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Ⅰ．はじめに                                  

 

 次世代育成支援対策推進法が成立した平成１５年７月以降、本市では特定事業主行動計画（以

下「行動計画」という。）を策定し、第１期から第 4 期まで、職員の仕事と子育ての両立に向け

た環境づくりを進めてきました。 

男女にかかわらず、ともに仕事と育児・介護を両立できるように、働き方改革や DX の推進な

ども取り入れながら、少子・高齢化などスピードアップする時代の荒波を乗り切ろうとしてきた

ところですが、現実はなかなか厳しいものがあります。 

そうした中、次世代育成支援対策推進法法律期限の１０年間延長（令和１７年３月３１日まで）

が可決・成立（令和６年通常国会：第２１３国会）し、令和７年４月１日から施行されます。 

第１期行動計画から掲げてきた目標の一つに、『職員の仕事と子育ての両立に向けた環境づく

り』があります。中でも男性育児休業取得率について、政府目標では『令和 12 年までに 2 週間

以上の取得率８５％』とされており、この高い目標値を盛り込んだ本市の新たな『特定事業主行

動計画第５期』を策定いたしました。 

 これまでの計画進行の中で、目標には着実に少しずつ近づいてきてはおりますが、さらに一歩

近づくために、職員同士の支え合いと関係者のご支援が不可欠です。本計画を自分自身に関わる

ことと捉えていただき、これまで以上に計画推進に対するご協力をお願いいたします。 

 

 

令和７年４月 

 

大館市長 

大館市議会議長 

大館市選挙管理委員会 

大館市代表監査委員 

大館市農業委員会 

大館市消防長 

大館市水道事業等 

大館市病院事業管理者 

大館市教育委員会 
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Ⅱ．計画期間                                  

 

  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの５年間を計画期間とします。 

 

Ⅲ．計画の対象                                 

 

  次の職員を対象者とします。 

本計画の具体的な取組は、主に任期の定めのない常勤職員の制度によるもので、他の職員は

休暇等について制度が異なるため、それぞれの制度の範囲内において、任期の定めのない常勤

職員の例によって、実態に合わせた運用とするものとします。 

 

・任期の定めのない常勤職員 

・任期付職員及び再任用職員 

・臨時的任用職員及び会計年度任用職員 

 

 

Ⅳ．計画の実施主体                               

 

本計画における取組の主体として、下記のように区分します。 

 

   ・人事管理部門   「人事などの管理部門当局」 

   ・所属の管理監督者 「それぞれの所属の管理監督者（課長、支所長、室長など）」 

   ・対象職員     「子育て中の職員（育児休業や出産休暇中の職員、自分や配偶者に

出産の予定がある職員を含む。）」 

   ・周囲の職員    「対象職員の周囲の職員」 

   ・全職員      「全ての職員」 

 

 

Ⅴ．計画の推進体制                               

 

   次世代育成支援対策を効果的に推進するため、休暇制度を所管する人事担当課を中心とし

て、各種制度の見直しや拡充などの検討を行うとともに、計画の実施状況の把握や見直し等

を行います。 
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Ⅵ．具体的な取組内容                              

    

仕事と子育ての両立を支援する職場環境づくりなど次に掲げる取組を推進し、目標達成に

努めます。 

 

 

１ 職員の勤務環境に関するもの 

 

 （１）各種制度の周知と意識の啓発 

 取組内容 実施主体 

① 

 母性保護、育児休業、休暇、超過勤務の制限などをまとめた「子

育て支援ハンドブック」により各種制度の周知徹底を図ります。 

【継続】 

人事管理部門 

② 

 所属の職員に的確なアドバイスができるよう、各種制度の理解を

深め、対象職員が制度を利用しやすいような職場の雰囲気づくりに

努めます。【継続】 

所属の管理監督者

 

 

 （２）妊娠中及び出産後における配慮  

 取組内容 実施主体 

① 

母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇制

度及び出産費用の給付等の経済的な支援措置について周知を図ると

ともに、制度の活用について助言します。【継続】 

人事管理部門 

② 
 妊娠中の職員の健康や安全のために、業務分担の見直しや、時間

外勤務について十分配慮します。【継続】 所属の管理監督者

③ 

 対象職員は母親・父親になるとわかったら、速やかに所属の管理

監督者に申し出るようにし、出産・育児に関わる休暇等の諸制度の

活用や勤務状況について適切な配慮が受けられるようにします。 

【継続】 

対象職員 

④ 
 対象職員が仕事と出産・子育てとの両立ができるよう、職場全体

でサポートします。【継続】 周囲の職員 

⑤ 
 子育て経験のある職員は、積極的に子育てに関する相談役を務め

るものとします。【継続】 全職員 
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 （３）子どもの出生時における父親の休暇取得の促進 

  取組内容 実施主体 

① 
 配偶者出産休暇（２日）、妻の産後等の期間中の育児参加休暇 

（５日）及び育児休業等の取得を推進します。【継続】 人事管理部門 

② 

 所属職員の状況を把握し、対象職員の休暇予定を確認するほか、

安心して休暇が取得できるような職場のサポート体制づくりに努め

ます。【継続】 

所属の管理監督者

③ 
 出産予定日を予め所属の管理監督者及び周囲の職員に伝え、必要

時に必ず取得できるようにします。【継続】 
対象職員 

④  対象職員が休暇を取得しやすい雰囲気づくりに努めます。【継続】 周囲の職員 

 

【目 標】「配偶者出産休暇」の取得率を１００％、「妻の産後等の期間中の育児参加休暇」の 

取得率を９０％とする。 

 

取組状況 現状値の年度 現状値 目標値 

 配偶者出産休暇（２日） R5 ８０％ １００％ 

 妻の産後等の期間中の 

育児参加休暇（５日） 
R5 ８０％  ９０％ 

 

 

 （４）子どもを含む家族の看護を行う等のための特別休暇の取得の促進  

 取組内容 実施主体 

① 

 「家族の看護休暇（年６日）」（家族が２人以上の場合は年１０日）

について周知し、急な看護休暇の取得が安心してできるよう協力体

制の構築に努めます。【継続】 

人事管理部門 

所属の管理監督者

周囲の職員 

② 
 日頃から周囲の職員と、急な看護休暇の取得ができるための協力

体制の構築を心がけます。【継続】 
対象職員 

 

 

 （５）育児休業等を取得しやすい環境の整備等 

 取組内容 実施主体 

① 

育児休業、育児短時間勤務又は部分休業の周知と取得の促進 

ア 育児休業等の取得手続や休業期間中の経済的な支援措置につい

て周知します。また、妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休

業等の制度・手続について説明します。【継続】 

人事管理部門 
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イ 男性も育児休業等を取得できることについて周知するなど、男 

 性の育児休業等の取得の促進に努めます。【継続】 
人事管理部門 

ウ 対象職員に対し、育児休業制度の積極的な取得を働きかけます。 

【継続】 
所属の管理監督者

エ 速やかに出産予定日を所属の管理監督職員及び周囲の職員に伝 

え、積極的に育児休業制度を活用します。【継続】 
対象職員 

② 

育児休業、育児短時間勤務又は部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成 

ア 育児休業の取得に支障がでないように、会計年度任用職員の雇

用による代替職員を確保して、職員が安心して育児休業を取得で

きるようにします。【継続】 

人事管理部門 

イ 育児休業及び部分休業に対する職場の意識改革を進め、育児休

業を取得しやすい雰囲気を醸成します。また、育児休業の取得の

申し出があった場合は、事前に業務分担の見直しを検討するなど、

職員が安心して休業できる環境づくりに努めます。【継続】 

所属の管理監督者

③ 

育児休業をした職員の円滑な職場復帰の支援 

ア 育児休業をした職員に対して、本人の希望に合わせた電子メー

ル等により職場に関する情報提供や育児の状況について相互の連

絡を取り合うように努めます。【継続】 

所属の管理監督者

周囲の職員 

イ 育児休業取得中は、子育ての合間を利用して、職場からの情報 

を参考に、広報誌やホームページを見たりするなど、休業中から 

業務遂行能力を維持するよう努めます。【継続】 

対象職員 

ウ 育児休業から復帰する職員の勤務体制について、予め育児短時 

間勤務、部分休業の取得等についての案内や助言を行い、希望を 

把握した上で必要な手続きを行います。【継続】 

人事管理部門 

エ 育児休業から復帰する職員は、業務に慣れるのに時間がかかる 

上、子どもの急な発熱等にも対応しなければならないなど、仕事 

と子育ての両立のための大切な時期であるため、業務分担の見直

しなど、復帰時のケアに積極的に協力します。【継続】 

所属の管理監督者

周囲の職員 

④ 

その他 

 早出・遅出勤務又は時差出勤を行っている職場においては、保育

園送迎等を行う職員に配慮します。【継続】 
所属の管理監督者

 

【目 標】 育児休業等の取得率については、男性職員の２週間以上取得を８５％、女性職員

は取得１００％維持を目標とする。 
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取組状況 現状値の年度 現状値 目標値 

 女性職員の育児休暇取得 R5 １００％ １００％ 

 男性職員の育児休暇取得 

（２週間以上） 
R5  ３９％  ８５％ 

 

＊ こども未来戦略方針（R5.6.13 閣議決定）における男性の育児休暇取得率の政府目標は、

2025（R7）年までに「1 週間以上の取得率８５％」とし、2030（R12）年までに「2 週

間以上取得率８５％」としています。 

 

   ＊ 秋田県では『あきた♡とも家事』の取組みの中で、男性の育児休暇取得率については 

「２０２５（R７）年度までに５０％、２０３０（R12）年度までに１００％」を目標とし

ています。 

 

 

 （６）時間外勤務の削減 

 取組内容 実施主体 

① 

 仕事と家庭の両立を支援するため、小学校就学前の子どものいる

職員に対する深夜勤務、時間外勤務の制限について周知徹底を図り

ます。【継続】 

人事管理部門 

② 
上限時間を超えて時間外勤務を命じた場合には、職員の健康状態、

職場環境、今後の見通しなどの分析を行います。【継続】 
所属の管理監督者

③ 
所属ごとの時間外勤務の状況及び時間外勤務の多い職員の状況を

把握して所属長に報告し、注意を喚起します。【継続】 
人事管理部門 

④ 
 毎週水曜日及び毎月第３金曜日を「ノー残業デー」として、定時

退庁を推進します。【継続】 人事管理部門 

⑤ 
 「ノー残業デー」には、特別の事情がない限り職員に時間外勤務

命令を命じないようにします。【継続】 所属の管理監督者

⑥ 

 職員の適切な勤務時間管理を行うとともに、業務分担の見直しや

担当を超えた応援体制をとるなど特定の職員や組織に業務量が偏ら

ないように努めます。【継続】 

所属の管理監督者

⑦ 

 子育て中の職員だけでなく、他の職員も定時退庁しやすい雰囲気

づくりを行うとともに、管理監督者による定時退庁の率先垂範を行

います。【継続】 

所属の管理監督者

⑧ 

 時間外勤務が恒常的に多い職員に対して、産業医による面接指導

を実施するなど過重労働による健康被害を発生させないよう健康面

への配慮を充実させます。【継続】 

人事管理部門 
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⑨ 

 業務の簡素・合理化を図り、率先的な業務遂行に努めます。また、

日頃の業務において時間外勤務削減を常に意識し、自らの健康管理

を怠らないように心がけます。【継続】 

全職員 

 

【目 標】 他律的業務の比重が高い職場を除き、職員の１箇月の時間外勤務の時間数を 

４５時間以内とし、１年間の時間外勤務の時間数を３６０時間以内とする。 

 

取組状況 現状値の年度 現状値 目標値 

管理職を除く職員の一人当たりの

年間の超過勤務時間 
R5 ２００時間/年 現状値未満 

同 上（病院・消防） R5 ２７０時間/年 現状値未満 

  

 

（７）休暇の取得の促進 

 取組内容 実施主体 

① 

 所属の業務計画を策定・周知することにより、職員の計画的な年

次有給休暇の取得、連続取得を奨励するとともに、自らも積極的に

取得します。【継続】 

所属の管理監督者

② 
 安心して職員が年有給休暇の取得ができるよう、事務処理におい

て相互応援ができる体制を整備します。【継続】 所属の管理監督者

③ 
他の職員が休暇を取得した場合でも業務に支障が出ないような体

制づくりに積極的に協力します。【継続】 全職員 

④ 

 職員が少なくても月１日程度は年次休暇を取得するよう声掛けす

るとともに、必要なときに気兼ねなく取得できるような職場の雰囲

気を醸成することに努めます。【継続】 

所属の管理監督者

全職員 

 

【目 標】 年次休暇の平均取得日数１２日以上の取得率を８０％、夏季休暇の完全取得率

を１００％とする。 

 

取組状況 現状値の年度 現状値 目標値 

 年次休暇１２日以上取得 R5 ４６％ ８０％ 

 夏季休暇の完全取得率 

（R5 年度４日） 
R5 ８９％ １００％ 
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（８）その他の取組 

 取組内容 実施主体 

① 

 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進に資する

よう効率的な業務運営や、良好な職場環境づくりのための行動が、

人事評価において適切に評価される仕組みの検討を行います。 

【継続】 

人事管理部門 

② 
 在宅勤務やテレワークなど、仕事と子育ての両立しやすい働き方

について、先進事例を参考に研究を行っていきます。【継続】 
人事管理部門 

③ 

子育てや家事は女性の仕事というような固定的な役割分担意識を

是正し、男女が共に働きやすい職場づくりを進めるため、職員の男

女共同参画意識の醸成に一層努めます。【継続】 

人事管理部門 

 

 

２ その他の次世代育成支援対策に関する事項 

 

 （１）子ども・子育てに関する地域貢献活動 

 取組内容 実施主体 

① 

 子どもたちに体験を通じた学習機会を提供するため、市が主催・

共催する行事等に、子どもが参加できるプログラムを盛り込むこと

を推進します。【継続】 

所属の管理監督者

② 
 スポーツや文化活動など、子育てに関する地域活動の機会を捉え

て積極的に参加します。【継続】 
全職員 

③ 

 子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住

民等の自主的な防犯活動や少年非行防止、立ち直り支援の活動等へ

の積極的な参加を推進します。【継続】 

所属の管理監督者

全職員 

 

    ＊ 令和７年度より、職員の「地域貢献活動に関する兼業の許可基準等について」を 

定めました。 

職員が自身の経験を活かして地域の活動に取り組むことができるよう、報酬を得て地域

貢献活動等に従事する場合の許可基準の運用を開始しますので、積極的な活用をお願いし

ます。 


