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次世 代 育成 支援 地域行動 計 画 と保 育
　　　　　　一 幼 稚 園 ・保 育所 の あ り方を中 心 に 一
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蠏

　次世 代 育 成支援対 策推進法が 制定され 、全自治体で

2005年 度か ら 10か年 間 の 次 世 代育 成 支援 の ため の 地域

行 動 計 画 策 定 が 義務 づ け られ る よ うに な っ た。自治 体

の 基本的な 施策 と して、次 世 代育成 支援策が 位置 づ け

られ、そ の 計 画 的な実施が 求め られ る よ う にな っ た の

’
で あ る。

　今後 の 保 育 所 行 政 や幼 稚 園行 政 は 、政府内部の 幼保

一元 化 に関す る論議や、一
体的運営 を すす め よ う とす

る各 自治体 の 意向を 受け な が ら、この 次世代育成支援

策 の
一

環 に 位置 づ け られ て 展開 され る こ とにな る。

　 こ の 次世 代 育 成 支援 策 の 推 進 に対 す る住 民 の 期待は

大 き な も の が あ る が、しか し一方 で ，  子 育 て を 支 援

す る と い い な が ら．親責任論が 強調 さ れ る な ど、人 権

保障の 視点が 弱い．  施 策 推進の た め の 財源保障も含

め た公的責任性が 曖昧で あ る、  男 性 の 働 き方 に もメ

ス を 入 れ る と して い る が、法的 規制力は 弱く施策の 実

効性に 疑 い が ある 、な ど の 問題 点 が 指 摘 さ れて い る。

　 こ の ような 次世代育成 支援策 が 展 開 さ れるな かで、

地 域 の 子 育 て 支援策がどの ように進展 し、ま た幼 稚 園

・保 育所 の あ り方は ど う変化 す る の で あ ろ うか。こ の

点 に関する論 議 を深 め た い 。

謝 の 麺 と謂

　 こ の シ ン ポジ ウム で は、次世代育成支援策 の 評価 と

と も に、自治 体 に お け る 地域 行 動 計 画 策 定 の 状況 を踏

まえ、幼稚 園 ・保育所 の あ り方 を 中心 に 、地 域 の 子 育

て 支援施策 に与え る 影響 に つ い て 、都 市部 と地 方小 規

模自治体 の 状況 の 違い をふ ま えた 論議を 行い た い 。

翻 ブ

構造 改革 と幼 保 問題

　　　　　　　 村山祐
一

（烏取 大 学 ・保 育研 究 所 ）

1 ．戦後 の 幼保 「一元化j 論議の 歩み か ら

  1950年 代 の論 議の特 徴 と文部 ・厚 生省の 方針

  1970年代の 論争

  1980年代 の 論議 の 特 徴

2 ．1990年代 以降 の 「一元化 」 論議の 特徴 と問題点

一規 制 緩 和 政策 と子 ども不 在 の 「一元 化 」 論

3 ．．次世 代 育 成支 援 と保 育 制度 一子 ども不 在 の 「改 革 」

論 を の りこえ る視点

話齪 群 2

次世 代育 成 支援策の 持つ 限 界 と 可 能性

　　　　　　　　　　 杉山隆
一

（大阪保育研究所）

　少 子 化 対 策を積極的 に 進め る た め2eo3年 に 「次世 代

育成支援対 策 推 進 法 」 （以 下、次 世 代 法 と略 ） が 制 定

さ れ 、2004年度 に 地 方 自治 体 と 企 業 に 子 育て 支 援 を 総

合 的 に推進 する た め 「行動計画 」 策 定 が 義務 付 け られ

た。次世代法は、国や 自治 体 お よ び 企 業が子育 て 支援

を総合的 に 図 る こ と を 目指 した 点 で は 画 期的 と い え

る。とく に男性 も含め た 「働 き 方 の 見 直 し」 を 目標 の

一っ に し た こ とは、子 育 て の 負担 を 重 く し て い る 原 因

の ひ とつ にメ ス が入 る こ と にな り、国民の 願 い に答 え

る もの とな る可能性を秘 めて い る。

　しか し、次世代法及 び 「行動計画」 は、権利論お よ

び実 効 性 の 点 で 問題 とな る点 が ある。1 つ は、子 ど も

の 権利 の 観点で あ る。行動計画 で は 策定指針 に お い て

「子 どもの 視点 」 にお い て 「最善 の 利益の 確保 」 を重

視 して 行動計画 を策定す る こ と に な っ て い る が、子 育

て 支 援 の 究極 の 享受 者は 子 ど もで あ る か ら、子 ど も の

権利の 保障を基 本 とす べ きで あ る。2 つ は ．子 育て に

お け る保 護者 の 第
一

義的費任 の 強 調 と社会 的 支 援論 に

立 脚 した こ とか ら 「公 的 責 任 」 が あ い ま い と な っ て い

る 。 3 つ は，規制改革 と代替事業を積極的に 活用 しな

が ら地 方自治体 の 財政状況 に よ り具体 的 な事業 量 を決

定 して よ い と な っ て い る 。こ れ に よ り保育 を 受ける 権

利 や 自治体 の 義務の 後退や 空洞 化 が 引 き起 こ され る こ

とが 危惧 され る 。 4 つ は、次世代法で は財源 の あ り方
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に っ い て ま っ た く無視さ れ て お り、実効 性 の 点 で疑 問

で あ る。5 つ は、次世代法 と児 童福祉法や 労働基準法

な ど子育て に関す る 法 律 との かか わ りにお い て、次世

代 法 は 強 制力 が な い 点で 労働時 間の 短縮や 残 業 の 規 制

が 強化 され る の か 疑 問 とな る。

　次 世 代法は、行動計画に お い て 子育て にか か わ る人

々 の 声 をで き るだ け吸 収 して行 動 計 画 に反 映 さ甘るた

め に 地 域 協議会の 設 置 を うたっ て お り子育て の 実態に

即 し た 行動計 画 に な る 条件 が あ る。次 世 代 法 で は 「働

き方の 見直 し 」 を強 調 し て お り、こ れ を テ コ に 労働 関

係法 の 見直 しに つ な が る こ と もで き る。多 様 な保 育 ニ

ーズ に つ い て も事業量 を設 定 して実施す る として い る

ごとか ら 保育条件 の 向上 に つ な げる こ とが で き る。活

用に よ っ て は 地域 に おけ る子育て 環 境 の 充実を 可 能に

する こ とが で き る 法 律 で も ある 。

灘 3

地 方 小 規模 自 治体 に お ける 次 世代 育 成 支援行動計画 の

策定状 況 の現状と課題

　　　　　　　　　　　　宮 里 六 郎 （熊本学園大学）

　現在、市町村地 域行 動 計画先行 策 定 市町村 と し て 53

の 地 域 が指 定 され．行 動 計画 素案づ く りが取 り組まれ

て い る 。私 は あ る 先行 自治体 の 策 定委 員 として か かわ

っ て い る。こ の 自治体 で は、ニ
ー

ズ調 査や行動計画委

員 会 ・地域協議会
・
庁内部会 の 3 つ の 策定 体 制が敷 か

れ、エ ン ゼ ル プラ ン
・母 子 保健計画 ・町振興総合計画

な どを 土 台 に 、市 町村合併 の 動 き と も連 動 しな が ら取

り組 まれ て い る と こ ろ で あ る。民 間調 査会 社 に よ る ニ

ーズ調査 が 行 わ れ、2004年 3 月 に向 け て急 ピ ッ チで作

業が進めれ ら．れ て い る。

　本 報 告 で は、次世代育成支援行動計画の 理 論 的検 討

と い うよ り計画 策 定 の 実 態 を報 告 レ今 後 の 課 題 を明 ら

か に した い 。特 に、過疎地の エ ン ゼ ル プラ ン 策定 に か

か わ っ た経験 とつ な い で 地 方 の 小規模 自治 体 に焦 点 を

当て て 考 え るこ と とす る。都市 部 とは違 っ た実態や 課

題が あ る と考 え る。次世 代育 成 支援行 動 計画 は、仕 事

と子育て の 両立 支援 に加え．「男性を含めた 働き方 の

見直 し」 「地域 に お け る 子 育 て 支 援 」 「社 会 保障 に お

け る次世 代支 援」 「子 ど もの 社会 性 の 向上 や 自立の 促

進 」 を方 針 と し て 取 り上 げ て い る が、自治 体 の 行 動 計

画 は子 育て 支 援や次世代 支援に 有効 な の か 、男 性 の 働

き 方 の 見 直 しは意 識 され て い る の か 、地 域 づ く り に貢

献する行動計画に な る の か、な らない とすればどうい

う課題 が あ るの か検討 する き っ か け と した い 。

話 腰 群 4

次世代育成支援行動計画に 関する自治体調査を行 っ て

　　　　　　　増 田百 代 （兵庫県保 育所 運 動 連 絡会 ）

1 ，兵庫 県 は、全 国で も待 機兜を多 く抱 え て い る 県 で

　　あ る 。特に 阪 神問 の 都市部 で待機 児 の 解 消 が な か

　 なか 進ま な い 状況 を 抱え て い る 。そ の 反面に 郡 部

　 で は 、少子化 が進み．保 育 所の 廃 園 ・統 廃合 ； 「幼

　 保
一

元化」 が 進んで い る。

2 ，2003年 10月 よ り、兵 庫 県 の 自 治体 に訪 問 して 調 査

　　を 開始 した、2 月 ま で の 調 査結果 を 報告 した い。

　　  阪 神間 各 市 の待機児 と待機 児 の 解消 の た め の 対

　　策の 状 況、  阪神間各市の 行革計画 の うち、保育

　　所 に 関す る 部 分   阪神 問 各市 にお け る幼 保 「一

　 　元化 」
・一体化 の 状 況、の 報 告

3 ．都市 に お ける、少子化対策 と 凍世代育成支援の た

　　め の 課 題に つ い て

資料
　1

市 町村行動計画及び都道府県行動計画 の概要 （按粋）

策定に 関す る基本的な事 項

　 1．計画策定に当た っ て の基本的な視点

　 　 （1）子 ど もの 視点、（Z）次代の 親づ く り と い う 視点，（3）サ

　　 ー
ビス 利 用者 の 視点．（4）社 会全体によ る支援 の 視点、（5）

　 　 す ぺ て の 子 ども と 家庭 へ の 支援 の 視 点．（6）地 域 にお ける

　　 社会資源 の 効果 的な 活用 の 視点、（7）サ ービス の 質 の 視点．

　 　 、（8）地域 特性 の視点

，2 ．策 定の 時期等

　 　 010 年 計画 を2004年度 中 に 策定 し ．5 年後に 見直し 。
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内容 に関す る事項

　 1 、地域にお ける 子育て の 支援

　2 ．母性 並 びに 乳児 及 び幼 児等 の 健 康 の 碗保 及 び増 進 　　・

　
3 ．子 ど もの・L！身 の健 や か な成長 に資す る 教育 環導の 整 備

　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　 4 ．子育 て を支 援す る 生活 環境 の 整 備

　 5 ．職業 生活 と家庭 生活 との 両 立 の 推進

　 6，子 ども等の 安全 の確保

　 7 ，要保 護児童 へ の対 応な ど き め 細 か な 取 組 の 摧 進

　 　 　嶽 各施躍 の 目標 は ，可 能な限 り定量的に 示す等 具体的 な目標 を設走．』
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