継続すること。 

 ・ 安心・安全な保育環境を提供するため保育所等の耐震化は不可欠であり、補助対象外の耐震診断

費用を交付金の対象に加えること。また、耐震改修費用については補助率の引上げを図ること。 
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◆参考（保育所整備等に係る補助制度） 

 ○主な事業 

  保育所等整備交付金（保育所、認定こども園の保育所機能の整備） 

  認定こども園施設整備交付金（認定こども園の幼稚園機能の整備） 

  保育対策総合支援事業費補助金（賃貸物件による保育所整備、送迎保育など） 

 ○補助率 

  通常    国１/２、市町村１/４、事業者１/４ 

  特定（※） 国２/３、市町村１/12、事業者１/４ 

    （※）待機児童解消加速化プランに参加する場合など 

 ○国の交付基準額 

  埼玉県（Ｃ地域）都市部 60名定員（補助率２/３）の場合  86,800千円（H28.4) 

  ○補助の方法 

  国→市町村→事業者（原則県を介さない国から市町村への直接交付） 

  ※ 認定こども園施設整備交付金の幼稚園耐震化整備は国→県→事業者 
 

◆参考（保育所の耐震状況） 

 ○平成 26年 10月１日現在の保育所（２階建て以上又は延べ床面積 200㎡以上 

  [政令市・中核市を除く]）の耐震化状況 

  対象棟数 934棟 

  耐震化率（※１）81.8％ 

  耐震診断実施率（※２）61.7％ 

  （※１）耐震化率 
     ＝（S57以降に建築された棟数＋S56以前の建築棟のうち耐震化が不要な棟数）／全棟数×100 

  （※２）耐震診断実施率 

     ＝ S56以前に建築された棟のうち耐震診断を実施した棟数／S56以前に建築された棟数×100 

 

○国の動向等 

  ◇概算要求状況 

 【厚生労働省】 

  待機児童の解消等に向けた取組の推進 1,169億円（28年度 1,043億円） [国庫ベース] 

    うち保育園等の整備支援(保育所等整備交付金、保育対策総合支援事業費助成金） 

       566億 6,100万円（28年度 534億 4,700万円）  

 【文部科学省】 

  認定こども園等への財政支援（認定こども園の施設整備・園舎の耐震化等） 

     130億 7,200万円（28年度 51億 3,600万円） [国庫ベース] 
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【埼玉版ウーマノミクスプロジェクトの更なる推進】 

19 放課後児童健全育成事業の充実 

【内閣府、厚生労働省】 
 

 待機児童や対象学年の拡大等に対応した量の拡充、適正規模の支援単位への移行促進及び従事者

の処遇改善を図れるよう、運営費及び整備費補助等において十分な財政措置を行うこと。 
 

◆現状・課題 

 ・ 子ども・子育て支援新制度においては、放課後児童クラブの対象学年が小学校６年生まで拡大と

なった。 

 ・ また、厚生労働省令では、児童の集団活動の規模（支援単位）は、おおむね 40人以下とされたが、

本県では多くのクラブが 40人を超える規模となっており、適正規模の支援単位への移行を強力に促

進する必要がある。 

 ・ 待機児童が出ている中、小学校６年生まで受入れを拡大しつつ、適正規模による運営をしていく

ためには、更なるクラブの整備が必要不可欠である。 

 ・ 本県では、放課後児童クラブの質的向上のため、運営費について単独で上乗せ補助を行っている。

県単独補助としては、民営クラブに対する加算がある。 

 ・ 障害児の受入れに対する国庫補助対象で、５人以上の障害児の受入れを行う場合、加配職員経費

が国庫補助対象であるが、障害児受入促進のためには一層の充実が必要である。 
 

※本県の状況 

年  度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度  
クラブ数 1,052 1,078 1,113 1,142 1,270 

利用児童数（人） 46,599 47,381 49,657 52,007 56,980 

待機児童数（人） 1,016 879 977 865 1,827 

（毎年度５月１日現在） 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 待機児童や対象学年の拡大に対応した量の拡充、適正規模の支援単位への移行促進、従事者の処

遇改善及び研修の着実な実施を図れるよう、運営費及び整備費補助等において十分な財政措置を行

うこと。 

 ・ 障害児受入れの促進のために、国庫補助の対象基準を障害児受入れ５人以上から４人以上に拡大

すること。 

 

○国の動向等 

  ◇概算要求状況【内閣府】 

   放課後児童クラブの充実 574.8億円＋事項要求（28年度 574.8億円）［国費ベース］ 

 

 


