
改 定 の 内 容  

○小学校との連携   

・保育の内容のエ夫、小学校との積極的な連携、子どもの育ちを支  

えるための資料の送付・活用  

○保育所の役割   

・保育所の役割（目的・理念、子どもの保育と保  
護者への支援など）、保育士の業務、保育所の社  
会的責任の明確化  

○保護者に対する支援  

■ 保育所の特性や保育士の専門性を生かした保護者支援   

・子どもの最善の利益の考慮、保護者とともに子育てに関わる視点、  
保護者の養育力の向上等に結び付く支援の重要性  

○保育の内容、養護と教育の充実   

・養護と教育が一体的に展開される保育所保育の  

特性とその意味内容の明確化   

・養護と教育の視点を踏まえた保育のねらいと内  

容の設定   

・保育の内容の大綱化、改善・充実   

・誕生から就学までの長期的視野を踏まえた子ど  

もの発達の道筋   

・健康・安全及び食育の重要性、全職員の連携・  

協力による計画的な実施  

○計画一評価、職員の資質向上   

・保育実践の組織性・計画性を高めるための「保育課程」の編成   

・自己評価の重要性、評価結果の公表   

・研修や職員の自己研鏡等を通じた職員の資質向上、職員全体の専  

門性の向上   

・施設長の責務の明確化  

児童福祉施設最低基準の改正  

第35条 保育所における保育の内容は、健康状態の観察、服装等の異常の有無についての検査、自由遊び及び昼寝のほか、第12条第2項に  
規定する健康診断を含むものとする。  

第35条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、厚生労働大臣がこれを定め  

改定に伴う今後の検討課題  

【今後のスケジュール】  

平成21年4月  

保育所保育指針の施行  

○指針の趣旨・内容の保育現場等への伝達・普及  

○保育内容の充実に資するための制度改正（児童福祉施設最低基準の見直し）  

※養護及び教育を一体的に行うという保育所保育の特性を明記。  
○保育所における人材の確保と定着  

○保育環境等の整備  

○保育の質の向上のためのプログラムの策定  
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新保育所保育指針について  
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「保育所における質の向上のためのアクションプログラム」（平成20年3月28日公表）の推進  

1 牒・向上   

～養護及び教育を一体的に行うという保育所における保育の特性を生かしつつ、常に保育の内容や方法を見直し、  
その改善・向上が図られるようにする。～  

① 自己評価の推進   

国は、保育現場における自己評価が円滑に実施され、養護と教育の充実が図られるとともに、当該自己評価を基盤とした客観的な   
第三者評価にも資するよう、保育士等及び保育所の自己評価に関するガイドラインを作成する。  

【現在の国における取組状況】  

○現在行っている調査研究の結果を受けて、自己評価に関するガイドラインを策定する予定。   

② 保育実践の改善・向上に関する調査研究の推進   

国は、事業者や民間団体等が行う保育実践上の課題に関する調査研究の支援に努めるとともに、当該研究成果の活用を  
図る。   

都道府県及び市町村においても、事業者や民間団体等が行う保育実践上の課題に関する調査研究を支援するとともに、  
当該研究成果の活用を図ることが望ましい。   

【現在の国における取組状況】  

室○新保育所保育指針に基づく保育実践のためのDVDを作成し、各自治体に配布し、各地で行われる研修等に活用。  

③ 情報技術の活用による業務の効率化   

市町村は、情報技術の活用等を通じた保育所における業務の効率化のため、必要な措置を講じることが望ましい。   

④ 地域の関係機関等との連携   

市町村は、各地域の実情等に応じ、保育所が、地域子育て支援拠点、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ、要保護児童対策地域   
協議会など地域の関係機関等と積極的な連携及び協力を図ることができるよう、必要な支援を行うことが望ましい。   

※ 都道府県・市町村が行うべき事項については、周知伝達済み。  
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2 子どもの健康及び安全の確保 γ保育所が、子どもが健康で安全に生活できる場となるようにする。～  

① 保健・衛生面の対応の明確化  

国は、保育所において感染症やその疑いが発生した場合の迅速な対応や、乳幼児の発達の特性に応じた健康診断の円滑な実施等の   

観点から、保育所における保健・衛生面の対応に関するガイドラインを作成する。   

【現在の国における取組状況】  

○ 現在行っている調査研究の結果を受けて、保育所における保健一衛生面の対応に関するガイドラインを策定する予定。  

② 看護師等の専門的職員の確保の推進  

国は、保育所における体調不良の子どもへの対応など健康面における対策の充実を図るため、看護師等の専門的職員の確保に   

努める。   

【現在の国における取組状況】  

○ 入所児童の健康■安全管理を充実させるほか、配慮が必要な子どもに対応するなど、保育所の機能の充実を図るため、保育所へ  

計画的に看護職員を配置する旨の来年度予算概算要求を行った。（定員121人以上施設を対象）  

嘱託医の役割の明確化  

国は、子どもの健康支援等に当たって嘱託医が十分にその役割を果たせるよう、嘱託医の業務を明確化する。   

【現在の国における取組状況】  

○ 現在行っている調査研究の結果を受けて、嘱託医の業務の明確化をを含めて検討予定。  

④ 特別の支援を要する子どもの保育の充実  

都道府県及び市町村は、障害のある子どもをはじめ特別の支援を要する子どもの保育に関して、保育所と地域の関係機関等との   
連携が適切に図られるよう、必要な支援を行う。   

⑤ 地域の関係機関等との連携  

市町村は、保育所が、要保護児童対策地域協議会や母子保健連絡協議会など地域の関係機関等と積極的な連携及び協力を図ること   
ができるよう、必要な支援を行うことが望ましい。   

※ 都道府県・市町村が行うべき事項については、周知伝達済み。  

プ9   



20   



保育所保育士の養成、研修  の現状  

職員の資質向上  

0職員：知識技能の修得、維持向上の努力義務  

0施設：研修の機会の確保義務  

保育所内での研修のほか、保育団体、地方公共  

団体主催の研修会に参加  

0指定保育士養成施設（544か所）   

（大学、短大、専修学校等での所定の  
課程（2年以上）の履修）  

又は  

0保育士試験ほ持道府県が実施）に合格  

資格取得者 約49，000人（年間）  

保育所勤務の保育士数（常勤換算）  

3【時，253人ほち非常勤2岳，179人）  

社会福祉施設等調査（H17年）  

0保育の本質・目的〔社会福祉、社会福祉程助技術、児童福祉、保育原理、養護原理、教育原理）  

0保育の対象（発達心理学、教育心理学、小児保健、小児栄養、精神保健、家族援助論）  

0保育の内容・方法〔保育内容、乳児保育、障害児保育、養護内容）  

0基礎技能 0保育実習 ○総合演習  計88単位以上  
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4 保育を支える基盤の強化   

～1から3に掲げる保育所の取組を支えるための保育環境の改善・充実が図られるよう、国及び地方公共団体  
による支援体制等を整備する。～  

① 評価の充実  ′′  

子どもの保育に加え、子どもの保護者に対する支援、地域における子育て支援、地域の家庭的保育への支援など幅広い機能を担う   
保育所の役割を踏まえ、国は、保育士等及び保育所の自己評価に関するガイドラインを作成するとともに、これを踏まえ、現行の   
第三者評価に関するガイドライン（「保育所版の『福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に   

関するガイドライン』及び『福祉サービス内容評価基準ガイドライン』等について」（平成17年5月26日厚生労働省雇用均等・児童   

家庭局保育課長、社会・援護局福祉基盤課長連名通知））を改定する。〔一部再掲〕  

【現在の国における取組状況】  

○ 自己評価に関するガイドラインを踏まえて、現行の第三者評価に関するガイドラインを改定する予定。  

② 保育に関する研究成果等のデータベース化及び活用  

国は、保育実践の改善・向上等に関する各種研究成果、資料等をデータベース化し、保育士や研究者、行政関係者等が活用できる   
体制を整備する方策について検討する。  
Jl■■■■●■■■■■■■■■■●■t＝＝＝●■＝＝■■■■▲■■■■＝＝＝■■■t＝＝＝■t＝＝＝＝■■■■■●■●●■■■■■tt＝＝■■■t■■■■■●■■■■■■●●■■■■■●＝＝■＝＝＝＝▲t■■■■■   

【現在の国における取組状況】  

○ 保育関係の各種研究成果・資料等のデータベース化及びその活用方策等について来年度調査研究を行う予定。  

③ 専門的な人材や地域の多様な人材の活用   

都道府県及び市町村は、保育所が、保育実践に関する専門的な人材や、地域において子育て支援に関わる多様な人材を活用して、   
地域の実情等に応じた様々な取組を行うことができるよう、人材の確保や必要な調整など体制を整備することが望ましい。   

④ 保育環境の改善・充実のための財源の確保  

国は、保育所における取組を支える保育環境を改善・充実するために必要な財源の確保に努める。   
都道府県及び市町村においても、保育所における取組を支える保育環境を改善・充実するために必要な財源を確保することが   

望ましい。  

【現在の国における取組状況】  

○保育サービスの推進のため、施設の軽微な改修等を推進するための保育環境改善事業について来年度概算要求を行った。  

※ 都道府県・市町村が行うべき事項については、周知伝達済み。   
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児童福祉施設最低基準  

○ 保育所は、乳幼児が1日の生活時間の大半を過ごすところであり、その保育   
サービスの質を確保する観点から、国として児童福祉施設最低基準を定めている。  

［主な内容］  

＜職員配置基準＞  

・ 保育士  

0歳児 3人に保育士1人（3：1）  
3歳児  20：1  

※ただし、保育士は最低2名以上配置  

1・2歳児  

4歳以上児  

1
 
1
 
 

6
 
0
 
 

3
 
 

・保育士の他、嘱託医及び調理員は必置   ※調理業務を全て委託する場合は、調理員を置かなくても可   

＜設備の基準＞  
t  

l  ■  
l  

l  

l  

暮  
l  

l  

l  

l  ■  
l  

I  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

l   

0、1歳児を入所させる保育所：乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所  
→ 乳児室の面積 1．65ポ以上／人   ほふく室の面積 二 3．3nて以上／人   

2歳以上児を入所させる保育所：保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理室及び便所  

※屋外遊戯場については公園等の付近の代替施設でも可  

→ 保育室又は遊戯室の面積：1．98ポ以上／人   屋外遊戯場の面積：3．3ポ以上／人   
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1、研究の月的について  

○ 保育所の設置は児童福祉施設最低基準に基づき必要な人員を配置し、設備を備える   
こととなっているが、その設備基準は昭和23年に制定されて以来、改正が行われて   
おらず、利用している乳幼児の発達や家庭的な雰囲気の中での生活の営みに適したも   
のになっていないとの指摘がなされている。  

○ このため、地方分権改革推進委員会での議論も踏まえ、乳幼児の生命・安全の保持   
や心身の健全な発達保障という観点から、現行の構造基準による設備の基準（数値基   
準）の科学的検証のほかに、乳幼児の生活・活動を支 える機能面に着目した保育環境  

・空間の基準（定性的基準）としてどのようなものが考えられるか検討を行う。  

3 事業期間について  

○ 学識経験者  
・ 建築■設計に係る専門家  

・ 児童の発達に係る専門家  

○ 自治体関係者  
○ 保育関係者  
○ 保護者代表  

○ 平成20年度中に、基準案及びガイド   
ラインを含めた報告書を作成し、報告を－   

行う予定。  
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保育所保育士配置基準  

乳 児   1歳   2 歳   3 歳   4歳以上   

中央児童福祉     □ 3：1・  

審議会の意見具甲  43年度：  6：1   20：1   30：1  

（昭和37年度）  意見具申：  □   

23～26年度   10：1  30：1   

27～36   10：1  （10：1）：  30＝1   

37 ■ 38   10：1（9：1）  30：1   

39   8：1  9：1   30：1   

40   8：1  30：1   

41   （フ：1〕  30：1   

42   6：1  30：1   

43   6：1  （25＝1）：30＝1  

44′＼ノ平成9  （3：1）：  6：1  20：1   30：1   

平成10㌧   3：1   6：1  20：1   30：1   

〔1 人）  休憩保育士  

（1人）  主任保育士代替保育士   

〔注）1．配置基準（ま、最低基準による。  

2．（）内は 保育所運営費上あるい（封也の補助金による配置基準等である。  
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各国の保育制度（職員配置、施設設備の基準）  

国名   職員配置   施設・設備   

0 歳児  3：1   0 2 歳児未満  

日 本  1・2歳児  6：1   乳児室（1人1．6 5 ∩り  

3 歳児  2 0：1   ほふ く 室（1人 3．3 ∩り  

4・5歳児30：1  医務室、調理室、便所  

02歳以上児  

保育者は有資格者のみ  ほふく室又は遊戯室（1人1．9  

8∩イ）  

屋外遊戯室（1人3．3∩了）、  

調理室、便所、保育用具   

ア メ リ カ   ○各州 まち まち   ○各州 まち ま ち   

フ ラ ン ス   ○所長及び保育職員の半数以上は  

乳幼児専門の資格者（集団保  

育所）  

○公立保育所   ○児童一人当た り の面積  

イ ギリ ス  1 1′・■ 6：1（年齢によ る）  0 － 2歳未満児   3，5 ポ  

○私立保育所   2 歳児  2． 5 rポ  

0～2歳児3：1  3 歳児以上  2． 31ポ   

2～3歳児4：1  
3～5歳児8：1  

保育職員の半数以上は有資格者  

○プレスクール   ○ プ レ スク ール  

ス ウ ェ ーデ ン           通常、15 名 ～ 2 0 名 の年齢混合  少な く と も 4 種類の部屋  

のグループに 3 名の保育者   （食堂兼作業室、遊戯室、絵画木エ  

（、う ち 2 名は有資格者）   室、小遊戯室）   

○全日 保育   ○全 日保育、半 日保育  

ュ ージーラ ンド  （少な く と も1名が有資格者）   遊びに使えない場所を除いた空間  

2 歳未満児 5：1   1人 2． 5 n了  

2歳以上児（※）  屋外遊戯場（1人 5 nり   

1～6名に保育者1名  

7～20名に保育者2名  

21～30名に保育者3名  
31～40名に保育者4名  
41－50名に保育者5名  

2歳未満児・以上児混合  

1～3名に保育者1名  

4名以上の場合は、※と同様  
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保育士の平均年齢、勤続年数及び平均賃金等について  

○ 保育士は、全産業と比較して、女性労働者の比率が高く、勤続年数は短い。  
○ また、きまって支給する現金給与額も、全産業と比較して低く、その待遇は、現在においても介護職員と  
近い状況にある。  

男  女  

きまって支給  きまって支給  

構成上ヒ   平均年畠宗   勤続年数   する現金給与  平均年㌫   勤続年数   する現金給与  

田   害芦   

全産業   68．8％   41．8歳   13．5年  372．7千円   31．2％   39．1歳   

保育士   4．2％   29．2歳   5．0年  229．2千円   95．8％   32．9歳   7．7年  217．9千円   

福祉施設介護昌   29．2％   33．2歳   4．9年  227．1千円   70．8％   37．2歳   5．3年  206．4千円   

ホームヘルパー   15．2％   37．6歳   3．9年  230．6干円   84．8％   44．7歳   4．5年  19了．0千円  

（資料出所）平成18年賃金構造基本統計調査  
■■■■■一■■■■－－■●－■■■●■－t■■■■■■■■■－■■■－■－－－－t－－－－■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■－－－－－－－－－t－－－－－－－■■－■■－－－－－－－－－－－－－－－－●－－－－■■●－■■■■■■■ ■－■■一  

l  

；（参考）勤続年数等に応じた運営真の加算について  
I  

毒1主任保育士の加算  
主任保育士の選任加算費を必要とするものと認定された場合には、一定額を加算する  

I  

l  

:2 

職員1人当たりの平均勤続年数を基礎に加算率を適用した運営責を支給する。  
I  

t  

；※ 職員1人当たりの平均勤続年数10年以上  12％加算  

7年以上10年未満 10％加算  
4年以上7年未満   8％加算  

4年未満   4％加算  
l  

2β   



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導入（案）  

○ 下記の科学的・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を法令などで位置づける。  

1  指針の見直し  

保育所保育指針の改定について、（定期的に）行うこととする。   

※ これまでの改訂経緯   

・ 昭和40年  保育所保育指針策定  

一 平成2年  第一次改定   

・ 平成12年  第二次改定   

・ 平成19年  第三次改定  

2 保育所の最低基準の見直し   

保育所保育指針の改定を踏まえて、これに定める保育内容を実際に行えるよう、保育所の職員配置、施設設備等に関する   

最低基準を、財政的な観点を踏まえつつ、必要に応じて見直す。  

3 保育所における掌の向上のためのアクションプログラム   

保育所保育指針の改定等を踏まえて、保育の質の向上に資する保育所における各種の取組を支援する観点から、国が  
取り組む施策及び地方公共団体が取り組むことが望まれる施策に関する総合的なアクションプログラムを策定し、推進する。  

4 次回の保育所保育指針の改定に向け、必要な調査研究の実施   

追跡調査などにより、次回の保育所保育指針の改定等に資するために必要な科学的・実証的な調査・研究の蓄積を進める。  

～9   



次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方（抄）  

（平成20年5月20日）  

31ナ・一ビス和宮・萄経緯一句上  

・：1・車体〆］阜頚   

二】＝ 頭巾高い専門性巾あるサ仙ビスを雀牌することで、すども巾最善昭利盛長保沖L一∴イと   

も打鍵1㌧かな育ち喜．吏捜することが垂．要で償虻  

二■：保高サ㌦ビス、放課後児童ウラフ、モ帯地各種ず浩て鼠援ヤ㌧ビス∴甘合釣養闇拓せ   

について．ア巾年齢．家庭勅叶．晃、サノ叫ビス利用暗闇－サー、ビスへの観弟関わり未、サ   

・ヒス姥桃井詫ふ・どに拓．Lたサビス巾貿の確環や子持構ぇ山喜J」－rrいくことが垂／要で   

航る．  

：串緊折に漫れたノ1し＿車す確保・をiJつていくた勘には、保酉士等爪従事者勅勘牒匿凍り針，上   

蓋要であしJ、→ナwビス草巽帯向土に「占jけた恥撞が促進きれ希ような六軒を併せて壌封寸   

∧・声で加茂  

ペリ1呆竜巨トⅦビュ   

こ・：すどヰ浅ウ健やかな碓長に大声な影℡を及ぼす保肖ヤ㌦セユに畢Lてl●よ．拝‡い苧に相応   

巾専門性か必要であ患 また、阜嘩づL寸る寄添間層へ印可拓1現に対する茸撮．柑斉   

をもつ才ども椚華人れなど、保育サ叩ビュ巾担う投利か紅．真Lてふり、モれに封F石Lた尋  

門性苗向上も求拒られる   

保毒所に期待きれている投斉巨口証真に拓L∴人格酢成嘲・．●rlすべて－．こ二・fどもに対する  

堰切凝保育が確保きれるよっ．保育士や専門職等1乃微風配置1ヒ∴fども帝午活空間等   

の保台環境の在り方を横封する必要がある 

津雄等釣．貌り≠一についてlま、利用者の意見1b地域性．他力1・上井転任やサビス   

葦脾看の部怠ユ末巾発揮に十分配慮しノながら、その維持・向上を匡履ことか必要で加り、   
常に上り掛終曲な確立！1左・f一つてい（巨細ふ鼻緒乏し・11」てい石打   

曹が航る  

二．・保嘗サ岬七∵h刀l賃」を草月るに碍しては、認可保育所を垂木とLつ1，子巾他動認pi   

保育所以餌巾阜措く亡サ川ビスを視野に入れ仁地域潤すペて苗すども帝健やかな■育ちを   

鼠擬するため、保台サーービス今播を・念頭においたJ第二帝向上阜考太る必要かある  

・∵l保帝サmビスu㌧十川釘サ四㌧ビス提供事体漫L仁保護者が∴塵撲・撞力し‾亡サ…ビス喜   

劇嘗Lノていくれ1ラ礪串か星章で揮：る．  
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