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Ⅰ はじめに 

 

次代を担う子どもたちのすこやかな育ちを促し、子育て支援の拠点としても位置付

けられる保育園の再配置については、急速な人口減少とともに進行する就学前児童数

の減少動向を踏まえた対応が必要となる重要課題に位置付けられます。さらに当市に

おいては、施設の老朽化が進んでいる保育園も多く存在していることから、市では、

将来も持続可能な保育環境を整えるため、上越市保育園の再配置等に係る計画（第 1

期及び第 2期）を策定し、施設の統合・再編や民営化を進めるとともに、既存施設の

適正な維持管理を通じて、市民が安心して保育サービスを受けることのできる環境整

備に努めてきました。 

 

市内における保育園の入園状況を見ますと、就学前児童数の減少を基調としながら

も、人口集中地区においては特定の保育園に入園申込みが集中する一方で、入園児童

数が減少し続けている保育園も多くあり、地域間で入園児童数が偏在化する傾向が顕

著となっています。 

 

さらに、核家族化や共働き世帯の増加に伴い保育需要の高まりも認められ、特に育

児休業からの早期復帰等を背景に 0、1 歳児の就園率が上昇するなど、多様化する保

育ニーズに応じたサービスの充実が求められています。あわせて、国では、新たな保

育の担い手として企業による保育事業を展開するなど、従来の枠組みを拡大している

ほか、本年 10 月には幼児教育・保育の無償化が予定されるなど、保育制度そのもの

も大きく変容しようとしています。 

 

このたびの「上越市保育園の再配置等に係る計画（第 3 期）」は、これまでの計画

に掲げた基本方針等を継承しながら、将来を見据え、改めて保育を取り巻く様々な課

題へ対応していくために策定するものであり、保育に関わる多様な主体とも連携しな

がら、子どもたちのすこやかな育ちをしっかりと支えていく効果的な保育園の配置に

ついて、今後の方向性を示すものです。 



3 

Ⅱ これまでの取組状況等 

 

これまで、公立保育園の再配置に関し、市は、平成23年度から平成26年度までを

計画期間とする第1期計画及び平成27年度から平成30年度までを計画期間とする第2

期計画をそれぞれ策定し、これに基づく取組を以下のとおり進めてきました。 

 

 １ 上越市保育園の再配置等に係る計画（第1期：平成23年度～平成26年度） 

「安心して子育てができ、持続可能な保育環境を整える」という基本方針の下

で、様々な変化に対応できる保育環境を整えるため、公立保育園の統合・再編や

民営化に取り組み、保育の受皿の確保と充実を図りました。 

 

⑴ 下正善寺保育園の廃止 

生活形態や交通事情の変化により地域保育園の必要性がなくなるとともに、

入園児童数の減少に伴い集団保育が困難になったことから、平成25年度末をも

って廃止しました。これに伴い、当該地域の児童の受入先については、主につ

ちはし保育園（当時の北本町保育園）と私立ほたる保育園がその機能を担って

います。 

 

⑵ 有間川保育園、長浜保育園、下綱子保育園、桑取保育園の統合 

地域保育園の必要性や入園児童数が減少したことに加え、施設の老朽化が進

んでいたことから、平成26年8月末をもって4園を統合し、有間川地内に「たに

はま保育園」として新たに開園しました。 

たにはま保育園の開園に併せ、新たに0歳児からの受け入れ、延長保育の拡

充及び子育てひろばの開設により保育サービスの充実を図りました。 

 

⑶ 東城保育園の民営化 

 将来にわたって良好で安定した運営が見込めると判断し、移行に向けた協議

が整ったことから平成27年4月1日に社会福祉法人フランシスコ第三会マリア園

へ運営を移行しました。 

公立保育園で行っていた保育内容の継承を基本としながら、民営化後に延長

保育の拡充により保育サービスの充実が図られるとともに、定員を20人増加し

100人としました。 

 

 ２ 上越市保育園の再配置等に係る計画（第2期：平成27年度～平成30年度） 

 第 1期計画の基本方針を継続することとし、児童の安全確保や保育需要への

対応等の優先度を踏まえ、公立保育園の統合・再編や民営化に取り組み、児童

の安全確保と適正規模による保育を可能とする環境整備を進めました。 
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⑴ 吉川区新保育園の整備及び民営化 

平成 29 年 4 月に吉川区内の公立 2 園と私立 1 園を統合移転し「よしかわ保

育園」として開園しました。 

新保育園は、社会福祉法人吉川福祉会が運営しており、適正な規模と良好な

保育環境の下で、延長保育が拡充されています。 

     

⑵ 北本町保育園の移転整備 

施設の老朽化と入園希望者の増大、周辺地区での宅地開発等の状況を踏まえ、

平成 30 年 4 月に土橋地内へ移転、新築し「つちはし保育園」として新たに開

園しました。 

災害時における避難路の確保や駐車場不足等、移転前の課題が解消し、安全

性と利便性が確保されました。また、定員も 138人から 180人に増加し、保育

需要への対応を図りました。 

 

⑶ 中央保育園・古城保育園の統合、移転整備 

平成 30 年度末に同一中学校区に所在する 2 園を統合することとし、西本町

四丁目に新たな園舎の整備を進め、平成 31 年 4 月に「なおえつ保育園」とし

て新たに開園します。 

 

⑷ 名立区新保育園の整備及び民営化 

平成 32 年 4 月に名立区内の公立 1 園と私立 1 園を統合移転します。これに

伴い、新たな保育園を同区名立大町地内に整備し、社会福祉法人江恵会の運営

により開園することとしています。 

 

３ 第 1期、第 2期計画期間における施設数の推移と取組評価 

 

⑴ 施設数の推移 

区  分 

計画実施前 

H23.4.1現在 

(Ａ) 

第1期計画 

完了時 

H27.4.1 

第2期計画 

完了時 

H32.4.1(見込み) 

(Ｂ) 

増減 

(Ｂ－Ａ) 

公立認可保育園 44園 43園 38園 △ 6園 

公立地域保育園  5園  1園  1園 △ 4園 

私立認可保育園 18園 18園 17園 △ 1園 

私立認定こども園  0園  2園  4園 4園 

合  計 67園 64園 60園 △ 7園 
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  ⑵ 評価 

    第 1期、第 2期計画の取組に伴い確認できた再配置の効果と課題は以下の

とおりです。 

 

［再配置の効果］ 

    ・老朽化した施設を整備したことで、安全で安心な保育環境の中で保育が

可能となった。 

    ・統合・再編を通じて、適正規模の下での集団保育が可能となった。 

    ・延長保育の拡充等、民営化に伴って保育サービスが向上した。 

    ・民間事業者に財政負担を求めることなく、市が統合園を整備したことで、

地域の保育事業を担うことができた。 

 

［再配置の課題］ 

【施設整備について】 

    ・施設整備に必要な財源の確保 

・施設整備のための適地の選定、確保（統合による移転、新築の場合） 

    ・他の公共施設との併設など建設コストの縮減に向けた検討 

    ・当面は、施設の適正な維持管理を継続する保育園における老朽化対策 

【民営化について】 

    ・施設の耐用年数や老朽化に応じた大規模修繕について、民営化を進めてい

く上での検討が必要 

    ・民営化の際は、一定期間の引継保育が必須 

    ・第 2期計画における民営化は、公立保育園と私立保育園の統合と一体のも

のであり、公立保育園単独の民営化は検討にとどまり、実施には至ってい

ない 
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Ⅲ 保育を取り巻く現状と課題 

 

 １ 少子化に伴う就学前児童数の減少及び入園児童数の偏在化 

【現状】 

⑴ 人口減少と相まって就学前児童数も減少が続く 

人口減少が続く中で、年少人口（0～14 歳）も年々減少し、平成 32 年には

22,959人（平成 22年比△16.8％）、平成 47年には 17,480人（同△36.6％）と

推計されています。また、就学前児童数は、平成 30 年 4 月 1 日時点で 8,649

人であり、第 1 期計画初期の平成 24 年に比べて 1,425 人（14.1％）減少して

おり、少子化の進行が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜就学前児童数の推移＞ 

 
出所：「児童数推計値（平成30年4月1日）」保育課作成 

※各年4月1日現在 
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＜上越市の将来推計人口＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 29年 3月推計）」より作成 

※不詳値を含むため、各年代の人口の合計と総人口の数値が一致しない年度があります。 
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⑵ 就学前児童数が減少する一方で保育園への就園率は上昇 

就学前児童数が年々減少する一方で、入園児童数は、平成 30年4月1日時点で

5,138人と、平成 24年との比較では 123人（2.3％）の減少にとどまっており、就学

前児童数の減少1,425人（14.1％）よりも緩やかな減少傾向で推移しています。これ

は、保育園への就園率が上昇していることによるものであり、特に 3歳未満児の就園

率の上昇が顕著となっています。 

今後も、就学前児童数が減少する中で、当面は保護者等の就労に伴う 3歳未満児の

入園増加が見込まれること、また、幼児教育・保育の無償化による保育需要の増加が

想定されるなど、今後の入園児童数の動向は見通しにくい状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜入園児童数と年齢別就園率の推移＞ 

  
出所：「児童数推計値（平成30年4月1日）」保育課作成 
※各年4月1日現在 

※認定こども園の保育認定児童を含む。 
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⑶ 地域ごとの就学前児童数と入園児童数の偏在化 

少子化の進行により就学前児童数は、市全体では減少しているものの、有田区や和

田区では、近年、宅地開発が行われたことなどから増加しています。この地域の保育

園では、入園児童数が増加または横ばいで推移することが見込まれます。 

一方で、これ以外の地域では減少傾向がより顕著になっていくことが見込まれます。

あわせて、これらの地域の多くの保育園では入園児童数の減少が進んでおり、一部では

同年齢の児童による集団保育や異年齢児との交流が難しい状況となっています。 

 

 

【課題】 

・入園児童数の偏在化への対応の基礎となる、地域ごとの保育需要と将来的な児童数の

より正確な推計が難しい 

・幼児教育・保育の無償化に伴う就園動向と地域の保育需要へ柔軟に対応できる受入体

制の確保 

・年度途中における 3歳未満児の受け入れを円滑に行うために必要となる施設・設備や

保育士等の確保 
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＜地域自治区別の就学前児童数と入園児童数＞ 

 

 

 

  

H26.4 H30.4 差引 増減率(%) H26.4 H30.4 差引 増減率(%)

就学前児童数 1,251 1,154 △ 97 △ 7.8 618 520 △ 98 △ 15.9

入園児童数 565 600 35 6.2 214 222 8 3.7

就園率（％） 45.1 51.9 6.8 34.6 42.6 8.0

就学前児童数 590 473 △ 117 △ 19.8 296 236 △ 60 △ 20.3

入園児童数 309 273 △ 36 △ 11.7 100 106 6 6.0

就園率（％） 52.3 57.7 5.4 33.7 44.9 11.2

就学前児童数 789 671 △ 118 △ 15.0 356 301 △ 55 △ 15.4

入園児童数 401 391 △ 10 △ 2.5 139 137 △ 2 △ 1.4

就園率（％） 50.8 58.2 7.4 39.0 45.5 6.5

就学前児童数 27 22 △ 5 △ 18.5 14 8 △ 6 △ 42.9

入園児童数 18 15 △ 3 △ 16.7 6 4 △ 2 △ 33.3

就園率（％） 66.6 68.1 1.5 42.8 50.0 7.2

就学前児童数 283 314 31 11.0 138 150 12 8.7

入園児童数 177 188 11 6.2 57 60 3 5.3

就園率（％） 62.5 59.8 △ 2.7 41.3 40.0 △ 1.3

就学前児童数 267 220 △ 47 △ 17.6 127 103 △ 24 △ 18.9

入園児童数 185 151 △ 34 △ 18.4 57 51 △ 6 △ 10.5

就園率（％） 69.2 68.6 △ 0.6 44.8 49.5 4.7

就学前児童数 1,439 1,293 △ 146 △ 10.1 728 637 △ 91 △ 12.5

入園児童数 675 682 7 1.0 267 285 18 6.7

就園率（％） 46.9 52.7 5.8 36.6 44.7 8.1

就学前児童数 98 58 △ 40 △ 40.8 52 24 △ 28 △ 53.8

入園児童数 57 38 △ 19 △ 33.3 18 10 △ 8 △ 44.4

就園率（％） 58.1 65.5 7.4 34.6 41.6 7.0

就学前児童数 58 54 △ 4 △ 6.9 29 22 △ 7 △ 24.1

入園児童数 42 41 △ 1 △ 2.4 13 12 △ 1 △ 7.7

就園率（％） 72.4 75.9 3.5 44.8 54.5 9.7

就学前児童数 918 814 △ 104 △ 11.3 448 414 △ 34 △ 7.6

入園児童数 373 387 14 3.8 144 164 20 13.9

就園率（％） 40.6 47.5 6.9 32.1 39.6 7.5

就学前児童数 1,001 1,135 134 13.4 535 560 25 4.7

入園児童数 425 597 172 40.5 182 247 65 35.7

就園率（％） 42.4 52.5 10.1 34.0 44.1 10.1

就学前児童数 177 175 △ 2 △ 1.1 71 88 17 23.9

入園児童数 104 116 12 11.5 30 47 17 56.7

就園率（％） 58.7 66.2 7.5 42.2 53.4 11.2

就学前児童数 96 83 △ 13 △ 13.5 47 33 △ 14 △ 29.8

入園児童数 69 53 △ 16 △ 23.2 23 12 △ 11 △ 47.8

就園率（％） 71.8 63.8 △ 8.0 48.9 36.3 △ 12.6

就学前児童数 63 60 △ 3 △ 4.8 33 27 △ 6 △ 18.2

入園児童数 38 42 4 10.5 13 13 0 0.0

就園率（％） 60.3 70.0 9.7 39.3 48.1 8.8

就学前児童数 54 37 △ 17 △ 31.5 28 13 △ 15 △ 53.6

入園児童数 33 33 0 0.0 8 10 2 25.0

就園率（％） 61.1 89.1 28.0 28.5 76.9 48.4

就学前児童数 7,111 6,563 △ 548 △ 7.7 3,520 3,136 △ 384 △ 10.9

入園児童数 3,471 3,607 136 3.9 1,271 1,380 109 8.6

就園率（％） 48.8 54.9 6.1 36.1 44.0 7.9

内3歳未満児地域
自治区

15 区

金 谷 区

新 道 区

高 士 区

谷浜・桑取区

北 諏 訪 区

保 倉 区

八 千 浦 区

有 田 区

直 江 津 区

高 田 区

全体

三 郷 区

春 日 区

津 有 区

和 田 区

諏 訪 区
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  H26.4 H30.4 差引 増減率(%) H26.4 H30.4 差引 増減率(%)

就学前児童数 50 33 △ 17 △ 34.0 23 14 △ 9 △ 39.1

入園児童数 37 24 △ 13 △ 35.1 11 6 △ 5 △ 45.5

就園率（％） 74.0 72.7 △ 1.3 47.8 42.8 △ 5.0

就学前児童数 135 126 △ 9 △ 6.7 69 63 △ 6 △ 8.7

入園児童数 97 94 △ 3 △ 3.1 36 33 △ 3 △ 8.3

就園率（％） 71.8 74.6 2.8 52.1 52.3 0.2

就学前児童数 48 39 △ 9 △ 18.8 24 15 △ 9 △ 37.5

入園児童数 30 32 2 6.7 10 8 △ 2 △ 20.0

就園率（％） 62.5 82.0 19.5 41.6 53.3 11.7

就学前児童数 68 36 △ 32 △ 47.1 28 14 △ 14 △ 50.0

入園児童数 57 34 △ 23 △ 40.4 17 12 △ 5 △ 29.4

就園率（％） 83.8 94.4 10.6 60.7 85.7 25.0

就学前児童数 386 320 △ 66 △ 17.1 169 150 △ 19 △ 11.2

入園児童数 268 232 △ 36 △ 13.4 56 65 9 16.1

就園率（％） 69.4 72.5 3.1 33.1 43.3 10.2

就学前児童数 394 356 △ 38 △ 9.6 186 167 △ 19 △ 10.2

入園児童数 269 252 △ 17 △ 6.3 64 79 15 23.4

就園率（％） 68.2 70.7 2.5 34.4 47.3 12.9

就学前児童数 432 392 △ 40 △ 9.3 204 193 △ 11 △ 5.4

入園児童数 278 265 △ 13 △ 4.7 87 90 3 3.4

就園率（％） 64.3 67.6 3.3 42.6 46.6 4.0

就学前児童数 142 94 △ 48 △ 33.8 67 40 △ 27 △ 40.3

入園児童数 103 74 △ 29 △ 28.2 33 20 △ 13 △ 39.4

就園率（％） 72.5 78.7 6.2 49.2 50.0 0.8

就学前児童数 132 95 △ 37 △ 28.0 60 37 △ 23 △ 38.3

入園児童数 70 65 △ 5 △ 7.1 12 11 △ 1 △ 8.3

就園率（％） 53.0 68.4 15.4 20.0 29.7 9.7

就学前児童数 279 226 △ 53 △ 19.0 118 95 △ 23 △ 19.5

入園児童数 180 172 △ 8 △ 4.4 39 48 9 23.1

就園率（％） 64.5 76.1 11.6 33.0 50.5 17.5

就学前児童数 108 86 △ 22 △ 20.4 40 40 0 0.0

入園児童数 81 66 △ 15 △ 18.5 16 21 5 31.3

就園率（％） 75.0 76.7 1.7 40.0 52.5 12.5

就学前児童数 277 214 △ 63 △ 22.7 120 99 △ 21 △ 17.5

入園児童数 201 163 △ 38 △ 18.9 51 55 4 7.8

就園率（％） 72.5 76.1 3.6 42.5 55.5 13.0

就学前児童数 98 69 △ 29 △ 29.6 45 28 △ 17 △ 37.8

入園児童数 67 58 △ 9 △ 13.4 21 17 △ 4 △ 19.0

就園率（％） 68.3 84.0 15.7 46.6 60.7 14.1

就学前児童数 2,549 2,086 △ 463 △ 18.2 1,153 955 △ 198 △ 17.2

入園児童数 1,738 1,531 △ 207 △ 11.9 453 465 12 2.6

就園率（％） 68.1 73.3 5.2 39.2 48.6 9.4

就学前児童数 9,660 8,649 △ 1,011 △ 10.5 4,673 4,091 △ 582 △ 12.5

入園児童数 5,209 5,138 △ 71 △ 1.4 1,724 1,845 121 7.0

就園率（％） 53.9 59.4 5.5 36.8 45.0 8.2

内3歳未満児

13 区

全 市

地域
自治区

柿 崎 区

牧 区

大 島 区

浦 川 原 区

安 塚 区

名 立 区

三 和 区

清 里 区

板 倉 区

中 郷 区

吉 川 区

頸 城 区

大 潟 区

全体
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２ 保育ニーズの多様化への対応 

【現状】 

核家族化や共働き世帯の増加、保護者の就労形態等の変化による就園率の上昇を背景

に、延長保育や休日保育の利用、3歳未満児の入園児童数は増加傾向にあります。 

また、発育の遅れや障害等により配慮(支援)を必要とする児童も増加しています。 

これらの傾向は今後も続くものと見込まれ、あわせて幼児教育・保育の無償化に伴っ

て入園児童数が更に増加することも想定されます。 

こうした状況の中、全国的に保育士等の人材不足が顕在化し、当市においても保育士

等の確保が難しい状況となっており、公立・私立の別なく保育現場への十分な人員配置

に苦心している現状があります。 

このため、市では、安定的な保育園の運営に向け、非常勤保育士の確保に努め、

定員を適正に管理する取組を進めています。 

また、私立保育園等においても、定期的な保育士採用を行うとともに、国や県、

市等の補助金制度等も活用しながら、保育ニーズへの対応に必要な人員の確保に

努めています。 

なお、平成 31 年度には市内の専門学校に「こども保育幼稚園科」が新設され

る運びとなっており、上越地域における自立的な保育士養成につながる動きとし

て期待されます。 

 
＜午後7時までの延長保育の実施状況及び利用人数の推移＞ 

区  分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

延長保育 

（7時型） 

設置数(か所) 63 64 62 62 

利用者数(人) 41,588 48,104 50,536 48,421 

※公立、私立の実績を合わせたもの。平成30年度は見込み数 

 
＜配慮が必要な児童数＞              (各年4月1日現在 単位：人) 

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

公立 207 180 196 206 

私立 71 71 83 73 

合計 278 251 279 279 

入園児童数に占める

割合(％) 
5.32 4.80 5.46 5.43 

 

 

 

【課題】 

・多様な保育ニーズに応え、また、入園児童数の増加に見合う保育士や看護師等の人材

を確保する観点から、施設の統合・再編等の取組も不可避 
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３ 施設の老朽化と安全な保育環境の確保 

【現状】 

保育園の統合整備等の取組により、老朽化した施設が廃止となり、耐用年数を

超過した施設の減少が図られたものの、平成 31 年度当初において、耐用年数を

超過した施設が 15 園あり、当面、これらの施設は必要な修繕を行い運営してい

く必要があります。また、建築年次が古い施設では、受け入れはしているものの

3 歳未満児に必要な乳児室や設備等の不足している施設があります。また、園庭

や送迎用車両の駐車スペースが十分に確保されていない施設もあります。 

 

     ＜公立保育園の耐用年数の超過状況＞ 

（ 平成31年4月1日見込み ） 

区  分 耐用年数未超過 耐用年数超過 計 

木造 
(耐用年数25年) 

 6 15 21 

鉄骨造 
(耐用年数40年) 

 1  0  1 

鉄筋コンクリート造 
(耐用年数60年) 

19  0 19 

合  計 26 15 41 

 

 

【課題】 

・耐用年数を超過した施設は、引き続き、計画的な修繕を実施しつつ、改築を含

む抜本的改修についての検討を進める 

・大規模改修が必要となる施設間における改修の優先度の見極め 

・建築年次の古い施設における 3歳未満児の受け入れに伴う施設整備と、駐車場

が不足する施設における安全対策の徹底等 
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４ 民間活力導入の必要性 

【現状】 

認可保育園、認定こども園は、公立、私立にかかわらず同一の保育料、人員基準、

設備基準に基づき保育サービスを提供しています。また、近年、国では待機児童を

解消するため、民間事業者による企業主導型保育事業など、多様な主体による保育

の受皿の拡大が図られており、当市においても企業主導型保育事業が展開されてい

ます。 

市における民間活力の導入については、第 1 期、第 2 期再配置計画により、2 園

の私立保育園が公立保育園の運営を引き継ぎ、さらに、平成 32 年度には 1 園増加

する予定となっており、保育園運営の民営化を行っています。 

公立保育園の運営を引き継いだ私立保育園の保護者を対象に、市が定期的に行っ

ているアンケートの回答によれば、保護者は運営に対し不安や不満を感じることは

なく、公立から私立へ移行した後も良好な保育の質が確保されていることが確認で

きていることから、これまでの実績をもとに民間活力の導入について、次のとおり

整理しました。 

 

⑴ 民間活力導入の効果 

[児童・保護者] 

① 保護者の選択の幅の広がり 

・保育時間について、365 日すべて開園する園があるほか、早朝 7 時から

開園している園もあり、保護者の就労形態に応じた園を選択できます。 

・外部講師等による体操教室をはじめ、英語教育、マーチング、ＩＴ機器

を使った教育等を行っている園があり、保護者の教育方針に応じた園を

選択できます。 

・私立全園の年長児が一堂に会する行事へ参加し交流することができます。 

・園によってはお泊り保育等、様々な特色ある行事があります。 

② 園バスの運行や園外保育での活用 

・園バスを所有する園は、通園時の利用のほか、園外保育も積極的に行っ

ています。 

③ 保護者ニーズへの迅速な対応 

・園長の多くが決定権者であることから、意思決定が機動的に行われ、保

護者ニーズに迅速かつ臨機に対応することができます。 

④ 長期間の関係性の継続 

・公立園のような人事異動がなく、園長等が長く在籍することから、卒園

後も園との関係性を維持できます。 

⑤ その他 

・各々の園が「選ばれる保育園」を目指し、互いに切磋琢磨した結果、児

童・保護者はより良いサービスを受けることができます。 
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[法人] 

・複数園の運営により、保育士の人事異動の幅が広がり、かつ応援体制が構築

できるなど、スケールメリットが働き経営基盤が安定します。 

・高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉など複数のサービスを運営する法人の場 

合、利用者間の交流を図ることができます。 

 

[市] 

   ・保育園運営に関する市の財政負担は、公立保育園の場合が 4分の 3程度に対

して、私立保育園の場合は 3分の 1程度となっています。これは、私立保育

園の運営に関しては、国や県からの補助金が交付される仕組みがあることに

よりますが、同じ保育サービスを提供している現状にあって、市の財政負担

には大きな差が生じています。 

   ・民営化によって縮減した経費を、子育て世代の多様なニーズに対応する子育

て支援等に振り向けることが可能となります。 

 

＜保育園における園児一人当たりの費用比較（H29年度決算ベース）＞ 

区分 
園児数 
(人) 

経費 
(千円) 

財源内訳（千円） 

一般 
財源 

構成比 
(％) 

国・県 
構成比 
(％) 

保育料 
構成比 
(％) 

その
他 

構成比 
(％) 

公立 3,102 1,330 1,020 76.7 44 3.3 239 18.0 27 2.0 

私立 1,997 1,269 412 32.4 633 49.9 224 17.7 0 0 

※地域保育園、広域入所及び新園建設費は除く 

 

・施設を整備する場合にあっても、事業主体が市となった場合の整備費用は、

市が全額負担するのに対して、私立保育園の場合は、国・県からの補助金が

交付される仕組みとなっています。 

 

⑵ 民営化による正規雇用の創出 

・持続可能な保育サービスの提供には、保育士の人材を安定的に確保する必要

があります。保育士不足が全国的に顕在化する中にあって、当市においても

公立、私立を問わず、保育士の確保が次第に困難な状況となってきています。 

・民営化によって公立保育園の運営を民間が引き継いだ事例では、当該園の非

常勤職員が法人の正規職員に登用されています。 

 

 

【課題】 

・民営化により、保育士が変わることなどによる園児・保護者の不安の解消 
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Ⅳ 第 3期計画の策定方針 

 

市の行政運営の基本は、限られた予算、人員を効率的かつ効果的に配分し、必要な

行政サービスの実効性を高めていくことにあります。また、これらのサービスは、行

政が直接的に担うもののほか、多様な主体により様々な形態をとりながら行われてお

り、保育ニーズへの対応が図られています。 

こうした観点から保育サービスを見てみますと、公立保育園、私立保育園及び認定

こども園がそれぞれに主体となって、児童と保護者に対する適切なサービスを提供し、

市民の評価と信頼を得ています。 

一方で、今後の入園児童数の減少に伴い、公立と私立の間で、また、私立と私立の

間で、それぞれの園がこれまでと同様に児童を確保することが困難な状況が発生し、

安定的、持続的な保育園運営の支障となることも懸念されるところです。 

こうしたことから、私立保育園・認定こども園が、長らく地域に根差し、保育サー

ビスの提供のみならず、地域の振興、雇用創出などに大きく寄与してきている現状も

踏まえる中で、現在の公立保育園と私立保育園に入園する児童数の割合を見直し、私

立の比重が大きくなるよう転換していくことは、将来的な保育の受皿を確保していく

上で意義のあるものと考えます。 

あわせて、公立保育園の入園児童の一定数が、民営化の手法により私立保育園へ移

動するとともに、公立保育園が中山間地など保育需要が低く、安定的な運営が難しい

地域での保育サービスを引き続き担うことにより、全市的にバランスのとれた保育サ

ービスの提供体制を整えることも可能となります。 

第 3 期計画は、公立と私立が連携して持続可能な保育サービスを提供し、「Ⅲ 保

育を取り巻く現状と課題」に掲げた課題の解消を図るとともに、これまでの取組の評

価を踏まえ策定するものです。 

また、施設の再配置等については、統合・再編をはじめ、民間の力を最大限に活用

することを柱とし、これらを通じて生み出された人材や財源を、より質の高い保育サ

ービスの提供に充てるとともに、今後の保育サービスや子育て支援策の原資としてい

くために取り組んでいきます。 
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１ 計画の基本方針 

 

 

 

保育園が引き続き、次代を担う子どもたちのすこやかな育ちを促す場としての

役割を果たし、また、保護者に寄り添う子育て支援のよりどころとして、今後の

変化にも対応可能な保育環境を整えるため、第 1期・第 2期計画の基本方針を継

承しながら、公立保育園の再配置に取り組みます。 

また、私立保育園や認定こども園等の民間の力を活用し、将来的に持続可能な

保育の受皿を整えながら、引き続き、保育園の機能及び質の向上を図っていきま

す。 

 

 

２ 計画の位置付け 
 

   本計画は、保育施設の整備や保育士等の育成、活躍の場の提供、さらには民間

活力の導入等、より良い保育環境の整備を通じて、多様化する保育ニーズに対応

するとともに、子どもたちのすこやかな育ちに向けて策定するものです。 

また、市の最上位計画であり、まちづくりの総合的な計画である「第 6次総合

計画」を基盤とし、財政見通しを定めた「第 2次財政計画」、行政改革の具体的な

計画である「第 6次行政改革推進計画」及び職員の定員を管理する「第 3次定員

適正化計画」と整合を図るとともに、「上越市公共施設等総合管理計画」の個別施

設計画に位置付けるものです。 

 

 

３ 計画の期間 
 

   本計画の期間は、平成 31年度から平成 34年度の 4か年とします。 

   これは、0、1歳児の就園率の上昇に伴う入園児童数の推移をはじめ、幼児教育・

保育の無償化による幼稚園や保育園への入園動向の影響を注視する必要があるこ

と等を踏まえ、上記の期間としました。 

   なお、第 3期計画での取組と並行して、この計画で対象としていない保育園の

課題解決に向け、引き続き保護者等と協議し、必要に応じて、計画に登載、また

は次期計画に備える取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

安心して子育てができ、持続可能な保育環境を整える 
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４ 計画推進の考え方 

 

第 1期、第 2期計画の評価や保育を取り巻く課題を踏まえ、「保育ニーズに対

応した、より質の高い保育サービスの提供」と「今後の保育サービスや子育て施

策に対する財源の確保」の実現に向けて、公立保育園の「民営化」と「統合・再

編」に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

「保育ニーズに対応した、より質の高い保育サービスの提供」 

「今後の保育サービスや子育て施策に対する財源の確保」 

 

≪公立保育園の民営化≫ 
 

民間法人が受託の意向を示した公

立保育園については、民営化を進

め、民間の力を最大限に活用しな

がら、より柔軟かつ多様なサービ

スの提供を目指します。 

 
 

≪公立保育園の統合・再編≫ 
 

民間法人が受託の意向を示さない

公立保育園は、将来的な保育需要

を見据え、「上越市公共施設等総

合管理計画」で示す基本的な考え

方を踏まえ、統合・再編を進めま

す。 

 

 

【成果】 
 
・特色ある保育を行う保育園が増
え、保護者の選択肢の幅が拡大 

・選ばれる保育園を目指し、競争力
が働く相乗効果で保育サービス
が向上 

 

【成果】 
 
・適正な規模、安全で良好な保育環
境の提供 

・人材確保と必要な職員配置が可
能 

 

 

計画推進の手法 

計画推進の目標 
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⑴ 計画推進の手法 

① 民営化 

・民営化対象園の選定に当たっては、安定的な運営などの視点から総合的 

に評価を行い、実現性の高い保育園から民営化を進めていきます。 

・受託先の法人は、地域の実情を理解し、市内で私立保育園や認定こども

園、幼稚園を運営している法人のほか、保育事業へ新規参入の意向を示

し、既に市内で事業を実施している法人を対象に候補者を募ります。 

・受託先の法人の選定は、公平性・透明性を確保するため、有識者等によ

る専門委員会を設置し、経営の安定性・体制確保等の評価項目を設けた

上で審査・決定します。 

・公立・私立保育園のネットワークを構築するための連携会議を設置し、

情報を交換するとともに、民営化した保育園も市が責任を持って指導・

監督を行います。 

 

【民営化対象園選定の視点】 

・民間法人の受託意向、安定的な運営、児童の安全の確保、施設周辺の交

通事情及び駐車場の状況、私立保育園の設置状況等 

 

＜主な取組と手法＞ 

民営化の手法 施設整備の手法 説明 

単独民営化 改修 単独で既存の公立保育園を民営化する。 

統合民営化 統合整備 複数の公立保育園の統合を前提として民営化する。 

※ 整備主体や整備内容は、市と受託者で協議 

 

 

② 統合・再編 

・統合・再編する対象園の選定に当たっては、各保育園における現状と課題

を総合的に検討し、緊急性と実現性の高い保育園から取組を進めていき

ます。 

・老朽化をはじめ、施設に課題を抱えている保育園は、改築を行うことと

し、あわせて他の保育園との統合・再編も課題として検討します。 

・小学校などの他の公共施設の再配置の考え方や動向を踏まえ、統合・再編

を検討します。 

・施設整備は、新築に特化せず地域の実情に応じ、公共施設の空きスペース

の利活用も検討します。 
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【統合・再編対象園選定の視点】 

・保育需要や課題の状況、児童の安全の確保、施設周辺の交通事情及び駐車

場の状況、保護者や地域住民の意向、有利な財源の有無、費用対効果等 

 

＜主な取組と手法＞ 

統合・再編の手法 施設整備の手法 説明 

機能移転による統合整備 改修 
施設の一部の改修により受入体制を確保

し、複数の公立保育園を統合する。 

施設の老朽化や児童数の

減少に伴う統合整備 
統合整備 複数の公立保育園を統合整備する。 

 

 

⑵ 民営化、統合・再編以外の保育園の維持管理 

将来的な再配置を見据え、老朽化した保育園は計画的な修繕等を行いなが

ら、適切な維持管理を行います。 
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【再配置のイメージ図】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組手法 概  要 

① 統合民営化 複数の公立保育園の統合を前提として民営化する。 

② 単独民営化 単独で既存公立保育園を民営化する。 

③ 統合・再編整備 
機能移転又は施設の老朽化や児童数の減少に伴う複数の公立保

育園の統合整備 

④ ①から③以外 上記の手法に該当しない園は、適切な維持管理を行う。 

 

公立保育園（２期完了後） 

認可保育園３９園  地域保育園１園 

民営化による再配置 公立運営による再配置 

第 3期計画で実施 

第 4期計画以降に実施 

③ 

くびきひよこ園と

南川保育園の統合 

① 統合民営化 
④ ①から③

以外 

② 単独民営化 

 

 

施設の老朽化状況、 

保育需要等により選定 

 

 

民営化対象園  

 

 

民間法人の意向を 

参考に選定 
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Ⅴ 具体的な取組内容 

１ 取組内容 

本計画における取組内容は次のとおりです。 

 

⑴ 公立保育園の民営化 

民間法人の力を最大限に活用しながら、より柔軟かつ多様なサービスの提供

を図るため、公立保育園 4園程度の民営化を進めます。 

民営化対象園は、施設の老朽化状況等に基づく 8 項目※の評価で選定を進め

ることとし、平成 34年 4月の民営化に向け、3か年計画で取り組みます。 

初年度の平成 31 年度は、民間法人から詳細な受託意向を確認した上で、市

として対象園を選定します。その後、保護者等への説明を行い、民営化に向け

た受託先を選定する専門委員会の設置等の手続きを経て、受託先の法人を公

募・決定します。 

平成 32年度は、受託先の法人との民営化に向けた協議等を行っていきます。 

平成 33年度は、引き続き、受託先の法人との協議を進めるほか、民営化後に

円滑な保育園運営を行うため、保育士や調理員による引継保育を実施します。 

なお、受託先の法人との協議により、民営化時期を前倒しすることも検討し

ていきます。 

    ※民営化する園を決める評価項目…建築経過年数、児童入園状況、災害リスク、交通事情、 

駐車場、近隣地域の私立保育園配置状況、地域における 

公立保育園への入園状況、民間法人の意向状況 

 

 

⑵ 南川保育園とくびきひよこ園の統合、整備 

＜概要＞                      平成 31年 2 月 1 日現在 

保育園名 区分 構造 建築経過年数 児童数 

南川保育園 認可保育園 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 37 年 72 人 

くびきひよこ園 認可保育園 鉄骨造 13 年 51 人 

頸城区の南川保育園は 3 歳以上児のみ、くびきひよこ園は 3 歳未満児のみを

それぞれ受け入れて運営しています。このため、両園に子どもを入園させてい

る世帯では、園児の送迎や行事参加等が重複し、負担が大きいことや 0 歳児か

ら 5 歳児までの一貫した保育ができないなど、年上や年下との関係性を構築し

ていく幼少期における保育環境の面での課題もあります。 

これらの課題を解消するため、くびきひよこ園の 3 歳未満児保育機能を南川

保育園へ移転し、平成 32 年 4 月の統合に向け、平成 31 年度においては施設の

改修工事を行うこととしています。 
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Ⅵ おわりに 

 

 第 1期、第 2期計画では、地元や関係機関との協議が整った公立保育園を主体に公

立保育園の統合・再編や公立保育園と私立保育園の統合・民営化などの再配置の取組

を進めてきました。 

 この第 3期計画は、限られた財源の中で保育を取り巻く環境を総合的に検討した結

果、持続可能な保育サービスを提供するためには、公立保育園の民営化が必要である

と考え、取組の柱としました。 

 また、本計画の対象となっていない保育園については、適時、施設の修繕等を通じ

て、安全に保育ができる環境を確保しながら、本計画に登載した計画推進の考え方の

下に施設のあり方を検討し、地域における統合・再編に向けた機運の高まりも踏まえ、

柔軟に対応していきたいと考えております。 

  



 

 

102643
タイプライターテキスト
空白ページ
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資料編 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 保育園施設状況一覧表 
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＜保育園施設状況一覧表＞
公立保育園 平成31年4月1日見込み

構造
延床面積
（㎡）

1 高田区 南新町保育園 120 84 1,891.00 ＲＣ２ 858.40 S50.3 44 60 16

2 高田区 東本町保育園 94 74 1,461.70 ＲＣ２ 625.99 S57.3 37 60 23

3 春日区 つちはし保育園 200 200 4,337.42 ＲＣ２ 1,936.27 H29.11 1 60 59

4 新道区 稲田保育園 60 60 1,300.31 ＲＣ２ 517.90 S58.12 35 60 25

5 和田区 大和保育園 103 103 2,156.42 木鉄平 599.61 S47.3 47 25 -22

6 津有区 戸野目保育園 97 89 2,670.00 木鉄平 580.91 S47.11 46 25 -21

7 津有区 上雲寺保育園 60 52 2,021.00 木鉄平 514.71 S51.4 43 25 -18

8 和田区 和田保育園 80 65 2,662.00 木鉄平 615.06 S51.10 42 25 -17

9 春日区 春日保育園 236 236 5,328.97 ＲＣ２ 1,901.64 H19.11 11 60 49

10 高士区 高士保育園 50 43 2,219.54 木鉄平 551.17 S53.3 41 25 -16

11 新道区 子安保育園 86 72 2,012.98 木鉄平 508.52 S53.3 41 25 -16

12 三郷区 三郷保育園 60 40 1,529.30 木鉄平 445.72 S55.2 39 25 -14

13 諏訪区 諏訪保育園 40 24 1,332.15 木鉄平 370.57 S55.2 39 25 -14

14 新道区 富岡保育園 76 72 1,745.97 ＲＣ２ 523.37 S58.3 36 60 24

15 直江津区 なおえつ保育園 200 200 3,655.35 ＲＣ２ 2,021.70 H30.11 0 60 60

16 八千浦区 夷浜保育園 40 19 2,508.49 木鉄平 666.64 S42.4 52 25 -27

17 八千浦区 やちほ保育園 110 99 2,566.34 木鉄平 668.92 H9.3 22 25 3

18 有田区 有田保育園 160 155 2,215.08 ＲＣ２ 953.63 H1.3 30 60 30

19 保倉区 保倉保育園 70 46 2,802.14 木鉄平 621.29 S51.3 43 25 -18

20 北諏訪区 北諏訪保育園 80 61 2,885.29 木鉄平 557.31 H6.8 24 25 1

21 谷浜・桑取区 たにはま保育園 50 27 4,251.58 木平 651.71 H26.7 4 25 21

22 安塚区 安塚保育園 40 25 2,317.00 ＲＣ２ 528.15 S62.11 31 60 29

23 浦川原区 うらがわら保育園 110 96 6,355.00 木鉄平 1,745.05 H15.3 16 25 9

24 大島区 大島保育園 50 25 2,835.00 ＲＣ２ 995.33 H3.3 28 60 32

25 牧区 牧保育園 50 24 3,140.00 ＲＣ２ 787.52 H2.3 29 60 31

26 柿崎区 柿崎第一保育園 100 87 3,199.21 ＲＣ２ 1,392.00 S58.2 36 60 24

27 柿崎区 柿崎第二保育園 80 71 3,099.63 木平 989.57 S60.12 33 25 -8

28 柿崎区 上下浜保育園 50 44 4,804.00 木平 752.14 S49.3 45 25 -20

29 柿崎区 下黒川保育園 50 35 2,590.65 木平 698.91 S58.12 35 25 -10

30 大潟区 はまっこ保育園 180 180 5,978.38 ＲＣ２ 2,811.87 H17.6 13 60 47

31 大潟区 まつかぜ保育園 110 106 5,196.83 ＲＣ２ 1,479.03 H11.3 20 60 40

32 頸城区 南川保育園 100 71 5,971.23 ＲＣ２ 1,812.98 S56.3 38 60 22

33 頸城区 大瀁保育園 150 149 6,701.00 ＲＣ２ 1,361.47 H5.7 25 60 35

34 頸城区 明治保育園 50 37 5,028.06 ＲＣ２ 808.74 H7.11 23 60 37

35 頸城区 くびきひよこ園 60 60 10,096.80 鉄骨平 806.42 H17.7 13 40 27

36 中郷区 中郷保育園 90 67 8,187.01 ＲＣ２ 1,568.49 S59.3 35 60 25

37 板倉区 いたくら保育園 190 159 14,137.00 木鉄平 3,071.04 H19.4 12 25 13

38 清里区 きよさと保育園 80 73 4,587.88 ＲＣ２ 1,249.56 H14.2 17 60 43

39 三和区 さんわ保育園 200 183 19,765.88 木鉄平 2,229.94 H15.3 16 25 9

40 名立区 名南保育園 20 11 2,346.43 木平 544.06 S46.2 48 25 -23

41 有田区 小猿屋保育園 45 - 2,004.00 木鉄平 262.13 S50.2 44 25 -19

3,877 3,324

※耐震補強工事については、必要なすべての保育園で工事を完了しています。
　また、必要に応じて施設の修繕を行っています。

公  立  保  育  園  計（Ａ）

敷地面積
（㎡）

資料１

保育園
番号

地域 保育園名 定員
入園
児童数

建物の状況

建築年月
経過
年数

耐用
年数

耐用年数
の残
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＜保育園施設状況一覧表＞
私立保育園・私立認定こども園 平成31年4月1日見込み

構造
延床面積
（㎡）

1 高田区 高田大谷保育園 130 123 1,871.50 木平 722.16

2 高田区 マリア愛児園 110 110 2,151.58 ＲＣ３ 803.87

3 金谷区 ほたる保育園 120 120 1,480.00 木２ 854.26

4 金谷区 くろだ保育園 70 73 1,671.76 木平 697.16

5 高田区 和同保育園 70 67 1,917.53 木平 473.09

6 金谷区 こがね保育園 100 99 3,484.53 木平 616.93

7 新道区 なかよし保育園 100 100 1,979.84 木鉄２ 1,435.84

8 金谷区 城西保育園 90 82 1,059.28 木鉄２ 710.65

9 春日区 大曲保育園 90 90 1,147.45 ＲＣ２ 477.13

10 春日区 高志保育園 160 163 3,063.00 ＲＣ２ 1,141.00

11 直江津区 五智保育園 70 70 1,717.00 木平 703.53

12 直江津区 聖母保育園 110 112 956.60 木鉄平 538.59

13 有田区 門前にこにこ保育園 222 221 9,642.70 木平 1,326.90

14 有田区 下門前保育園 100 100 1,199.99 木平 589.09

15 高田区 ひがししろ保育園 100 112 2,626.48 ＲＣ２ 869.49

16 吉川区 よしかわ保育園 70 67 1,102.36 木２ 998.76

17 名立区 たちばな保育園 50 50 1,030.18 木平 446.66

18 有田区 マハヤナ認定こども園
350

(240)
314

(212)
8,382.50 鉄骨２ 2,098.39

19 直江津区 たちばな認定こども園
140

(60)
141

(61)
1,678.34 ＲＣ２ 1,283.72

20 有田区 聖上智オリーブこども園
130

(40)
135

(46)
2,661.00 木平 812.71

21 春日区 たちばな春日認定こども園
220

(116)
220

(116)
3,092.00 鉄骨３ 1,840.00

2,602
（456）

2,569
（435）

6,479
（456）

5,893
（435）

※（　）内は、教育を希望する子どもの利用定員及び児童数

　私立保育園・私立認定こども園計（Ｂ）

合　　計（Ａ＋Ｂ）

保育園
番号

地域 保育園名 定員
入園
児童数

敷地面積
（㎡）

建物の状況
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