


4 多様な提供主体の参入について  
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○ 株式会社・NPO法   ○ 事業者の法人種別に応じて差を設ける積極的理由が見いだせないのではないか。特に、   
人等に対する初期投   施設整備費用については大きな負担要素。減価償却の反映等の配慮が必要。〔第14回・   

資費用（施設整備費  今井参考人〕  

用）の手当方法  

○多様な事業者の参入を促進するためには、初期投資費用の負担軽減が必要。〔第18  
′  回・中村参考人〕  

○株式会社やNPO法人に対して初期投資車用の補助がない点については、公平な事業参  
入という意味で見直しが必要。〔第14回・杉山委員〕   

○ 運営費の使途範囲  ○保育所運営費の使途範囲制限についても、新規保育所設置や、保育所の土地建物の   
制限、会計基準の適   賃借料への充当制限、社会福祉法人会計の問題は検討することがあると思うが、配当へ   
用に係る課題   の充当については、懸念がある。〔第14回・杉山委員〕  

○多様な事業者の参入を促進するためには、運営費の使途の柔軟性を高めることが必要。  
〔第18回一中村参考人〕  

○保育所設置にはかなりの資金が必要であり、資金調達を行うに当たり、株式会社の場合  
には、出資者に対する適正な配当で応じなければならない。この点について配慮が必要。  
〔第18回■中村参考人〕   

○多様な提供主体の参  

入や量の抜本的拡充  体によって泰入させないということでなく、きちんと見ていくことが  

に際しての「質」の担  
情報公開も必要。現在は、認可されなかった場合も、保育所側が何故なのか理解でき  

ていなかったり保護者も、認可されたところと、そうでないところの違いを十分理解できな  
保■指導監督   も利用者も、皆が理解できることが重要n〔第19回・宮島委員  かったりするが、事業者  

多様な  の参入の上では 設長や、保育にリーダーシップを持つ人材は、一層太  
になってくる．設長のための資格など、今後の課題。〔第 19回・庄司委員〕   



5 保育サービスの質（1）  

○ 予算をつけて、長期的に子どもの育ちを考えていく仕組みを作らなければならない。〔第15   
回・山県系委員〕   

O NICHD（アメリカの国立小児保健・人間発達研究所）のような研究をするには、膨大なお   
金がかかる。もう少しお金をかけてちやんと検討しないといけない。〔第15回リj＼林参考人〕   

○ 建物や空間といったハード面の子どもへの影響の研究についても、日本は甘い。〔第15   

回・藤森参考人〕  

○ 保育内容や保育環   
境等についての科学   
的・実証的な調査・   

研究により継続的な   

検証を行っていく仕組   

みの構築  

○ 地域によって異なる基準を設定するのではなく、ナショナルミニマムとしての最低基準を適   
用すべき。〔第14回・吉田委員〕   

○ 最低基準は国の基準として必要。自治体毎となると、基準が違うものに国が支援すること   
になり、地域によって、低い水準でも国の支援が入ったり、高い水準でも入らなかったりする   

矛盾、問題点が出てくる。最低基準を据えた上で、各自治外がどう創意工夫するか。〔第  
15回・小島委員〕  

○ 最低限の保育の質   

を保障しつつ、地方   
公共団体やサービス   

提供者の創意工夫   

等が発揮しやすい最   

低基準のあり方  

畳塑質を犠牲lこしてはな  

〔第19［司・篠原委員〕  

○ 量的拡大や、掛   
らない。最低基準は改善することはあっても、下げるべきではない  

る 
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○ 保育所の設置運営の環境は、地域間で大きく異なる。実施主体である市町村が地域の   
実情に応じて実施できるよう、基準設定を市町村に委ねるべき。その際、子どもの最善の利   
益を図る、子どもの視点に立ったより良い保育の実現を目指し、質が低下しないよう、保育   
関係者の理解を得て進めていくことが大事。〔第18回・野呂委員ト   

○認可外保育所にはいろいろな類型があるので、地域の実情を踏まえ、認可基準にう』、て   

柔軟性を持たせるべき。〔第15回・中村参考人〕   



○ 現行の最低基準、特に施設設備関係については、科学的・実証的な調査・研究の成果を   

踏まえて見直しを行うべき。〔第14回・吉田委員〕  
○ 最低限の保育の質   

を保障しつつ、地方   
公共団体やサービス   

提供者の創意工夫   

等が発揮しやすい最   

低基準のあり方  

（続き）  

0 0歳児・1歳児は、園庭がなくてもできるというのはあると思う。〔第14回・清原委員〕  

○ 最近、良くわかっている保護者は、乳児の間は園庭がなくても家庭的な雰囲気で、3歳に   

なったら公立保育園へという方も増えてきている。〔第16回■原参考人〕  

○ ある認証保育所で、安全・清潔■保育士数がきちんと確保されているが、面積が非常に狭   

いところがあった。子どもは自立し、知識も十分で、保護者は高く評価するかもしれない。   

しかしながら、次世代を担う子どもたちに今求められる学力は何かというと、コミュニケーショ   

ン能力、問題解決能力であり、こうした力は、子ども集団が培っていく。子ども自ら環境に働   

きかけ、環境との相互作用により、子どもは発達していく。   

にもかかわらず、主体的な活動を促すことは限られた空間ではできず、子ども同士の関わり   
も少なくなる。自ら環境に働きかけるには、やはりある広さが必要。〔第15回・藤森参考人〕  

○ 家には、トイレがあって、向こうに台所があってと、いろいろな生活の空間がある。一方、認   
証保育所は保育室の一部屋しか空間がなかったりする。最低基準としては、保育室の広さ   

と園庭しか基準がないが、全体の生活の空間があるかどうかという点もある。〔第15回■藤森   

参考人〕  

○ もっと子ども一人ひとりに手をかけられるような人の配置が望まれる。〔第15回・内海委員〕  ○ 保育所職員の配置   

基準のあり方  
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○ 保育士の養成・研  

修のあり方  

○ 保育サービスの供給量を増やすためには、担い手である保育士の確保は大変重要。今   
後ますます保育士の需要が高まると思われるが、既に首都圏を中心に、保育士不足のた   
めに保育サービスの提供が難しくなっているという声も聞く。多様な人材が保育に従事でき   
るような仕組みが必要だ。  

例えば、認可外保育施設の勤務実績を評価して、試験を経て、保育士資格につなげる  
ような仕組みを導入することも考えるべき。〔第18回  参

 
村
 
 

中
 
 ○ 三鷹市においては、公立保育所の保育士に、キャリアゼジョンの確立に向けた人事制度   

と専門研修受講システムを設け、また、公立保育園の研修に際しては全認可保育所、認   

証保育所、家庭福祉員の参加を受け入れている。〔第14回・清原委員〕  

○ 東京では、保育士の確保が非常に難しくなってきており、サービス量を拡充していくために   
は、担い手である保育士の量・質の確保が大きな課題。〔第14回・吉岡参考人〕  

○ 資格や研修はとても大事だが、ミニマムであり、研修をすればサービスの質が上がるとは   

一概にいえない。やはり実務経験がメイン。  

勤続年数も、長く務めればサービスの質が上がるとは一概に言えない。経験を積むことで   

スキルが上がるような仕組みがあって初めて意味がある。  

研修を実務に生かすような仕組みをどう作るかというところも議論が必要。〔第16回一佐   

藤委員〕  

○ ソーシャルワーク的なより専門性の高い保育・子育て支援を行う場合はさらにレベルの高   

い保育士資格を設けることも考えられる。〔第16回・杉山委員〕  
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○ 離職率は質に関わる大事な点。保育士がくるくる変わると、子どもの心理的安定が妨げら   
れるし、保育士にとっても安定して長期間きちんと子どもの発達を見てこそ、初めて良い保   
育ができる。保育の根幹に関わるところ。きちんと把握すべき。〔第14回・大日向部会長〕  

○ 保育士の労働条件   

の整備・改善  

○ 保育士の職場環境がどのように変化したか、調べる必要がある。保育にこれが必要、あれ   
が必要と、どんどんプラスしていくことには限界があるのではないか。保育士への負荷が高ま   
り、現場ではそれができなくて疲弊している。実際の保育現場で実践できる保育士の育成が   
必要。  

保育士の特性と能力を最大限発揮するための職場のマネジメントも重要。   
保育所・保育士だけでは限界があり、地域のつながりの中で子どもを育てるために、保育   

所や保育士がどのような役割を果たせば良いのか、改めて検討する必要。〔第15回・杉山   
委員〕   

○ 市町村には、働く保育士の環境整備支援がますます求められる。〔第15回・清原委員〕  

○ 保育の質の維持・向上のためには、監査の強化徹底は外せない項目。〔第18回・大日向   

部会長〕  

○ 都道府県の指導監   
督や第三者評価のあ   

り方  

育の基本的考え方、保  
育所等にも適用して、情   

と
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○ 三鷹市においては、「保育  
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育の質の最低ラインを示して  

報共有化と共通理解を恒常的に  て
 
 

つ
 
 

図
 
 

る。  し  

私立認可保育所・認証保育所に対し、公立保育所と同様に、第三者評価の受審に加え、   

保護者満足度調査の実施を勧奨している。  

公設民営保育所については、各園ごとに運営委員会を設置し、検証を行っている。検証   
評価の仕組みは、第三者評価を含め、非常に重要で、保育の質を語るときに不可欠な取   

組。〔第14回・清原委員〕  
＼ J  

O 保育の機能に着目した新たな評価指標を開発し、認可・認可外を問わず、機能評価を行   

うべき。〔第14回・吉田委員〕  26   



○ 少子化への対応は、持続可能な社会保障システムという観点ばかりでなく、現在の子ども   
の発達環境への影響という観点をきちんと入れておく必要がある。〔第13回・庄司委員〕  

○ 良質な保育が提供されなければ、女性は働くことを断念せざるを得ず、持続可能な社会   
保障システムそのものが堅牢なものとならない。〔第13回・大日向部会長〕  

○ 子どもの健全な発達保障のために、どのような保育サービスが望ましいかという視点は共   

通認識。「質」というポイントに、保育サ「ビスを直接受ける子どもたちの視点をいかに担保   
できるかが重要。〔第13回・第15回清原委員〕  

○ 一定の質に裏打ちされた保育サービスの量を確保することが必要。〔第15回ヰ村参考   
人〕  

○ 質の定義・構成要素が明確になっていない。親の利用満足度と引き換えに、子どもの育ち   
が劣化すれば質が上がったとは言えない。議論の中で質は注意深く扱わないと、空中戦に   

なってしまう。〔第15回・駒村委員〕   

O N［CHD（アメリカの国立小児保健・人間発達研究所）の大規模な長期縦断研究では、母   
親による保育の価値が絶対的ではないという点が示された。子どもの育ちへの影響は、どち   
らかというと保育よりも家庭の方が強い。〔第15回り」＼林参考人〕   

○ 家庭環境によって、将来の成長発達に影響があるとなると、家庭環境の違いを超えて、す   
べての子どもが健やかに成長するためには、質の高い幼児教育や保育が必要。〔第15回・   

吉田委員〕   

O NICHD（アメリカの国立小児保健・人間発達研究所）の大規模な長期縦断研究では、保   
育の質を、ポジティブな養育という概念で定義している。具体的要素として、保育者がポジ   
ティブな態度を示す、身体接触をする、子どもの発生や発話に応答する、子どもに質問する   
等々の要素を示している。  

こうした保育の質には、大人と子どもの人数比率、クラス規模、保育者の学歴、専門教育   
歴が高いほど、良質となるとされている。〔第15回・小林参考人〕  
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6保育サービスの質（2）（認可外保育施設の質の向上）   





○ 保育サービスを受けられる人と受けられない人の公平性の確保を過渡期は考えざるを得   

ない。受けられていない人がいる中で、受けている人達の質を下げるなというのは、公平性   
の確保の点で、議論として通らない。量を拡大していき、最終的には質も維持するということ   
はあるが、過渡期については、公平性の確保の観点が必要。〔第12回・佐藤委員〕  

○ 待機児童が解消で   

きていない中での、認   

可保育所の入所の可   

否による質の保障・公   

費投入の公平性の課   

題  ○ 地域ごとに保育サービスが違ったとしても基本的に全員にサービス提供するということが、   
一つの公平性。〔第12回・佐藤委員〕（再掲）  

○ 全体の仕組みの中で、過渡期対策を行うのが良いのか、待機児童が多い地域のみで考   

えるのかという議論がある。〔第12回・山解委員〕（再掲）  
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○ 認可保育所で対応   

しづらい夜間保育な   

ど多様なニーズヘ対   

応するサービスとして   

の位置付け・質の確   

保  

○ 認可保育所をあきらめた人たちが、公の本来の支援から外れていることについて、不公平   

という声がある。〔第12回・宮島委員〕（再掲）   

○ 認可保育所だけが指定事業者になれるような指定基準を設定すると、需要が掘り起こさ   
れた結果、供給が全く足りないという可能性がある。認可保育所、認証保育所など幾つか   
の種類がある中で、どこに基準を設定するのか。供給量を伸ばすことと、質を維持すること  
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の兼ね合いを考えな〈てはなら  

部分がある。   ○ 今の認可保育所は、必ずしも様々な働き方のニーズに合っていない   

童は現に認可保育所に申し込んで待っている人。最初から申し込むことを諦めてし   

る人たちがたくさんいる。〔第12回・宮島委員〕（再掲）  

児 機 待  

＼ し て つ ま  

○ 所得が低く夜間の仕事しか見つからなかったような場合は、本来十分なフォローが必要な   

のに認可外保育施設ということに現状はなっている。〔第14回・宮島委員〕   

○ 認可保育所は一生懸命やってくれていると思うが、認可を諦めてしまった人たちの声は届   

かなくなっている。〔第12回・宮島委員〕   

○ 認可保育所以外にも多様な受け皿がある一方、全く経済的支援がないが、すべて認可   
保育所だけでフォローするのは現実的に無理であり、様々なサービスに対して支援が行わ   

れることが大事。適用の仕方は慎重にしつつも、一定の基準を満たした多様なサービスに   

利用券が使える仕組みとすることもーつの検討課題。〔第13回・宮島委員〕（再掲）   

○ 認可保育所で開所時間延長や0歳児保育など大都市ニーズヘの対応が進まない点につ   
いて、特に公立で進んでいない。それは区市の中で関係者との話し合いが整わない結果。  

〔第14回・吉岡参考人〕   

○ 認可保育所の改革の遅れを、認証保育所で解決しようとしているのではないか。大原則   

に戻るべき。〔第14回・山解委員〕  

○ 特定保育や一時保育、休日保育、夜間保育など非定型的な保育サービスにつし   
認可外保育施設であっても、一定の要件を満たすことを条件に補助対象とすること   
すべき。〔第14回・吉田委員〕   
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○ 保育に携わる人は保育士でなければいけない。各家庭での養育とは異なり、保育は有資   
格者が行うことが、質を担保する最低条件。〔第15回■内海委員〕  

○ 保育士資格要件の   

必要性  

○ 質の確保の観点からは、認可保育所を中心としたサービス供給を基本とすべきだが、待   

機児童の多い地域では、認可外保育施設の認可化を促進する必要がある。   

認可化を志向する施設については、例えば1年以内に認可化することを条件に、施設整備   

費や運営費を補助することを検討すべき。〔第14回・吉田委員〕  

○ 公費の支援が明らかに少ない認可外保育施設が、これだけの開所時間があり、その割に   

保育料がすごく高いわけではないことを考えると、大変な努力の上で、人件費にしわ寄せが   

いっている可能性がある。〔第14回・宮島委員〕・  

○ 認可外保育施設の   

保育従事者について   

の業務に従事しなが   

らの資格取得を含め   

た質の向上  
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、 そこにお金をつけていけば、認可外保育   ○ 人の面にバックアップが  

施設の質はかなり良くなるはず。〔第14回・宮島委員〕  

○ 認可基準を満たすよう引き上げていく過程において、経過的に、保育士を段階制にしてい   
くことも検討していく必要があるのではないか。〔第16回・杉山委員〕  

○ 例えば、認可外保育施設の勤務実績を評価して、試験を経て、保育士資格につなげるよ   
うな仕組みを導入することも考えるべき。〔第18回・中村参考人〕（再掲）  

○ 三鷹市においては、公立保育所の保育士に、キャリア・ビジョンの確立に向けた人事制度   
と専門研修受講システムを設け、また、全認可保育所、認証保育所、家庭福祉員参加に   
よる保育士研修を実施している。〔第14回・清原委員〕  

○ 多様な主体の参入の上では、方断 層大事   

になってくる。施設長のための資格など、今後の課題。〔第19回・庄司委員〕（再掲）  
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○ 認可が困難な認可外保育施設に関しては、非定型保育や家庭的保育などの活用を促す   

ことが考えられる。  

〔第14回・吉田委員〕  

○ 認可化移行やサー   

ビス量拡充を進めた   

としてもなお、給付対   
象サービスのみでは、   
需要を満たし得ない   

地域の取扱い  
○ 給付対象となる保育サービスのみでは、保育の需要を満たし得ない地域では、公平性の   

観点からも、柔軟な対応が必要となってくる。〔第15回ヰ村参考人〕  

○ 認可保育所の待機者を対象に、利用者の保育料負担の軽減策を検討する必要。〔第14   

回・吉田委員〕  

○ 保育サー   

育施設の弄  

保
コ
 
 

与
担
 
 

を
負
 
権
料
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育
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保
 
 

■
 
 

…
…
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こ
 
 

育所へ入れない認可外保  

なるのではないか。〔第14  

回・吉田委員〕  

○ 入所希望は公的に責任もって保障されるべきであり、やむなく公的受け皿がないために私   

的施設を利用せざるを得ない場合は、保護者の負担は公的な場合と同等にすべき。〔第  

15回・内海委員〕  

○ 認可保育所以外にも多様な受け皿がある⊥方、全く経済的支援がないが、すべて認可   
保育所だけでフォローするのは現実的に無理であり、様々なサービスに対して支援が行わ   

れることが大事。適用の仕方は慎重にしつつも、一定の基準を満たした多様なサービスに   
利用券が使える仕組みとすることもーつの検討課題。〔第13回■宮島委員〕  
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7 地域の保育機能の維持向上  

○ 保育所は、保育を提供するだけでなく、子ども同士の絆や社会性を身につけさせるスター  
トとなるもの。また、若い親にとっても、主体的に地域社会に参画する第一歩となる。地域社   
会ではこの機能を大事にすべきであり、切り捨てれば、家庭の孤立化を助長する。〔第18   

回・野呂委員〕  

○ すべての子どもに、   

地域の子ども集団の   

中での成長を保障す   

る観点からみた地域   

の保育機能の維持向   

上の意義  ○ 過疎化が進んだ地域であっても、子どもたちに基礎的な社会サービスは提供しなければい   
けない。過疎化の中では効率性はどうしても維持できなくなるが、そういう中でもいかにして  

■基礎的な社会保障、対人サービスの提供をするのか。その工夫を考えなければならない。  
〔第17回・駒村委員〕  

0 5、6人の保育所、場合によっては、3人、4人という所もある。子どもを健やかに育むための   

機能をどうするかという視点から、小規模保育所での対応、あるいは家庭的保育での対応   
といったように発想を変えるべき。〔第17回・吉田委員〕  

○ 児童人口が著しく少   

ない地域における保   

育の定員規模の要   

件・事業運営方式・   

財政支援のあり方  

○ 保育所を多機能化して、地域の子育ての拠点にする取組を、是非具体的にモデル事業   
として進めていってはどうか。〔第17回・福島委員〕  

○ 児童人口が著しく少   

ない地域における保   

育所の多機能化を支   

援する仕組み  
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