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「1（4）現行の保育制度の課題」関係  

・現行の認可保育所のサービス提供の仕組み  
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サービス提供の仕組みの例  
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・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  
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・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、保育士比率）、利   
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・移行上の問題点）  

・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t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」関係  

・就学前児童が育つ場所  
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・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ー制度の利用状況  
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経済財政改革の基本方針2008（平成20年6月27日閣議決定）  

＜抜粋＞  

第2♯成長力の削ヒ  
1．経済成虔戦略  
【具体的手段】   

Ⅰ会見参加経済戦略   

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（2岬へ）、その  

り方について．社会保旺国展全壱  

につい  

「こど柳  

平成20年軸取りまとめ、平成20卿  
消兼を検討し  

第4輩国民本位の行財政改革  
1・卑民本位申行財政↑の転換  

（孝）生活者ま禎の行政シえテム（消毒専行政、規制改革）   

【具体的手段】  

（3）滴発音せ活着のための規制改革（plg）   

診療革酬の牢争支払業務の抜本的効率化、質の確保された保育サ」ビスの充実 を含む幅広い分野について取り  

、串車でトを  

如雫安心せきる社会崖片側弘一中和、由良生活の欄農  
1．周東生活を衰える社会保障制度の在り方等  
【具捲的 

2 

略章斬保育サ廟鹿細麺の轍支援の触及雑事  

．朗揺の縫由み細事紘  

「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∈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年庭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ヒついて平成20年庭中  。、〔文部科学省■厚生労働省〕  

○ 保育所について、r保育に欠   ける」という入所要件の見直し、保護者と保育サTビス提供者との直接契約  
方革について、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  

に結韓を得る。〔厚生労働省〕  

○、文部科学省の「放課後子ども薮壷推進事棄」と厚生労働省の「放課後児童健全育成事業」について、両事  
業申綺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〕   



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  

（》 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・出産一子育ての「二者択一構造」の解決を通じた「希望と現実の帝離」の解  
消。「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」を皐の両輸として取り組むことが重要である。   

②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ぺきである。   
④地域における子育て環境の整備  

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ニーズを尊  
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t皇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体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   
取り組むぺき「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、「園が責任をもって国t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、サービスの質・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への対応も課題。  
サービス圭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  

t 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、専門の審誰会において譲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・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イヒが必要。  
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額は、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巽の維持・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  

G声）  （率）  率）  
く豆亘重要⊃  

産前8遇、産後8通  

〔働き方   
子どもが満1歳まで（保育所に入所できない  

務時間短縮等の措置  

通院のための休暇、通勤緩和、時  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、  

保 育  

放課後児童  

〔地域子育て支援〕  
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標準報酬8額の  
＿J   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  出産手当金  
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／ト学校卒業まで  

第1子、第2子月額5．000円、第3子以降月額10，000円  1出産児に対して35万円  

については第1  5
 
 

「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  

・市町村等の適切疎開与の仕組み（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  

・地域の保育機能の雑持向上  

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

（※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－－一－－一－－－－－－－－－－－■－－－－－－－－－－－－－－－一■－－一一－－■－－－一一－－■一一－－■一■■一■－一■t■■■  

《放課後児童対療ゐ鹿組み》  

《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   
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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）  

（備考）  

1一平成13年までは総務省「労働力訴査特別調査」、平成14年以降は「労働力調査（詳細結果川年平均）より作軋 2 
・「男性雇用者と無実の妻からなる世帯」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 

・「雇鱒者の共働き世帯」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。  

保育所数及び保育所利用  児童数の推移  
○保育所利用児童数は平成6年まで若干減少していたが、その後、一貫  
○保育所運営費も、国・地方負担分を合計すると・、1兆円超（平成20年度：  

（※国庫負担金の基準額を用いた推計。地方単独負担分を含まず。）  

へ‾、rl：＝l′′■■■U  ▼，▼■■▼－■  

O保育所運営費も、国・地方負担分を合計すると・、1兆円超（平成20年度）の公費が投入されている。  

（保育所数）  
‾「  

（保育所利用児童数：万人）  

25，000   

0
 
 
 

0
 
 

0
 
 

2
 
 

0
 
 

〇
 
 

．
〇
 
 

5
 
 

0
 
 
 

0
 
 

商戦野琳岬郎刺峰禅幽僻村斡僻村  

［：＝コ保育所数  ＋保育所利用児童数  

（盟料〕保育課諷生  
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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   了1．2   

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■＝  

儲美希望者  13．2  

出典：総務省「労働力調査詳細萌査」（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）。  

○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   
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 造l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）  

2歳  3歳  5歳  小学校1年 ～ 小学校3年  

（参考）  
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  118万人  119万人   
児童数  
（2006年  

【保育所、放課後児童クラブ単価（円）】  

1一丁こ250円  1（）T．411円  1Dり17円  49．417円  42．417円  4之．417円  1D．（氾0円  10．008円  10．000円   

）                   136．833円  6丁．【氾0円  6丁．000円  22．080円  1丁ヱ50円  17．250円  5．0（カ円  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（H15t→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。  
（保育所定員が整備されても、潜在需要の顕在化が続き、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（糾市区町村）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  
人
 
相
 
 

万
 
 
，
－
 
 

3歳以上児  

低年齢児  
（0～2歳児）  

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、全特捜児童数のうち約7割。  

平成14年平成15年平成16年平成17年平成18年平成19年平成20年  

12   



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■r村  84市区町村  
（1寺4■児上が1名以上）  （待l▲児tが50名以上）  全t『  

全lヨに占める割合  全圃に占める割合   

全人口  74．081，7フ7   58．0†も   42，300．133   33．1％   127．771，000  

うち20－3g払全人口   22，983．052   68．0，i   12．440．022   36．8％   33．823．000   

女性人口  37．653．244  21，520．308   65，461．000  

うち20－39象女一生人口   11，285．776   1了，193．000   

0鎗   53．395   60．5，i   32．719   37．1，i   88，189  

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

利用j児暮】牧  

（！家可医書所）                            2慮   

170．286   51．5！i   93．297   28、2％   330．644  

3鐘未三萬児   362．631   53．6％   203，223   30．0，i   676．590  

全年l隋児   991．395   49．0％   532．073   26．3，i   2，022．173   

亨寺t一児暮蝕  19．550   100．0％   14．784   75．8％   19．550   

鰹可保書所！敗  9．453   41．6％   4．952   21．8Ii   22，720  

うち社会‡■祉法人営   4．722   46．7，i   2，509   24．8，i   10，117  

うち賞刑法人普   110  86  

披可外保l■施！阻敷  6，240   86．1，i   3．623   50．0，i   7．249   

※1r全人口」「女性人口」のうち、r全国」の数仕は総務省「人口経書十年報」（Hl0．10．1）。  

※2 r全人口」「女性人口」のうち※1以列」「利用児暮】敗」及び「梓4▲児暮蝕」はl■生労●l雀t用均等・児暮手盛局食事快t胃一こ（原則H20．4．り。  

※3 r全人口」「女性人口」のうち「370市区■丁村J「84市区I町村」それぞれの内蝕である20～39蔵人口には、広■れI紆中市、庄原市及び安芸1田市の敷1江は■】汁中のため含んでいない。  

※4「t思可保書所l数Jのうち、r370市区書†村j及びr84市区町事寸JはI■生労働省1用】勾く尊・！見暮電】杜局保t課l罵人し（派別H18．10，1）．  

※5「一致可偉才軒数」のうち、r全国」は厚生労働省統計什相聞「社食細祉施股専騨董・1rh18．10．り二  

※611盈可外保1■施設】敗」は、I書生労働省I■用均響・児暮兼l荘局保書挑】Mパこ（原則H18ふ3り。  

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歳層で下がりこ  
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。  

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）14   



育児期の母親が希望する働き方（短時間勤務■残業免除）  

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）  
●■■●■▼＝■■叫● 

筋コ  
’‾‾‾‾‾‾「   r 

▼  
¶、「′－   

〉」  ；∩＝、■553： 甲、ホ野き＿＿＿＿．…＿＿．＿  

0％  20～  40％  60，i  80％  1D【）ち  

Al厳まで  

81畿半まで  

C3歳まで  

D小学校就学前まで  

【小学校3年生まで  

F小学校卒業まで  

G中学校卒業まで  

H高校卒業まで  

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）  
15  

女性の夜間の就労と受け皿の状況  

（資料）平成13年女性雇用管理基本調査   

一▼、 ■′‾ 】一仙一  」 「”m 夜間保育所数とベビーホテル数の推移  

tJ  

「  

0」－Ⅵノーー遁コ生8コ＝＝＝埜±49＝＝±   

・ヾチ ごヾf  J∫千  ∫∫予  J羊  －㌔  J予  

ご．こ亡：、．・－しl ∴tゞ  ご．・、亡l ＿、、主√ ご‘、ゞ・ ∫t亡T  
、 

＿▲⊥∴・．・＿ 二 こ．、    †   へ‘ピー ホテ ル 】   

≠l算間保育所   ＝  

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（19も）  6．338（21ウら）  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   




