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第４章 

子供・子育て支援を担う人材の確保・資質の向上 

147



 

 
 

第３章で掲げた事業を支えるのは、専門職に加え、子育て経験者やボランテ

ィアなど、地域で活動する様々な人材です。 

これらの人材の確保・資質の向上は、一義的には事業者の責務ですが、利用

者ニーズに応じた適切なサービスを提供するために必要な人材の確保・資質の

向上は、子供・子育て支援の実施主体である区市町村の責務でもあります。 

 

都は、広域自治体として、都内全域の子供・子育て支援の質の向上に向け、

人材の確保・資質の向上を図る区市町村や事業者を支援していきます。 

 

平成 30 年 1 月から、東京都福祉人材情報バンクシステム「ふくむすび(web

サイト)」を運営しています。福祉分野に多様な人材を確保するため、福祉職場

に関心のある方にシステムへの登録を促し、福祉事業者の職員募集や職場環境

等に関する情報、都・区市町村の資格取得等に関する支援策や研修・イベント

等の情報を発信しています。 

 

1 母子保健 

 

○ 子供と子育て家庭を切れ目なく支援するためには、全ての子育て家庭に

対して妊娠期から専門職が関わり、各家庭の状況や子育て支援のニーズ等

を把握し、適切な相談支援やサービス提供を行うことが必要です。 

 

○ また、必要に応じて、関係機関とも連絡調整を行い、支援につなげるこ

とも求められます。 

 

○ 区市町村の保健所・保健センターにおいては、こうした妊娠期から子育

て期にわたる総合的支援を提供するための人材を確保・育成する必要があ

ります。 

 

＜取組の方向性＞ 

○ 区市町村において、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制

を整備できるよう、都は、区市町村における専門職の配置を支援するとと

もに、研修等により、これを支える人材の育成を支援します。 

 

○ また、実際の取組の参考となるよう、区市町村担当者の連絡会を開催す

るなどし、各区市町村の取組の状況に関する情報提供なども行います。 

 

○ 産後の家庭や多胎児を育てる家庭に寄り添い、適切に支援する「家事育

児サポーター」（産後ドゥーラ、ベビーシッター、家事支援ヘルパー等）の
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質の向上を図る区市町村を支援します。 

 

○ 妊娠期から就学前にかけて、子供と家庭に寄り添い、あらゆる支援をコ

ーディネートする「とうきょう子育て応援パートナー事業」を担う人材の

役割や必要なスキルに基づき、研修を実施するための養成プログラムを作

成し、人材を育成します。 

 

2 子育て支援 

 

○ 子供家庭支援センターは、全ての子供と子育て家庭にとって、第一義的

な相談窓口であり、ニーズに応じた適切なサービスの提供・紹介や、地域

のネットワークの連絡調整を行うなど、地域における子育て支援の中心的

な役割を果たす必要があります。 

 

○ 虐待対応や関係機関調整、地域の実情に応じた社会資源の開発などを総

合的に行える人材の確保・育成が不可欠ですが、区市町村により、職員の

配置や経験年数など、組織の体制にはばらつきがあり、対応力の強化が求

められています。 

 

○ 児童福祉法等改正により、区市町村の子育て支援部門と母子保健部門が

一体となり、妊娠期から包括的な相談支援等を行うための人材の養成が求

められています。 

 

○ 子育てひろばについては、地域で子育て家庭が孤立しないよう、親同士

の交流や、保護者に寄り添う相談支援等を適切に行うことができる職員を

育成する必要があります。また、地域支援やニーズを踏まえ適切なサービ

スにつなげる利用者支援の役割も果たせるような人材の育成も必要です。 

 

〇 障害の有無にかかわらず、全ての子育て家庭が安心して子育てひろばを

利用できるよう、障害に早期に気付き、適切な支援につなぐことができる

職員の育成も求められています。 

 

○ 区市町村で実施している子育て支援策には、ショートステイ、トワイラ

イトステイ、ファミリー・サポート・センター事業等の預かり型の事業や、

乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業などの訪問型の事業、その他、

支援を必要とする家庭に向けた様々なサービスがあり、こうした支援策を

確実に実施するために必要な人材を確保・育成する必要があります。 
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○ 利用者支援事業において、妊産婦をはじめ、子供や子育て家庭が、教育・

保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、これを担う

人材を育成する必要があります。 

 

○ 小規模保育、家庭的保育、企業主導型保育、学童クラブ、子育てひろば

事業、利用者支援事業等の各事業を確実に実施するために、保育士等の有

資格者に加えて、保育や子育て支援分野で活躍できる「子育て支援員」の

確保・育成が必要です。 

 

〇 ヤングケアラー及びその家族への支援を推進するには、関係機関が、早

期にヤングケアラーと思われる子供に気付くことや、具体的な相談・支援

へのつなぎを強化していくことが必要です。 

 

＜取組の方向性＞ 

○ 都は、子供家庭支援センターがその役割を十全に果せるよう、センター

職員に対して虐待の未然防止を含めた虐待対応力の向上に加え、要支援家

庭への支援方法や、地域の関係機関の理解と協力の促進に向けた取組の紹

介、ケースワークに関する関係機関合同の演習等、実践的なスキルが身に

付く研修を実施します。 

 

○ 相談支援や虐待対応を行うワーカーや虐待対策コーディネーター、心理

専門支援員等の専門職の配置を支援します。また、児童福祉司任用資格の

取得や、児童相談業務に係る資質の向上や専門性の確保を図るため、引き

続き、講習会を開催します。 

 

○ 妊娠期から就学前にかけて、子供と家庭に寄り添い、あらゆる支援をコ

ーディネートする「とうきょう子育て応援パートナー事業」を担う人材の

役割や必要なスキルに基づき、研修を実施するための養成プログラムを作

成し、人材を育成します。（再掲） 

 

○ 子育てひろばにおいて、地域で保護者に寄り添う支援を行うほか、地域

支援や利用者支援の役割も適切に果たせるよう、地域の社会資源に精通し、

利用者ニーズを踏まえて適切なサービスにつなげることができる人材を育

成するため、各自治体で実施する研修に加え、都独自に実践的な子育てひ

ろば職員研修を実施します。 

  

○ また、子育てひろばを利用する子供の障害に早期に気付き、適切な支援

につなげるため、障害児支援に関する研修を実施します。 

 

○ 預かり型のサービスや訪問型の相談支援など、各区市町村において、よ
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り質の高い子育てサービスが提供できるよう、研修や先進的な独自の取組

を行う区市町村の事例の紹介などにより、これを担う従事者の育成を図り

ます。 

 

○ ファミリー・サポート・センター事業において子育てを援助する提供会

員に子育てに関する研修の受講を義務付けるとともに、報酬を引き上げる

ことで、提供会員の質と量の確保に取り組む区市町村を支援します。 

 

○ 利用者支援事業について、都は、区市町村が、地域の社会資源に関する

情報の収集や提供、相談・助言、関係機関調整等により、子育て家庭が多

様なサービスの中から、適切な施設や事業等を選択し、利用できる仕組み

を構築できるよう、研修等により支援していきます。 

 

○ 子育て支援員については、地域において保育や子育て支援等の仕事に関

心を持ち、各事業等に従事することを希望する方に対し、「子育て支援員」

として認定するための研修を実施し、サービスの担い手となる人材を確保

するとともに質の向上を図ります。 

 

〇 ヤングケアラーと接する関係機関の職員が、早期に気付き、具体的な相

談・支援につなげられるよう、都は、研修を実施する区市町村を支援する

とともに、関係機関との連携等において核となるヤングケアラー・コーデ

ィネーターに対して、その役割等について認識を深めるための研修を実施

し、育成と質の向上を図ります。 

 

3 幼児教育 

 

○ 乳幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎が培われる重要な時期であり、

都は質の高い幼児教育が提供されるよう区市町村や事業者を支援していき

ます。 

 

（１）人材の確保 

○ 幼稚園において幼児の教育に直接携わる教諭は、幼稚園教諭免許状を保

有している必要があり、免許状の授与件数は、毎年、約 5,500 件前後で推

移しています。 

令和３ 年度 の東京 都内の 国公 私立幼 稚園に 勤務 する幼 稚園教 諭は、

10,672 人です。 

 

○ 幼稚園教諭の必要数についてもおおむね、これまでと同程度で推移する
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と見込まれます。 

 

＜取組の方向性＞ 

○ 引き続き幼稚園教諭免許授与の所要資格の特例制度※1 について周知を図

るなど、保育士資格を有する人材の幼稚園教諭免許状の取得を促します。 
※1 幼稚園教諭免許授与の所要資格の特例制度：保育士の資格を有し、保育士として一定の勤務

経験がある場合、通常必要とされる単位数よりも少ない単位数の修得で、幼稚園教諭免許状を

取得できる制度 

 

（２）資質の向上 

○ 教育公務員特例法に基づき、東京都教育委員会は、公立の新規採用幼稚

園教諭研修や東京都公立幼稚園中堅教諭等資質向上研修Ⅰを実施していま

す。 

 

○ また、就学前教育と小学校教育との円滑な接続や乳幼児期から就学期ま

での発達や学びの連続性を踏まえた教育の実施など、幼稚園、保育所及び

認定こども園における質の高い就学前教育を支援してきました。 

 

○ 公益社団法人東京都私立幼稚園教育研修会では、東京都と共催で行う新

規採用教員研修会や、中堅、管理者といった職層別の研修会のほか、教育

研究大会や公開保育、教員免許状更新講習など、教職員の専門性を高める

ための取組を積極的に展開しています。 

 

○ いずれも、国公私立幼稚園や公私立保育所、認定こども園等の保育者な

ど、都内の就学前教育に関わる保育者が広く参加できる説明会や研究協議

会を実施しています。 

 

＜取組の方向性＞ 

○ 幼児期の教育は、義務教育とその後の教育の基礎を培う極めて重要なも

のです。このため、幼児が幼稚園、保育所及び認定こども園等において質

の高い幼児教育を受けることができるよう、今後も、国との連携事業であ

る幼稚園教育理解推進事業など、公私立などの設置主体や施設種別の違い

にかかわらず、保育者等が一堂に会して学ぶ機会を多様に設ける取組を推

進していきます。 

 

○ 専門的・広域的な観点から、小学校教員や保育士等を対象とした就学前

教育と小学校教育との円滑な接続に向けた講座・説明会の開催等、区市町

村や教育・保育施設の設置者等と連携を図りながら取り組むことにより、

地域における幼児教育・保育の担い手である人材の資質の向上を推進して

いきます。 
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4 保育 

 

○ 保育サービスの提供に当たっては、保育士、家庭的保育者、子育て支援員

など、様々な人材が必要です。 

 

○ また、障害のある子供や食物アレルギーのある子供など、特に配慮が必要

な子供に適切に対応するためには、専門的な知識や技術を有する人材が必要

になります。 

 

○ さらに、子育てに不安を抱える保護者が増加していることから、保育所を

はじめとする保育の現場には、保育サービスの提供だけでなく、在宅の子育

て家庭も含め、保護者に対する支援も求められるようになっています。 

（１）人材の確保 

① 保育士 

○ 多様な保育ニーズに対応するためには、令和６年度までに4万人分の保

育サービスの確保が必要です。そのために令和5年度及び令和6年度にお

いて必要となる保育士数は、離職率等も考慮して試算すると、1万8000

人になります。 

 

保育サービスの利用児童数見込みと保育士の必要見込数 

（各年 4 月 1 日現在の対前年比の利用児童増加数） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

保育サービス 

利用児童増加数 
(11,382 人) (3,929 人) (▲608 人) 13,000 人 12,000 人 

保育士数 － 18,000 人 

※令和５年及び令和６年は暫定値 

 

＜取組の方向性＞ 

○ 必要な保育士を確保するため、指定保育士養成施設の修学資金の貸付や、

現任保育従事者の保育士資格取得支援など、保育士の養成にかかわる取組

を行うとともに、就職支援から就職後の定着支援まで行う保育人材コーデ

ィネーターの配置や、保育士就職相談会の実施、区市町村が行う保育人材

確保・定着に向けた取組への支援、保育従事者向けの宿舎借り上げ支援な

ど、保育士の確保・定着に取り組みます。 

 

○ また、職責に応じた処遇を実現するキャリアパスの導入が進むよう、キ

ャリアパスの仕組みづくりに取り組む事業者を支援し、保育士の確保・定

着を促進します。 
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○ 併せて、保育士等キャリアアップ研修支援事業により、技能・経験を積

んだ職員に対する国の処遇改善加算の要件となっている専門分野別研修

等を実施する指定研修実施機関を支援します。 

 

○ 保育の仕事に興味を持つ高校生を対象に、保育施設での職場体験や保育

士養成施設の学校説明会を行い、保育士の仕事への理解・興味を深め、将

来の保育人材の確保に取り組みます。 

 

② その他の保育従事者 

○ 家庭的保育者や子育て支援員を必要とする主な保育サービスは区市町

村認可によるものが多く、区市町村が保育サービスの拡充のスケジュール

に合わせて計画的に研修を実施していくことが求められます。 

 

 

＜取組の方向性＞ 

○ 区市町村によっては十分な体制が整わない場合もあるため、都は、当分

の間、家庭的保育者研修を引き続き実施するほか、保育や子育て支援の仕

事に関心を持ち、各事業に従事することを希望する方などを対象に、子育

て支援員研修を実施していきます。 

 

○ 居宅訪問型保育を担う人材を確保するため、ベビーシッター団体と連携

してベビーシッターの養成研修を実施します。 

 

（２）資質の向上 

○ 全ての子供の健やかな成長に資するよう、保育従事者の資質を高め、質

の高い保育及び地域の子育て支援を提供することが求められます。 

 

＜取組の方向性＞ 

○ 事業者や区市町村による研修実施の支援、都による研修の実施とともに、

代替職員確保に対する支援をはじめ受講促進に向けた環境を整備します。 

 

○ また、認証保育所を対象とした施設長研修や中堅保育士研修、研修の機

会が比較的少ない認可外保育施設の保育従事者を対象とした保育全般に

関する研修を実施します。 

 

○ 障害児やアレルギー児、病児・病後児への対応、保護者対応といった様々

な課題に対応するための研修を実施していきます。 

 

○ 特に、アレルギー疾患については、正しい知識を持って適切な日常生活
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管理が行えるよう研修を実施し、緊急時に適切に対応できる人材を育成す

るとともに、事故予防を支援します。 

 

○ 保育の質の確保・向上には、保育従事者の定着が不可欠です。ライフ・

ワーク・バランスの推進や対話的な職場風土づくりなど、保育従事者にと

って働きやすい職場環境が確保されるよう、事業主を対象とした研修を引

き続き実施していきます。 

 

○ さらに、公開保育をはじめとする保育所間交流や園長会における意見交

換など、地域交流の促進に取り組む区市町村を支援し、保育の質の確保・

向上を図ります。 

 

5 認定こども園 

 

○ 幼保連携型認定こども園においては、幼稚園教諭免許状と保育士資格の

両資格を有する保育教諭の確保が必要ですが、都内の幼保連携型認定こど

も園における両資格の併有者の割合は、令和４年 4 月 1 日現在約８割と

なっています。 

 

○ 国は、平成 27 年度の法施行後 10 年間（令和 6 年度末まで）に限り、

幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれか一方の資格を有していれば

良いこととするとともに、「幼稚園教諭免許や保育士資格の取得特例制度」
※2 を実施しています。 
※2「幼稚園教諭免許や保育士資格の取得特例制度」：新たな幼保連携型認定こども園制度への

円滑な移行・促進のため、幼稚園教諭免許状を有する者が保育士資格を取得し、又は保育士

資格を有する者が幼稚園教諭免許状を取得するための特例制度。一定の幼児教育又は保育の

経験がある場合に、通常必要とされる単位数よりも少ない単位数の修得で幼稚園教諭免許状

又は保育士資格の取得ができる。（文部科学省及び厚生労働省が平成２６年度から実施） 

 

○ これに対し、都では、幼保連携型認定こども園における教育・保育が適

切に実施されるよう、少なくとも学級担任は幼稚園教諭であること、また、

保育を必要とする児童を保育する者は、３歳以上児についてはその６割以

上、３歳未満児については全員が保育士資格を有することを求めています。 

 

○ また、乳幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎が培われる極めて重要

な時期であることから、保育教諭の資質向上も必要です。 

 

＜取組の方向性＞ 

○ 都は、「幼稚園教諭免許や保育士資格の取得特例制度」を活用した資格

取得を支援する区市町村に対し、その費用の一部を補助する取組などによ
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り、幼保連携型認定こども園における保育教諭の確保等を図っていきます。 

 

○ また、質の高い幼児教育・保育を提供するため、幼稚園教諭と保育士が

共に学ぶ講座や研修等の機会を提供する取組を、区市町村や教育・保育施

設の設置者等と連携を図りながら推進します。 

 

6 子供の居場所づくり 

 

○ 子供たちの安全・安心な居場所が確保できるよう、区市町村が取り組む

児童館の運営、学童クラブ事業や放課後子供教室に必要な人材を確保する

必要があります。 

 

○ 学童クラブでは、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準」において、児童の対応にあたる「放課後児童支援員」の資格要件とし

て、都道府県知事等が実施する「放課後児童支援員認定資格研修」の修了

が必須となっています。都としてはこれを確実に実施し、職員の確保に努

める必要があります。 

 

〇 学童クラブ及び放課後子供教室は、障害児など特に配慮を必要とする児

童への対応も含め、安心して過ごすことができる居場所の提供や適切な育

成支援が行われるよう職員や従事者の資質の向上が求められています。ま

た、支援の必要な児童などに適切に対応するため、保護者・学校・地域と

の連携も求められています。 

 

○ 学童クラブと放課後子供教室が、国が定めた「新・放課後子ども総合プ

ラン」に基づく取組を円滑に進められるよう、人材育成についても、福祉

部門と教育部門の連携を強化する必要があります。 

 

＜取組の方向性＞ 

〇 児童館については、児童の遊びの指導等に当たる児童厚生員等の資質の

向上を図るための研修を実施します。 

 

○ 学童クラブに放課後児童支援員を適切に配置できるよう、国で定めるカ

リキュラムに基づき、認定資格研修を実施しています。必要とされる放課

後児童支援員を確保できるよう、引き続き、計画的に研修を実施します。

また、一定の勤務経験を有する職員に対し、資質向上のための研修を実施

します。放課後児童支援員の補助者については、子育て支援員研修におい

て養成します。 
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○ 放課後子供教室においては、地域のボランティアなど、教室を運営する

担い手の育成が課題となっているため、研修等を実施し、資質の向上を図

ります。 

 

○ 「新・放課後子ども総合プラン」の実施に向け、福祉部門と教育部門の

一層の連携を図るため、推進委員会を設置し、放課後対策の総合的な在り

方等の協議を行うとともに、両事業の従事者が共に参加できる研修を毎年

度確実に実施するなど、一層の相互理解と資質向上を目指します。 

 

7 児童相談所 

 

○ 児童相談所における虐待相談件数が年々増えています。中には、保護者

対応等が困難な事例や、重篤化する危険性が高い事例、居住実態が把握で

きない事例なども含まれており、対応に苦慮するケースも少なくありませ

ん。 

 

○ 都はこれまでも、児童福祉司や児童心理司など、児童虐待対応の中心と

なる職員を着実に増やしていますが、虐待に適切に対応していくためには、

引き続き、体制の強化や職員の育成が求められています。 

 

○ また、児童福祉司は、職員の増員等により、経験年数の少ない職員が増

えており、困難事例等への対応力の向上が必要となっています。 

 

○ さらに、子供の最善の利益を確保するためには、子供を権利の主体とし

て尊重し、子供が意見を表明できる環境を整えていくことが求められます。 

 

＜取組の方向性＞ 

○ 児童虐待の対応力の更なる向上に向け、児童福祉司や児童心理司、児童

福祉司等の業務を補助する非常勤職員を増員するとともに、医師や弁護士、

保健師など様々な専門職の更なる活用等により、児童相談所の一層の体制

強化を図ります。 

 

○ 従来の研修に加え、令和４年度に新たに開設したトレーニングセンター

において、児童や保護者との面接スキル向上に向けたロールプレイングや、

ゼミ形式の事例検討などの実践的な研修を実施するなど、職員の育成に取

り組みます。 
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○ 子供の意見表明や意見表明等支援の重要性についての理解促進を図り

ます。 

 

8 社会的養護 

 

○ 社会的養護を必要とする子供は、虐待等を原因として心に深い傷を受け

情緒的な課題などを抱えていることも多いことから、個別的なケアや専門

的なケアが求められています。児童の多様なニーズに応え子供たちを適切

に支援するためには、施設等における養育の質と専門性の更なる向上が必

要です。 

 

○ 児童養護施設や乳児院において専門的な支援や養育の質の確保を図るた

めには、職員の確保・育成及び定着支援に向けた法人・施設の自主的な取

組や体制の確立が重要です。また、養育家庭等においても、委託される児

童の状態に合わせた養育の質の向上が必要です。 

 

 ○ また、生活の様々な場面において、子供が意見を表明しやすい環境を整

えることも重要です。 

 

＜取組の方向性＞ 

○ 法人・施設が、職員の育成方針を定め、体系的な人材育成を行うことが

できるよう、人材育成に関する総合的な計画の策定・取組を支援します。

また、職員が知識・技術を計画的に習得できるよう、新任職員、中堅職員、

施設長等、経験や職責に応じた課題別研修などが実施できるよう支援しま

す。 

 

〇 児童養護施設等には、高度な専門的ケアや小規模化・地域分散化に対応

したケアが求められていることから、専門的なケア等に必要な人材の育成

を支援します。 

 

○ 施設職員の人材確保を図るため、受け入れた実習生に対して個別的で丁

寧な指導ができるよう施設に担当職員等を配置したり、児童指導員等を目

指す者や実習を受けた学生等を非常勤職員として雇い上げる等の対応が行

えるよう支援します。また、職員用の宿舎の借り上げを支援します。 

 

○ 養育家庭等の研修体系については、必修研修に加え、養育上の様々な課

題に対応する知識・技術を得られる実践的な研修を実施し、養育力の向上

と安定した委託の推進を図ります。 
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○ 子供の意見表明や意見表明等支援の重要性についての理解促進を図り

ます。 

 

9 ひとり親家庭支援 

 

○ ひとり親家庭が抱える課題は、就業から生活や子育て等多岐に渡ってい

ます。ひとり親家庭が、地域で自立した生活を送れるよう、相談の内容か

ら課題を的確に把握し、関係機関と連携しながら、必要な支援につなげる

ことが求められます。 

 

○ 地域において、ひとり親家庭の相談対応を担っているのは、各区市の母

子・父子自立支援員ですが、その平均勤続年数は約２～３年となっており、

経験やノウハウが蓄積されにくい状況にあります。そのため、相談支援の

質の向上等への取組が重要となっています。 

 

〇 また、母子生活支援施設は児童福祉施設の中で、唯一母子で入所できる

施設であることから、課題を抱える母と子、また、ひとつの家庭としての

親子への支援を適切に行うことが必要ですが、入所する母子の課題は複雑

化する傾向にあります。 

 

＜取組の方向性＞ 

○ 都は、広域的な立場から、母子・父子自立支援員や地域の関係機関等へ

の研修を実施し、地域における相談対応力の向上を図ります。 

 

〇 母子生活支援において、母子の課題に適切に対応できる職員の確保・育

成を図ります。 

 

10 障害児支援 

 

（１）子育て支援策における障害児支援の対応力の向上 

 

○ 保育所や学童クラブ等において、障害児の受入れが進んでいますが、障

害児及びその保護者が身近な地域で安心して生活できるよう、一般的な子

育て支援施策においても、職員の専門性を向上させる必要があります。 
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＜取組の方向性＞ 

○ 保育所や学童クラブ等、子育て支援に従事する職員が、一人ひとりの障

害の種類、程度に応じた支援ができるよう、資質向上に取り組む区市町村

を支援します。 

 

 （２）障害児の支援を担う人材の養成・確保 

 

○ 障害の有無にかかわらず、地域で共に生活する「共生社会」を進める観

点から、障害児支援については、保育・教育等と連携を図り、乳幼児期か

ら学校卒業まで一貫した支援が提供される体制の構築が必要です。また、

関係機関の連携の下、ライフステージに応じた適切な支援を行っていくた

めに、障害児の相談支援体制の整備が重要であり、障害児通所支援のすべ

ての利用者について障害児支援利用計画が作成されるよう、相談支援体制

の整備を計画的に進める必要があります。 

 

○ 発達障害児（者）支援については、身近な地域における支援体制の整備

が必要であり、保健センター、保育所・幼稚園等や児童発達支援事業所等

の関係機関による連携や、心理職等による家族、保育士等への専門的支援

などを組み合わせた早期発見・早期支援の取組が、各区市町村において進

んできています。また、周囲からの孤立や将来への不安などを抱える家族

に対する支援も重要です。 

 

○ 重症心身障害児（者）や医療的ケア児について、個々の特性等に応じた

支援や関係機関との調整を行える人材の確保・養成が課題となっています。 

 

○ 特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒に対し、一人ひとりのニーズ

に応じた特別支援教育を一層実施できるよう、学校における指導・支援体

制の整備や指導内容・方法の充実等が、重要な課題となっています。中で

も、特別支援教育を推進する専門性の高い人材の育成と確保は、極めて重

要です。 

 

＜取組の方向性＞ 

○ 障害児相談支援について、区市町村において、関係機関の連携の下で、

ライフステージに応じた支援を進める体制を確保できるよう、都は、相談

支援専門員の養成を着実に行います。 

 

○ また、在宅や障害児施設等において、適切にたんの吸引等の医療的ケア

を行うことができるよう、介護職員等を対象とした研修を実施するほか、

施設職員等の専門性を強化し、適切な支援を提供できるよう、強度行動障

害に関する研修を実施します。 
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○ 発達障害児（者）のライフステージに応じた支援体制を充実するため、

これまで区市町村が取り組んできた事例等を普及していくとともに、発達

障害児（者）支援に携わる区市町村や相談支援事業所等の職員、医療機関

従事者などを対象とした研修等を実施し、専門的人材の育成を行っていき

ます。 

 

○ また、同じ発達障害のある子供を持つ親が相談相手となって悩みを共感

したり、自分の子育て経験を通して子供の関わり方などを助言するペアレ

ントメンターを養成し、悩みや不安を抱える家族への適切な支援に結びつ

けることで、家族支援体制の整備を図ります。 

 

○ 重症心身障害児（者）施設等で働く看護師については、経験に応じた専

門研修を実施してレベルアップを図るとともに、認定看護師資格取得の機

会の提供を行い、育成と定着を促進していきます。また、重症心身障害看

護の特徴や魅力を発信し、都内の療育センターの人材確保に資するために、

看護大学や看護専門学校において説明会を実施します。 

 

○ 在宅の重症心身障害児（者）等の健康を支える上で重要な役割を果たす

訪問看護ステーションの看護師について、在宅での呼吸管理や栄養管理等

に関する研修及び訪問実習を行います。 

   

〇 医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、医療的ケア児の支援に係

る関係機関相互の連絡調整、意見交換を行う協議会において、課題や情報

の共有、支援方策等の協議を行い、関係機関の一層の連携を図ります。 

 

○ また、地域で医療的ケア児に対する支援を適切に行うことができる人材

を育成するための各種研修を行います。さらに、訪問看護ステーションに

対する同行訪問等の研修や運営相談を行うモデル事業の成果を踏まえ、医

療的ケア児の訪問看護に取り組む訪問看護ステーションの拡大を図りま

す。 

 

○ 特別支援教育が全ての学校において実施されるよう全都的な視点に立

って人材の育成と確保を進めていきます。障害のある幼児・児童・生徒一

人ひとりのニーズに応えて適切な指導と必要な支援を行うことができる

よう、全ての校種の教員を対象とした研修を実施し、専門性の向上を図っ

ていきます。 

161



 

 
 

 

162


