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「1（4）現行の保育制度の課題1関係  

・ 現行の認可保育所のサービス提供の仕組み  

・他の社会保障制度（医療・介護・障害）によるサービス提供の仕組み・規制を極力少なくした   

サービス提供の仕組みの例  

・現行の保育所の認可の仕組み  

・ノ現行の保育所に対する施設整備費補助の仕組み  

・現行の保育所運営費の仕組み  

・現行の保育所運営費の使途範囲  
・ 現行の保育サービスの必要性の判断基準  

・入所基準（条例）の実例（横浜市、山口市、小浜市）  

・保育の質を支える仕組み  
・保育の質の向上のための取組について  

・児童福祉法最低基準・戦後からの保育士の配置基準の推移・各国との比較  

・保育所保育士の養成、研修等の現状  
・保育士の平均年齢、勤続年数及び平均賃金等について  

・認可外保育施設に関連する現行制度・指導監督基準・認可化移行支援補助制度  

・事業所内保育施設に係る助成制度  

・認可外保育施設数・利用児童数の推移  

・認可外保育施設の現状   
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（規模、年齢別入所児童数、設置主体、開所時間、水準（面積、調理室、保育士   
利用者の選択の現状、認可外保育施設の認可保育所への移行希望・移行上の  

・3歳児未満における保育所・認可外保育施設利用率（都道府県別）  

・過疎地域の現状（全体、人口の動向、人口構成、財政状況）  
・ 人口減少地域に関連する保育制度の概要・現状  

（小規模保育所、へき地保育所、定員・在所児数規模別の分布）  
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・ 過疎地域における幼児教育経験者比率  

・保育サービスの全体像  

・ 多様な保育の取組の現状   

「2 放課後児童クラブについてl関係  

・放課後児童クラブについて  

・放課後児童クラブ数及び登録児童数等の推移  

・放課後児童クラブに係る補助要件について  

・放課後児童クラブガイドラインについて  

・放課後児童クラブの実施状況  

・放課後児童クラブの国庫補助について  

・ 指導員の処遇について  

・ 放課後子ども教室との関係について  

・放課後児童クラブと放課後子ども教室について  

・「放課後子どもプラン」の基本的考え方【要旨】   

「3 すべての子育て家庭に対する支援についてl関係  

・就学前児童が育つ場所  

・ 各種の子育て支援事業（制度的な位置付け、財政措置）  

・ 他の社会保障制度における市町村事業の仕組み  

・ 各種の子育て支援事業の取組の現状  

・ 各種の子育て支援事業の都道府県別・取組状況   

（生後4か月までの全戸訪問事業、育児支援家庭訪問事業、一時預かり、  

地域子育て支援拠点事業、ファミリーサポートセンター事業）  

・ 各種子育て支援サービス・制度の利用状況  
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各自治体における多様な取組（事例）  

社会保障国民会議第3分科会 中間とりまとめ（平成20年6月19日）（すべての子育て  

家庭に対する支援関係抜粋）  
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」評価について」関係  

・現行の情報公表・情報提供の仕組み  

（認可保育所に関する情報、認可外保育施設に関する情報、認定こども園、子育て支援事業）  
・他の社会保障制度における情報提供制度の例（医療、介護）  
・ 社会福祉事業の評価に関する仕組み  

・保育所の自己評価に関する枠組み  

・福祉サービス第三者評価事業（概要、推進体制、保育所における受審の状況）  
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関係抜粋）  

・社会保障国民会議最終報告（給付のバランス関係抜粋）（平成20年11月4日社会保障  
国民会議）  

・ 妊娠・出産・子育てに関連した経済的支援  

・ 妊婦健診の公費負担の拡充について  
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経済財政改革の基本方針2008（平成20年6月27日間議決定）  

＜抜粋＞  

第2章 成長力の強化  
1．経済成長戦略   

【具体的手段】   

Ⅰ全員参加経済戦略  

①新雇用戦略（p5～6）  
・待機児童ゼロに向け、保育サービスの充実を目指し（2010年1こ保育サービス利用率を20．3％から26％へ）、その  

の在り方について 社会保障国民会議の議論も踏まえ、抜本的税制改革において検討する。保育サービスに係る  

規制改革については、子どもの福祉への配慮を前提に、利用者の立場に立って、平成20年内に結論を出す。  
「こども交付金」（仮称）の導入など、認届こども園に関する補助金の一本化による「ニ重行政」の解消  

平成20年夏を目途に取りまとめ、平成20年度＝中に制度改革についての結論を得る。  

第4章 国民本位の行財政改革  
1．国民本位の行財政への転換   

（2）生活者重視の行政システム（消費者行政、規制改革）   

【具体的手段】  

（3）消費者・生活者のための規制改革（p19）  

診療報酬の審査・支払業務の抜本的効率化、質の確保された保育サービスの充実を含む幅広い分野について取り  

組み、平成20年夫までに結論を得る。   

第5章 安心できる社会保障制度、賞の高い国民生活の構築  
1．国民生活を支える社会保障制度の在り方等   

【具体的手段】  
（2）重要課題への対応  

③ 総合的な少子化対策の推進（p25）  
・「子どもと家族を応援する日本」重点戦略等に基づき、保育サービスや放課後対策等の子育て支援の拡充及び仕事  

と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現を車の両輪として、少子化対策を行う。  

・税制の抜本的な改革と併せ、保育サービスの提供の仕組みを含む包括的な次世代育成支援の枠組みを構築する。  

「地方分権改革推進要綱（第1次）」  

（平成20年6月20日 地方分権改革推進本部決定）  
（抜粋）  

第2 地方分権のための制度・運営の改革の推進   
1重点行政分野の抜本的見直し   

（1）くらしづくり分野関係   

【幼保・子ども】  

○ 認定こども園制度については、当面、認定等に係る事務手続や会計処理が複雑であるなどの課題に対す  
る抜本的な運用改善方策について平成20年度中に実施に着手する。あわせて、認定こども園制度の一本  
化に向けた制度改革について平成20年度中に結論を得る。〔文部科学省・厚生労働省〕   

○ 保育所について、「保育に欠ける」という入所要件の見直し、保護者と保育サービス提供者との直接契約  
方式について、包括的な次世代育成支援の枠組みを構築していく中で総合的な検討を行い、平成20年中   

に結論を得る。〔厚生労働省〕   

○ 文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」と厚生労働省の「放課後児童健全育成事業」について、両事   
業の統合も含めた更なる一本化の方向で改善方策を検討し、平成21年度から実施する。〔文部科学省・厚   

生労働省〕   

【福祉施設の最低基準】  

○ 保育所や老人福祉施設等についての施設設備に関する基準については、保育の質や、高齢者の生活の   
一定の質の確保のための方策を前提としつつ、全国一律の最低基準という位置付けを見直し、国は標準を   

示すにとどめ地方公共団体が条例により決定し得るなど、地方公共団体が創意工夫を生かせるような方策   
を検討し、計画の策定までに結論を得る。〔厚生労働省〕  

2   



社会保障国民会議最終報告（平成20年11月4日）（抜粋）  

2 これからの社会保障～中間報告が示す道筋～  

3 社会保障の機能強化のための改革  

（5）少子化・次世代育成支援対策  
（D 未来への投資としての少子化対策  

少子化は日本が直面する最大の課題。基本は、就労と結婚・出産・子育ての「二者択一構造」の解決を通じた「希望と現実の奉離」の解  
消。「仕事と生活の調和の実現」と「子育て支援の社会的基盤の拡充」を車の両輪として取り組むことが重要である。   

壇）仕事と生活の調和の推進  

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に基づき、全ての働く者について社会  
全体で働き方の見直しに取り組んでいくことが必要である。   

③子育て支援サービスの充実  
1歳の壁、4歳の壁、小1の壁、小4の壁の解消など利用者視点に立ったきめ細かな運用面での改善が必要。また、施策の担い手となっ  

ている市町村レベルでの取組の充実、省庁間の連携の強化を図るべきである。   

④地域における子育て王買境の整備  
地域の多様な主体が担い手となり、子ども自身の視点に立つとともに、親を一方的なサービスの受け手とせずその主体性と二一ズを尊  

重し、子育てが孤立化しないように、子ども自身と親の成長に寄り添う形で支援することが重要である。   
⑤少子化対策に対する思い切った財源投入と新たな制度体系の構築  

大胆かつ効果的な財政投入を行ってサービスの質・量の抜本的拡充を図るべき。同時に、現在様々な制度に分かれている子育て支援関  
係サービスを再構成し、一元的に提供することのできる新たな制度休系の構築が不可欠である。  

3 中間報告後の議論  

（4）少子化対策の意義と課題  

少子化問題は、将来の我が国の経済成長や、年金をはじめとする社会保障全体の持続可能性の根幹にかかわるという点で、最優先で  
取り組むべき「待ったなし」の課題である。  
本年6月の中間とりまとめでは、少子化対策は、将来の担い手を育成する「未来への投資」として位置付け、就労と結婚・出産・育児の   

「二者択一構造」の解決を通じた「希望と現実の帝離」の解消を目指し、①仕事と生活の調和、②子育て支援の社会的基盤の拡充を「車の  
両輪」として取り組むことが重要としている。  
あわせて、我が国の家族政策関係支出が諸外国に比べて非常に小さいことから、「国が責任をもって国・地方を通じた財源の確保を図っ   

た上で、大胆かつ効率的な財政投入を行い、サービスの賢一量の抜本的な拡充を図るための新たな制度体系を構築することが必要不可  
欠」とされている。  

（5）新たな制度体系構築に向けた基本的視点  

中間とりまとめで指摘した「新たな制度体系の構築」に関して、保育サービスのあり方や育児休業制度の見直しについては、すでに専門の  
審議会において、年末に向けて議論が始まっているところであるが、今後の議論に反映させていくため、以下のように課題を整理した。   

①仕事と子育ての両立を支えるサービスの質と量の確保等  
新たな制度体系構築に際しては、潜在的な保育サービス等の需要に対し、速やかにサービス提供されるシステムとすることが必要。  
働き方の多様化、子育て支援ニーズの深化・多様化を踏まえ、提供者視点ではなく、子どもや親の視点に立った仕組とすることが重要で  

あり、良質なサービスをきちんと選べる仕組とする必要がある。また、病児保育などの多様なニーズヘの対応も課題。  
サービス量の抜本的拡充のためにも、  

・ニーズの多様化に対応した保育の必要性の判断の仕組（「保育に欠ける」という要件の見直し）  

・サービスが必要な人が安心して利用できるような保障の強化（権利性の明確化）を図り、保育所と利用者が向き合いながら、良質で柔軟  

なサービス提供を行う仕組  
・民間活力を活用する観点からの多様な提供主体の参入  
・一定の質が保たれるための公的責任のあり方  
といった見直しの視点を踏まえつつ、専門の審議会において議論を深めていく必要がある。  
放課後児童対策について、制度面一予算面とも拡充する必要。  
身近な地域における社会的な子育て支援機能の強化が必要。  
育児休業制度については、短時間勤務制度など柔軟な働き方を支援することが重要。あわせて、男性（父親）の長時間労働の是正や  

育児休業の取得促進などの働き方の見直しが必要。その際、企業経営者の意識改革とともに、企業内保育施設設置に対する支援も含め、  
企業にインセンティブを与えるような仕組も重要。  
縦割り行政を廃し、サービスを実施する市町村における柔軟な取組を可能とすることが必要。  

② すべての家庭の子育て支援のあり方  
新たな制度体系の構築に当たっては、育児不安を抱える者への対応など、すべての子育て家庭に対する支援をより拡充することが必要  
安心して子どもを産むことができるための妊娠・出産期の支援の拡充が必要。  
母子家庭への支援、社会的養護を必要とする子どもや障害児など特別な支援を必要とする子どもに対する配慮が必要。  
地域住民、NPO、企業など、多様な主体の参画・協働により、地域の力を引き出すことが必要。  

③ 国民負担についての合意形成  
少子化対策は社会保障制度全体の持続可能性の根幹にかかわる政策であり、その位置付けを明確にした上で、効果的な財源投入を  

行うことが必要。  

国民の希望する結婚、出産・子育てを実現した場合の社会的コストの追加所要観は、昨年末、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略  
会議報告において、1．5兆円～2．4兆円と推計されているところ。  

また、同試算には含まれていないが、施設整備やサービスの質の維持・向上のためのコスト、社会的養護など特別な支援を必要とする  
子ども達に対するサービスの充実に要するコスト、さらには児童手当をはじめとする子育てに関する経済的支援の充実も、緊急性の高  
い保育をはじめとするサービスの充実の優先の必要性にも留意しつつ併せて検討すべき。  
少子化対策は「未来への投資」として、国、地方公共団体、事業主、国民が、それぞれの役割に応じ、費用を負担していくよう、合意形成  

が必要。  
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次世代育成支援に関係する制度の現状  

・●麺・  （喜多   ⑭ く衰麺：：）  
産前6週、産後8週  

〔働き方〕   
子どもが満1歳まで（保育所に入所できない   

場合等は最大1歳半まで）取得可  

短時間勤務、フレックスタイム、始業・就業時間の繰上げ・繰下げ、所定外労働の免除、  通院のための休暇、通勤緩和、時   

■認可舛保育施設二手業所内託児施訝等てラ乏ネさ首筋一房万人て弓す．5謀香う7  

もプラン）  
C- 

l  

児童クラブ：  

保 育  

放課後児童  
認可保育所（22，909か斬、202万人）（20．4．1現在）  

79．5万人メ  17，583か所、   

放課後子ども教室  

地域子育て  

〕
〕
 
 

母
 

子保健   

社会的養護  

標準報酬日額の  

休業取得期間に対して休業前賃金の40％  （19年10月からは50％）が支給  経済的支援  

児 童 手 当  
－－÷…  

一般財源化・社会保険重言竿已t  1出産児に対して35万円  
（分娩費用等に充当）  ※実線は一般会計、波線は特別会計  

「基本的考え方」を踏まえた具体化が必要な検討事項  

《保育サービスの提供の新しい仕組み（公的性格や特性も踏まえた新しい保育メカニズム）》  

保育サービスの必要性の判断基準（「保育に欠ける」要件の見直し）  

・契約などの利用方式のあり方  

・市町村等の適切な関与の仕組み（保育の必要度が高い子どもの利用確保等）  

情報公表や第三者評価の仕組み  

地域の保育機能の維持向上  

多
様
な
提
供
主
体
の
参
入
に
際
し
て
の
透
明
性
・
客
観
性
 
 

包
括
性
1
体
系
性
、
普
遍
性
、
連
続
性
の
実
現
 
 

（※ 就学前保育・教育施策のあり方全般に関する検討→新たな検討の場）  
「
●
■
－
－
－
1
■
■
 
 

：《放課後児童対策の仕組み》  

《すべての子育て家庭に対する支援の仕組み》  

妊婦健診、一時預かり、地域子育て支援拠点事業、全戸訪問事業等の  

・ 量的拡充  

・質の維持・向上  

・財源のあり方   

特別な支援を必要とする子供や家庭に対する配慮を包含  

働き方の見直しの必要性   



共働き世帯の増加  

○従来は、共働き家庭は少なかったが、1997年以降、専業主婦世帯数を上回り、その後も増加を続けている。  

（万世帯）  

（年）  198D  †982   1984  1986  1988   －990   －992   －994   －996  1998   2000   2002   2004   2006 2007   

（備考）  

1・平成13年までは総務省「労働力調査特別調査」、平成14年以降は「労働力調査（詳細結果）」（年平均）より作成。  
2・「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力人口及び完全失業者）の世帯。  
3．「雇用者の共働き世帯」とは．．夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。  

4・昭和60年以降は「夫婦のみの世帯」、「夫婦と親から成る世帯」、「夫婦と子供から成る世帯」及び「夫婦、子供と親から成る世帯」のみの世帯数  
5・「労働力調査特別調査」と「労働力調査（詳細結果）」とでは、調査方法、調査月などが相違することから、時系列比較には注意を要する。  
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子どものいる女性の就業希望  

○ 我が国では、諸外国に比べ、幼い子どものいる母親の就業率が相当低い水準にあるが、現在、働いて  
いない母親であっても就業希望のある者は多い。  

6歳未満の子を持つ母の就業率の比較（2002年）  末子の年齢別子どものいる世帯における  
母の就業状態（平成18年）  

末 子 の 年 齢  

0～3歳  4～6歳  7－9歳  10～12歳   

子どものいる   100．0   
世帯総数  

100．0   100．0   100．0   

労働力人口   32．5   51．4   62．9   71．2   

就業者   31．0   50．3   61．6   70．5   

完全失業者   1．2   1．7   1．3   1．4   

非労働力人口  67．5   47．4   36．5   28．1   
■■■■－■■■■■t■■＝  

●■■■■  …■■■叫－ ■－■ ●●  

屈菩希望者   24．9   19．7   13．2  ？ニケ．・・・・・  
．．  

アメリカ  イギリス  ドイツ   フランス  イタリア  オランダ スウェーデン  

出典：OECD：SocietyataGtance2005  出典：総務省「労働力調査詳細調査」（平成18年、年平均）  

労働市場参加が進まない場合の労働力の推移  

O「就業」と「結婚や出産・子育て」の「二者択一構造」が解決されないなど労働市場への参加が進まない場合、日   
本の労働力人口は今後大きく減少（特に、2030年以降の減少は急速）。  

れば、中長期的な経済発展を支える労働力確保は困難に。その鍵は仕事と子育ての「二者択一構 
○ 若者や女性、高齢者の労働市場参加の実現と、希望する結婚や出産・子育ての実現を同時に達成できなけ   

造】の解決。  

（注）2030年までの労働力人口は雇用政策研究会報告（平成19年12月）。ただし、2050年の労働力人口は、2030年以降の性ヰ齢階級別労働力率が変わらないと仮定   
して、平成18年将来推計人口（中位推計）に基づき、厚生労働省社会保障担当参事官室において推計。  10   



女性の就業希望を実現するために必要なサービス量  

（新待機児童ゼロ作戦）  

○ 現在働いていない幼い二   
（「新待機児童ゼロ作戦」では、こ   

どものいる母親の就業希望を実現するためには、相当量のサービス基盤が必要。  

らの就業希望を実現するための抜本的なサービス基盤の拡充の必要性を提示。）   

％：サービス利用率  

人数：サービス利用児童数  

就業希望者が就業でき  
るためには、小1～3年生  

の放課後児童クラブ利用  
率を19ワも→60サムへ上げる  

就業希望者が就業できる  
ためには、3歳～5歳児の  
保育利用率を  
40％→569もへ上げる必要  

サービス量の落  
※潜在的ニーズの量は、  

現在の児童人口にサー  

ビス利用率を乗じたもの  

であり、将来の児童数に  

より変動があり得る。  

（いわゆる「小1の  

135万人  

70万人  

2歳  3歳  5歳  小学校1年 ～ 小学校3年  

0歳   1歳   2歳   3歳   4歳   5歳   小1   小2   小3   

108万人  105万人  109万人  112万人  115万人  117万人  118万人  1相方人  119万人   

（参考）  

児童数  
（20D6年）  

【保育所、放課後児童クラブ単価（円）】  

1Dl．417円  101417円  49．417円  42．417円  42417円  10．000円  10．000円  10．000円   

67．000円  67000円  2乙000円  17，250円  け250円  5000円  5．000円  5，000円   

単価（事業費ベース・月額）  

単価（公費負担ベース・月額）  
11  

保育所待機児童の現状  

○ 平成20年4月1日現在の待機児童数は1万9，550人（5年ぶりに増加）。  
○ 過去5年間（H15→20年）で13万人分の保育所定員を整備したが、待機児童数は7千人しか減少していない。  

、待機児童が解消されない状況。）  

○ 待機児童が多い地域は固定化（待機児童50人以上の特定市区町村（84市区町村）で待機児童総数の約76％）。  

○ 低年齢児（0～2歳）の待機児童数が全体の約76％。  

【保育所待機児童数と保育所定員の推移】   【保育所入所待機児童2万人の内訳】  

待機児童数と保育所定員の推移  

4千人  1千人  
l  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿L＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

l  

11千人  

（待機児童全体の  

約6割）  

低年齢児  
（0～2歳児）   4千人  

特定市区町村（84か所）  その他の市区町村  
（286か所）  

※特定市区町村の待機児童数は、全待機児童数のうち約8割。  
※低年齢児の待機児童数は、全待機児童数のうち約7割。  

平成14年平成15年平成16生平成17年平成18年平成19年平成20年   
」  
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保育所待機児童のいる市区町村の出産・育児期の女性人口等  

全国の出産■育児期の女性の3分の2は、待機児童のいる市区町村に居住している。  

370市区町村  84市区町村  
（待機児童が1名以上）  （待機児童が50名以上）  全  

全】匡lに占める割合  全匡lに占める割合   

全人口  74，081，777   58＿0％   42，300，133   33．1％   127，771，000  

うち20”39歳全人口   22，983，052   68．0％   12，440，022   36．8％   33．823，000   

女1■生人口  37，653，244   21，520，308   」ヱ且％   65，461．000  

うち20～39歳女性人口   11，285，776   6，＝8，22－   17，193，000   

0歳   53，395   60．5％   32，719   37．1％   88，189  

1歳   138，950   53．9％   77，207   30．0％   257，757  

利用児童数  
（認可保育所）                            2歳   

170．286   51．5％   93，297   28．2％   330，644  

3歳未満児   362，631   53．6％   203，223   30＿0％   676．590  

全年齢児   991，395   49．0％   532，073   26．3％   2，022，173   

待機児童数  19，550   100．0％   14，784   75．6％   19．550   

認可保育所数  9，453   41．6％   4．952   21．8％   22．720  

うち社会福祉法人苦   4，722   46．7％   2．509   24．8％   10．117  

うち営利法人営   110  86  

認可外保育施設数  6，240   86．1％   3，623   50．0％   7，249   

※1「全人口」「女性人口jのうち、「全国」の数値は総務省「人口推計年！娠」（H19．10．1〉。  

※2「全人口J「女性人口」のうち※1以外、「手り用児童塁敗」及び「待機児童数」はl壬生労働省雇用均等・児童家庭局保育言果調べ（原則H20．4．1）。  

※3「全人口J「女性人口」のうち「370市区町村」「84市区町村」それぞれの内政である20一一39歳人口には、広島県内＝中市、庄原市及び安芸高田市の数値は集計中のため含んでいない。  

※4「喜忍可保育所数」のうち、「370市区町村」及び「84市区町村」は厚生労働省雇用均等・児書家庭局保育喜果調べり宗則H†8．10，り。  

※5「盲忍可保育所数」のうち、「全国」はl畢生労働省統計†責報部「社会福祉施設等調査」（H18．10．1）。  

※6「言忍可外保育施設数」は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課調べ（原：則H19．3．31）。  
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女性の年齢別にみた働き方  
○ 女性の就業率自体は、25～29歳層をピークに、出産を契機とした退職等によって30－39歳層で下がり、  

その後、40～49歳層まで緩やかに上昇（M字カーブ）。  
○ ただし、雇用形態としては、20～29歳層は正規職員が主であるが、30歳以降、正規職員の割合は下がり  

続け、パートが増加。  

印その他  
□契約社員・嘱託  

□労働者派遣事業所の派遣社員  

ロアルバイト  
聖：：：‥・  

□正規の職員・従業員   

女性の年齢別にみた雇用形態  

15～19歳 20～24歳25～29歳 30～34歳 35～39歳40～44歳45～49歳 50～54歳 55～59歳60～64歳65歳以上  

出典：総務省統計即平成19年労働力調査」（詳細結果） 
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育児期の母親が希望する働き方（短時間勤務・残業免除）  

○育児期の母親が希望する働き方を見ると、1歳～小学校就学までは「短時間勤務」を希望する人が最も多く、 次いで「残業のない働き方」となっている。  

子の年齢別にみた、子を持つ母親として望ましい働き方（従業員調査）  
●●－■■＝■t●■●●◆  ▼ 

て前表茹靂訂㌣¶  
■‾‾‾‾‘‾‾■1  

：全休：  
【n＝15！53l  」 ＋1  

▼」  

●残業のある働き方  
■在宅勤務（部分在宅も含む） 古皆野肝貰  

0！も  20†ム  40ワi  60ヤ右  809i  lOOウi  

Al歳まで  

Bl歳半まで  

C3歳まで  

D小学校就学前まで  

E小学校3年生まで  

F小学校卒業まで  

G中学校卒業まで  

日吉校卒業まで  

Ⅰ短大・大学以上  

注：図表を見やすくするために、5．0％未満はデータを表示していない。  

出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（平成20年）  
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女性の夜間の就労と受け皿の状況  
○ 深夜（22時－5時）に就労する女性は少数であるが、交代制勤務者を中心に約4％存在する。  

受け皿となる夜間保育所の整備は十分進んでいない一方、認可外のベビーホテルは増加傾向にあり、  ○  主に夜間保育されている子どもがベビーホテル入所児童の2割を占めている。  

（資料）平成13年女性雇用管理基本調査  

夜間保育所数とベビーホテル数の推移  

ベビーホテルの保育時間帯別入所児童数  

24時間  間帯が   
されている者  されている者   されている者  不明な者   

入所児童総数  

257（1％）  6，338（21？b）   22，285（75％   668（2％）  29．548（100％）   

（440）  （5，734）   （23，721）   （745）  （30，640）  

児童数（割合）   

（前年児童数）  

（資料）保育課調べ  16   



核家族世帯の増加（家庭環境の変化）  

○ 児童のいる世帯に占める核家族世帯の割合が増える一方、子育て経験を持つ祖父祖母と共に   
暮らす三世代世帯の割合が減少している。  

児童のいる世帯に占める核家族世帯の割合  児童のいる世帯に占める三世代世帯の割合  

75．6％  

71．2％  
70．5％  

30％  

27，2％  

26．1％  

24．7％  

平成3年  平成8年  平成13年   

（資料出所）国民生活基礎調査  
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