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京都市修徳児童館 評価結果報告 

 

≪Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織≫ 

Ⅰ-1 理念・基本方針 

【評価項目】 Ⅰ－１－（１）理念、基本方針が確立・周知されている。 

   Ⅰ-１-（１）-① 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 

標準項目 評価 

1 法人（児童館）に、児童の権利に関する条約（平成６年条約第２号）に掲げられた精神及び児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）の理念に基づいた明確な理念、基本方針がある。 
〇 

２ 理念、基本方針が法人（児童館）内の文書や広報媒体（パンフレット、ホームページ等）に記載されてい
る。 

〇 

３ 理念や基本方針は、会議や研修会での説明、会議での協議等をもって、職員への周知が図られている。 〇 

４ 理念や基本方針は、わかりやすく説明した資料を作成するなどの工夫がなされ、利用者や運営協議会、利
用者の組織等への周知が図られている。 

〇 

【評価項目】 Ⅰ－１－（１）について 

講評 

法人の理念・方針については、多様な手段で周知し、浸透を図っています 

① 法人の理念・基本方針については、ホームページやパンフレットなどに記載されており、利用者や職員の目にふれ

やすい玄関や事務室などに掲示して、周知を図っています。理念に基づいた、基本姿勢や児童館が目指す活動方

針に沿った活動が展開されています。 

② 地域共生社会推進センター総会や内部研修などの機会を通して、法人として大切にしていること、目指す方向性

について説明し、職員の理解が深まるよう促しています。館長からも館内研修や日々のミーティングなどの場でも、

職員に伝えられています。 

 

Ⅰ-2 経営状況の把握 

【評価項目】 Ⅰ-２-（１） 経営環境の変化等に適切に対応している。 

  Ⅰ-２-（１）-① 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている。 

標準項目 評価 

1 社会福祉事業全体の動向について、具体的に把握し分析している。 〇 

2 地域の各種福祉計画の策定動向と内容を把握し分析している。 〇 

3 利用者数・利用者像等、児童館活動へのニーズ、潜在的利用者に関するデータを収集するなど、法人（児
童館）が位置する地域での特徴・変化等の経営環境や課題を把握し分析している。 

〇 

4 定期的に児童館のコスト分析や児童館利用者の推移、利用率等の分析を行っている。 〇 

 

Ⅰ-2-(1)-② 経営課題を明確にし、具体的な取組を進めている。 

1 経営環境や実施する児童館活動の内容、組織体制や設備の整備、職員体制、人材育成、財務状況等の 〇 
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現状分析にもとづき、具体的な課題や問題点を明らかにしている。 

2 経営状況や改善すべき課題について、役員（理事・監事等）間での共有がなされている。 〇 

3 経営状況や改善すべき課題について、職員に周知している。 〇 

4 経営課題の解決・改善に向けて具体的な取組が進められている。 〇 

【評価項目】Ⅰ-２-（１）について 

講評 

業界・地域の動向把握に努め、より良い事業運営が推進されています。 

① 法人では、社会福祉事業・各種福祉計画の動向やニーズ、情報を収集しています。把握した内容は、ブロック会

議、館長会議にて情報提供、各館の利用者数等の各地域の状況、課題を共有しており、常務理事会に報告し、課

題解決に向けた協議がなされています。協議された内容は、職員会議や毎日のミーティングの中で情報共有され

ています。 

② 経営状況については、館長が出席する会議にて各事業所の経営状況と人員体制や課題などについて協議し、組

織内での連携・協力体制の強化に努めています。 

 

Ⅰ-３ 事業計画の策定 

【評価項目】 Ⅰ-３-（１） 中・長期（3～5 年）的なビジョンと計画が明確にされている。 

Ⅰ-３-（１）-① 中・長期（3～5 年）的なビジョンを明確にした計画が策定されている。 

標準項目 評価 

1 中・長期（3～５年）計画において、理念や基本方針の実現に向けた目標（ビジョン）を明確にしている。 〇 

２ 中・長期（3～５年）計画は、数値目標や具体的な成果等を設定することなどにより、実施状況の評価を行
える内容となっている。 

〇 

３ 中・長期（3～５年）計画は必要に応じて見直しを行っている。 〇 

４ 中・長期（3～５年）計画は、児童館ガイドラインに示された、児童館の施設としての 6 つの基本特性並び
に 3 つの特性を発揮させるような内容になっている。 

〇 

５ 中・長期（3～５年）計画は、子どもの福祉や地域の実情を十分に理解し、安定した財政基盤と運営体制
を有し、継続的・安定的に運営することを目指す内容となっている。 

〇 

 
Ⅰ-３-(1)-② 中・長期（3～５年）計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。 

1 単年度の計画には、中・長期（3～５年）計画の内容を反映した単年度における事業内容が具体的に示さ

れている。 
〇 

2 単年度の事業計画は、実行可能な具体的な内容となっている。 〇 

３ 単年度の事業計画は、数値目標や具体的な成果等を設定することなどにより、実施状況の評価を行える

内容となっている。 
〇 

【評価項目】Ⅰ-３-（１） について 

講評 

より安定した事業運営の実現に向けて、中期経営計画の策定が期待されます 

① 法人全体の中期経営計画が策定されています。理念・方針に基づいた具体的な目標設定、進捗状況の評価と見

直しが行われていますが、介護福祉部門の記載が主体となっているため、今後、児童館部門に関する中期経営計

画の策定が望まれます。 
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② 中期経営計画の下に、各児童館にて事業年間活動計画書を作成しています。年度末には児童館の取組状況をふ

りかえり、事業報告書にまとめ、法人へ報告・事業評価を経て、課題・改善点があれば、次年度の事業年間活動計

画書、活動内容に反映されています。 

 

【評価項目】 Ⅰ-３-（2） 事業計画が適切に策定されている。 

Ⅰ-３-（２）-① 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ、 職員が理解している。 

標準項目 評価 

1 事業計画が、職員等の参画や意見の集約・反映のもとで策定されている。 〇 

2 事業計画が、あらかじめ定められた時期、手順にもとづいて評価されている。 〇 

3 評価の結果にもとづいて事業計画の見直しを行っている。 〇 

4 事業計画が、職員に周知（会議や研修会における説明等が）されており、理解を促すための取組を行って
いる。 

〇 

 

   Ⅰ-３-(２)-② 事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している。 

標準項目 評価 

1 事業計画の主な内容が、利用者等に周知（配布、掲示、説明等）されている。 〇 

２ 事業計画の主な内容を分かりやすく説明した資料を作成するなどの方法によって、利用者等がより理解し
やすいような工夫を行っている。 

〇 

３ 事業計画については、利用者等の参加を促す観点から周知、説明の工夫を行っている。 〇 

【評価項目】Ⅰ-３-（2） について 

講評 

職員との協議のもとに、事業計画書を作成し、利用者にも周知されています 

① 法人の中期経営計画の下に、児童館の事業年間活動計画が反映されています。活動方針、年間目標を設定した

上で、具体的な取組内容が明示されています。事業年間活動計画書は、館長と職員の協議の下に作成しており、

本部の事業総括会議にて評価、定期的な見直し・検討を行っています。年度末には年間事業活動をふりかえり、

本部にて成果と課題を抽出し、総括としてまとめられています。課題・改善点については見直しを図り、次年度の

事業年間活動計画書に活かされています。事業年間活動計画書・自事業報告書は、法人ホームページにて公表

されています。 

② 児童館の事業年間活動計画は、年度初めに利用者にも取組内容、年間行事予定が周知されており、保護者向け

にも説明の機会が設けられています。利用者にも分かりやすく、スライドを用いて説明するなど、理解が得られるよ

う、創意工夫して伝えられています。 

 

Ⅰ-４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 

【評価項目】Ⅰ-４-（１） 質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 

Ⅰ-４-（１）-① 児童館活動の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している。 

標準項目 評価 

1 組織的に PDCA サイクルにもとづく児童館活動の質の向上に関する取組を実施している。 〇 

2 児童館活動の内容について組織的に評価（C：Check）を行う体制が整備されている。 〇 

3 定められた評価基準にもとづいて、年に 1 回以上自己評価を行い、その結果を公表している。 〇 
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4 評価を行う際には、利用者等の意見を取り入れるよう努めている。 〇 

５ 第三者評価を定期的に受審している。 〇 

６ 評価結果を分析・検討する場が、組織として位置づけられ実行されている。 〇 

 

   Ⅰ-４-(１)-② 評価結果にもとづき組織として取組むべき課題を明確にし、計画的な 改善策を実施している。 

標準項目 評価 

1 評価結果を分析した結果やそれにもとづく課題が文書化されている。 〇 

2 職員間で課題の共有化が図られている。 〇 

3 評価結果から明確になった課題について、職員の参画のもとで改善策や改善計画を策定する仕組みがあ

る。 
〇 

4 評価結果にもとづく改善の取組を計画的に行っている。 〇 

【評価項目】Ⅰ-４-（１） について 

講評 

児童館活動の質の向上に向けた、組織的な仕組みが構築されています 

① 法人の理念・基本方針の下に、各児童館にて事業年間活動計画を館長及び職員と協議の上、作成しています。

計画の進捗状況については、日々のミーティングや職員会議などの機会に、業務をふりかえり、確認・見直しを図

っています。半期ごとに、法人全体の事業実施状況を事業報告書にまとめ、全職員に共有されています。年度末

には、事業総括会議にて全体の事業の総括と評価の上、事業報告書としてまとめ、法人のホームページにて公表

しています。課題、改善点については、解決に向けて協議し、次年度の事業活動に活かす仕組みが整備されてい

ます。 

② 定期的に第三者評価を受審しており、審査結果は館長会議にて報告し、課題・改善点などの指摘事項があれば

協議を行い、各館の職員会議にて共有され、次年度の計画策定に活かしています。審査結果については、法人の

ホームページにて公表しています。 
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≪Ⅱ 組織の運営管理≫ 

Ⅱ-１ 管理者（館長等）の責任とリーダーシップ 

【評価項目】 Ⅱ-１-（１）管理者の責任が明確にされている。 

   Ⅱ-1-（1）-① 管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている。 

標準項目 評価 

1 管理者は、自らの経営・管理に関する方針と取組を明確にしている。 〇 

2 管理者は、自らの役割と責任について、組織内の広報誌等に掲載し表明している。 〇 

3 管理者は、自らの役割と責任を含む職務分掌等について、文書化するとともに、会議や研修において表明
し周知が図られている。 

〇 

4 平常時のみならず、有事（災害、事故等）における管理者の役割と責任について、不在時の権限委任等を

含め明確化されている。 
〇 

 

Ⅱ-1-（1）-② 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。 

標準項目 評価 

1 管理者は、遵守すべき法令及び児童館ガイドラインに示されている児童館の社会的責任、職場倫理等を

十分に理解しており、利害関係者（取引事業者、行政関係者等）との適正な関係を保持している。 
〇 

2 管理者は、法令遵守の観点での経営に関する研修や勉強会に参加している。 〇 

3 管理者は、福祉分野に限らず幅広い分野について遵守すべき法令等を把握し、取組を行っている。 〇 

4 管理者は、職員に対して遵守すべき法令や児童館の社会的責任、職場倫理等を周知し、また遵守するた
めの具体的な取組を行っている。 

〇 

５ 管理者は、事業の目的及び運営の方針、利用する子どもの把握、保護者との連絡、事故防止、非常災害

対策、子どもや保護者の人権への配慮、子どもの権利擁護、守秘義務、個人情報の管理等の重要事項に
関する運営管理規程 を定め、その内容を職員に周知、遵守するための取組を行っている。 

〇 

【評価項目】 Ⅱ-１-（１） について 

講評 

守るべき法・規範・倫理を明示し、 職員の理解を深める機会が創出されています 

① 職員が守るべき法・規範・倫理については、毎月コンプライアンス推進会議を開催し、事例共有と再発防止策の検

討が行われています。入職時に、法人研修にて守るべきこと、マナー等及び人権尊重などの権利擁護について、

学んでいます。毎年、人権研修を通して人権の尊重・権利擁護を学び、自らの業務をふりかえり、見直す機会を設

けるとともに、定期的に「職員コンプライアンスチェックシート」を活用した自己チェックを実施しています。法人で

はハラスメントに対する内部通報制度を設け、組織的な対策も講じており、職員にも周知されています。 

② 各児童館にて BCP を策定し、緊急時の行動基準・職員の役割分担が明示されています。BCP に沿った「事故・

災害対策実務マニュアル」及び「災害対策ポリシー」を整備し、年間を通した避難訓練などを計画・実施されてお

り、防災の啓発を推進しています。より実効性の高い内容とするために、定期的な見直しを図っています。 

 

【評価項目】Ⅱ-１-(２) 管理者のリーダーシップが発揮されている。  

Ⅱ-1-（2）-① 児童館活動の質の向上に意欲をもちその取組に指導力を発揮している。  

標準項目 評価 

1 管理者は、実施する児童館活動の質の現状について定期的、継続的に評価・分析を行っている。 〇 

2 管理者は、児童館活動の質に関する課題を把握し、改善のための具体的な取組を明示して指導力を発揮

している。 
〇 
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3 管理者は、児童館活動の質の向上について組織内に具体的な体制を構築し、自らもその活動に積極的に
参画している。 

〇 

４ 管理者は、児童館活動の質の向上について、職員の意見を反映するための具体的な取組を行っている。 〇 

５ 管理者は、児童館活動の質の向上について、職員の教育・研修の充実を図っている。 〇 

 

Ⅱ-1-（2）-② 経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を発揮している。 

標準項目 評価 

1 管理者は、経営の改善や業務の実効性の向上に向けて、人事、労務、財務等を踏まえ分析を行っている。 〇 

2 管理者は、組織の理念や基本方針の実現に向けて、人員配置、職員の働きやすい環境整備等、具体的に
取り組んでいる。 

〇 

3 管理者は、経営の改善や業務の実効性の向上に向けて、組織内に同様の意識を形成するための取組を

行っている。 
〇 

４ 管理者は、経営の改善や業務の実効性を高めるために組織内に具体的な体制を構築し、自らもその活動
に積極的に参画している。 

〇 

【評価項目】Ⅱ-１-(２) について 

講評 

職員ひとり一人の資質を向上させる仕組みがあります 

① 児童館ガイドライン、京都市児童館活動指針の内容を意識した活動を推進しています。館長は、定期的に職員へ

のヒアリングを行うとともに、日頃からのコミュニケーションの中から職員の意向を汲みとり、意欲向上につなげて

います。職員の得意なことを見つけて、発揮できる機会をつくることで、職員の自尊心が高められ、自発的な行動

とチームワーク力の強化が醸成されています。 

② 職員の意見により、今年度より他児童館相互での学びの機会として、「児童館職員派遣研修」を導入し、児童館

活動の質の向上が図られています。児童館ガイドラインを踏まえ、研修を通しての気づきや今後活かせることなど

を報告書としてまとめ、双方の館長及び本部児童福祉部へ提出されています。研修を通して児童館活動の活性化

につながっています。 

 

Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成 

【評価項目】 Ⅱ-２-（１）福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。 

   Ⅱ-２-（1）-① 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、 取組が実施されている。 

標準項目 評価 

1 必要な福祉人材や人員体制に関する基本的な考え方や、福祉人材の確保と育成に関する方針が確立し
ている。 

〇 

2 児童館活動の提供に関わる専門職（「児童の遊びを指導する者」（以下、「児童厚生員」という。）の配置
等、必要な福祉人材や人員体制について具体的な計画がある。 

〇 

3 計画にもとづいた人材の確保や育成が実施されている。 〇 

４ 法人（児童館）は、様々な機会を活用して研修を実施し、職員の資質向上に努めている。 〇 

５ 研修が日常活動に生かされるように、職員全員が子どもの理解と課題を共有し対応を協議する機会を設
けている。 

〇 

６ 法人（児童館）として、効果的な福祉人材確保（採用活動等）を実施している。 〇 
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Ⅱ-２-（1）-② 総合的な人事管理が行われている。 

標準項目 評価 

1 法人（児童館）の理念・基本方針にもとづき「期待する職員像等」を明確にしている。 〇 

2 人事基準（採用、配置、異動、昇進・昇格等に関する基準）が明確に定められ、職員等に周知されている。 〇 

3 一定の人事基準にもとづき、職員の専門性や職務遂行能力、職務に関する成果や貢献度等を評価してい
る。 

〇 

４ 職員処遇の水準について、処遇改善の必要性等を評価・分析するための取組を行っている。 〇 

５ 把握した職員の意向・意見や評価・分析等にもとづき、改善策を検討・実施している。 〇 

６ 職員が、自ら将来の姿を描くことができるような総合的な仕組みづくりができている。 〇 

【評価項目】 Ⅱ-２-（１） について 

講評 

組織として、児童館職員対象の人事考課・キャリアパスの整備が期待されます 

① 法人として人事評価制度ハンドブックを策定し、評価のポイント・スケジュール、各職責など丁寧に説明されていま

すが、介護福祉分野の職員が対象となっており、児童館職員向けの人事評価制度については、計画・検討中で

す。今後の児童館職員による人事評価・キャリアパス制度の構築が望まれます。 

② 法人では人材育成研修制度の手引きを作成し、研修内容・ねらいについて詳しく説明しています。各児童館にて、

職員の職責に合わせた研修受講計画を作成し、研修受講後は供覧書を提出、職員に回覧して、重要な点につい

ては、職員会議や空き時間に共有し、全職員の能力向上に努めています。法人として期待する職員像について、研

修や職員会議などで研鑽する機会を設けるなど、職員のより深い理解が得られるよう働きかけています。また職

員の資格取得に関するお祝い金制度も設け、職員の学びの支援にも積極的に取り組んでいます。 

 

【評価項目】Ⅱ-２-（2）職員の就業状況に配慮がなされている。 

Ⅱ-２-（2）-① 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取組んでいる。  

標準項目 評価 

1 職員の就業状況や意向の把握等にもとづく労務管理に関する責任体制を明確にしている。 〇 

2 職員の有給休暇の取得状況や時間外労働のデータを定期的に確認するなど、職員の就業状況を把握し
ている。 

〇 

3 職員の心身の健康と安全の確保に努め、その内容を職員に周知している。 〇 

４ 定期的に職員との個別面談の機会を設ける、職員の悩み相談窓口を組織内に設置するなど、職員が相
談しやすいような組織内の工夫をしている。 

〇 

５ 職員の希望の聴取等をもとに、総合的な福利厚生を実施している。 〇 

６ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に配慮した取組を行っている。 〇 

７ 改善策については、福祉人材や人員体制に関する具体的な計画に反映し実行している。 － 

８ 福祉人材の確保、定着の観点から、組織の魅力を高める取組や働きやすい職場づくりに関する取組を行
っている。 

〇 

【評価項目】Ⅱ-２-（2）について 

講評 

働きやすい職場環境を目指して、組織的な体制が整えられています 

① 館長は職員の就業状況を管理、現状把握に努めており、全体の勤怠状況を取りまとめ、毎月の館長会議にて共

有されています。職員の心身の健康状況を把握するために、定期的にストレスチェックを実施し、分析・検証が行

われています。法人として内部通報制度を整備し、人材マネジメント室と外部の専門相談員の通報窓口が設置さ
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れています。 

② 福利厚生制度として、毎年レクリエーションを厚生会にて企画し、法人全体職員との交流・コミュニケーションの機

会が創出されています。各種休暇制度、ライフサポートを導入するなど、法人として働きやすい職場環境づくりを積

極的に取り組んでいます。 

 

【評価項目】Ⅱ-２-（3）職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 

Ⅱ-２-（３）-① 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 

標準項目 評価 

1 職員一人ひとりの目標管理のための仕組みが構築されている。 〇 

2 個別面接を行う等組織の目標や方針を徹底し、コミュニケーションのもとで職員一人ひとりの目標が設定
されている。 

〇 

３ 職員一人ひとりが設定した目標について、中間面接を行うなど、適切に進捗状況の確認が行われている。  〇 

４ 職員一人ひとりが設定した目標について、年度当初・年度末（期末）面接を行うなど、目標達成度の確認
を行っている。  

〇 

 

Ⅱ-２-（３）-② 職員の研修に関する基本方針や計画が策定され、研修が実施されている。 

標準項目 評価 

1 組織が目指す児童館活動を実施するために、研修に関する基本方針や計画の中に、「期待する職員像」
を明示している。 

〇 

2 現在実施している児童館活動の内容や目標を踏まえて、研修に関する基本方針や計画の中に、組織が職

員に必要とされる専門技術や専門資格を明示している。 
〇 

3 研修が日常活動に生かされるように、職員全員が子どもの理解と課題を共有し対応を協議する機会を設
けている。 

〇 

４ 策定された研修計画にもとづき、研修が実施されている。 〇 

５ 定期的に計画の評価と見直しを行っている。 － 

６ 定期的に研修内容やカリキュラムの評価と見直しを行っている。 － 

 

Ⅱ-２-（３）-③ 職員一人ひとりの研修の機会が確保されている。 

標準項目 評価 

1 個別の職員の知識、技術水準、専門資格の取得状況等を把握している。 〇 

2 新任職員をはじめ職員の経験や習熟度に配慮した個別的な OJT が適切に行われている。 〇 

3 階層別研修、職種別研修、テーマ別研修等の機会を確保し、職員の職務や必要とする知識・技術水準に
応じた研修 を実施している。 

〇 

４ 外部研修に関する情報提供を適切に行うとともに、参加を勧奨している。 〇 

５ 職員一人ひとりが、研修の場に参加できるよう配慮している。 〇 

【評価項目】Ⅱ-２-（３）について 

講評 

職員ひとり一人の資質向上を働きかける仕組みが、組織的に構築されています 

① 職員は、年 1 回、日常業務をふりかえり、自己評価・目標設定する「能力発見シート」を作成し、館長の面談が行

われています。館長は、職員の意向と目標を把握した上で、次の活動へつながる助言を行い、モチベーションアッ

プを働きかけています。 

② 職員の人材育成として、階層別研修制度を導入し、職員の段階に応じた研修受講が計画されています。また行
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政、他団体主催の外部研修にも積極的に参加を促しており、資格取得も奨励されています。研修受講後は、供覧

書を作成、提出するとともに履修した内容を他の職員にも共有することで、児童館活動の底上げ、質の向上がつ

ながっています。 

 

【評価項目】Ⅱ-２-（４）実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。 

Ⅱ-２-（４）-① 実習生等の児童館活動に関わる専門職等の教育・育成について体制を 整備し、積極的な取

組をしている。 

標準項目 評価 

１ 実習生等の児童館活動に関わる専門職の教育・育成についてのマニュアルが整備されている。 〇 

２ 実習生については、学校側と、実習内容について連携してプログラムを整備するとともに、実習期間中に
おいても継続的な連携を維持していくための工夫を行っている。 

〇 

【評価項目】Ⅱ-２-（４）について 

講評 

未来を担う人材育成にも、積極的に取り組む体制が整えられています 

① 次世代育成の取組みとして、中・高校生の職場体験をはじめ、近隣の大学より実習生を受け入れています。「児

童館のための実習受け入れマニュアル」を整備し、学生の学びへの支援にも積極的に取り組んでいます。実習

生教育担当者は、実習記録を作成し、館長・法人へ報告されています。 

 

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保 

【評価項目】 Ⅱ-３-（１）運営の透明性を確保するための取組が行われている。 

   Ⅱ-３-（1）-① 運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。 

標準項目 評価 

1 ホームページ等の活用により、法人（児童館）の理念や基本方針、提供する活動の内容、事業計画、事業
報告、予算、決算情報が適切に公開されている。 

〇 

2 事業内容について自己評価を行い、その結果を公開するよう努めている。 〇 

3 児童館における地域の福祉向上のための取組の実施状況、第三者評価の受審、苦情・相談の体制や内
容について公表している。 

〇 

４ 第三者評価の受審結果、苦情・相談の体制や内容にもとづく改善・対応の状況について公表している。 〇 

５ 法人（児童館）の理念、基本方針やビジョン等について、社会・地域に対して明示・説明し、法人（児童
館）の存在意義や役割を明確にするように努めている。 

〇 

６ 地域へ向けて、理念や基本方針、児童館で行っている活動等を説明した印刷物や広報誌等を配布してい

る。 
〇 

 

Ⅱ-３-（1）-② 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。 

標準項目 評価 

1 法人（児童館）における事務、経理、取引等に関するルール、職務分掌と権限・責任が明確にされ、職員

等に周知している。 
〇 

2 法人（児童館）における事務、経理、取引等について内部監査を実施するなど、定期的に確認されてい
る。 

〇 

3 法人（児童館）の事業、財務について、外部の専門家による監査支援等を実施している。 〇 
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４ 外部の専門家による監査支援等の結果や指摘事項にもとづいて、経営改善を実施している。 〇 

【評価項目】 Ⅱ-３-（１） について 

講評 

経営の透明性を確保し、適切な事業運営が行われています 

① 法人の理念・基本方針や財務状況、決算報告、事業計画、事業報告については、法人ホームぺージにて公表され

ています。児童館活動を地域の方に知っていただくために、パンフレット・チラシをはじめ SNS を活用するなど、多

様な手段での広報活動が展開されています。それぞれの媒体の特性に応じた見せ方や掲載のタイミングなどを研

究し、閲覧状況を分析・検証が行われています。法人情報誌「アソシエ」では、法人の魅力、事業内容や地域との

連携の取組みなどを掲載し、職員及び関係機関に配布されています。社内外に発信することで、経営の透明化と

地域に開かれた運営に取り組んでいます。 

② 内部監査や外部監査法人による監査を受審しており、監査結果により改善点があれば見直しを図り、法人に報告

されています。また京都市の書面監査、実地指導監査も受審し、指摘事項については速やかな改善に努めていま

す。監査報告書についても、法人ホームページにて公表しています。 

 

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献 

【評価項目】 Ⅱ-４-（１）地域との関係が適切に確保されている。 
   Ⅱ-４-（1）-① 利用者と地域との交流を広げるための取組を行っている。 

標準項目 評価 

1 地域との関わり方について基本的な考え方を文書化している。 〇 

2 活用できる社会資源や地域の情報を収集し、掲示板の利用等で利用者に提供している。 〇 

3 利用者の個別的状況に配慮しつつ地域の行事や活動に参加する際、必要があれば職員やボランティア
が支援を行う体制が整っている。 

〇 

４ 児童館や利用者への理解を得るために、地域の人々と利用者との交流の機会を定期的に設けている。 〇 

５ 個々の利用者のニーズに応じて、地域における社会資源を利用するよう推奨している。 〇 

６ 地域住民等が児童館を活用できるように働きかけることなどにより、児童館の周知を図るとともに、地域
の人材・組織等との連携・協力関係を築いている。 

〇 

 

Ⅱ-４-（1）-② ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。  

標準項目 評価 

1 ボランティア受入れに関する基本姿勢を明文化している。 〇 

2 地域の学校教育等への協力（職場体験、触れ合い授業等）について基本姿勢を明文化している。 〇 

3 ボランティア受入れについて、登録手続、ボランティアの配置、事前説明等に関する項目が記載されたマ
ニュアルを整備している。 

〇 

４ ボランティアに対して利用者との交流を図る視点等で必要な研修、支援を行っている。 〇 

【評価項目】 Ⅱ-４-（１） について 

講評 

地域の児童厚生員のリーダーとして、広く社会に働きかけられています 

① 法人として、地域のニーズに応じたサービス提供と地域の人とのつながりを大切した事業展開を示し、地域福祉
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の向上を目指した活動を積極的に取り組んでいます。自治連合会や企業・関連団体などの共催事業や学校運営

委員会への参画、児童館からの授業の提供など、さまざまな連携、協働が進められています。地域活動に積極的

に参加することで、地域の方から「子どものことなら児童館」と言ってもらえる存在を目指しています。 

② 地域の高齢者や高校生がボランテイアに参加しやすい環境づくりとして「ボランテイアの心得」を備え、ボランティ

アに活動の上、配慮してもらいたいことを、担当職員より説明しています。活動後には「ふりかえりシート」にて気

づき・感想などを記入、提出してもらい、職員に共有されています。また不登校や社会とのかかわりが苦手な中高

生の居場所、活躍の場としてのボランテイア育成にも積極的に取り組んでいます。 

 

【評価項目】 Ⅱ-４-（２）関係機関との連携が確保されている。 

   Ⅱ-４-（２）-① 児童館として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切に行われている。 

標準項目 評価 

1 当該地域の関係機関・団体について、個々の利用者の状況に対応できる社会資源を明示したリストや資料
を作成している。 

〇 

2 職員会議で説明するなど、職員間で情報の共有化が図られている。 〇 

3 関係機関・団体と定期的な連絡会等を行っている。 〇 

４ 地域の関係機関・団体の共通の問題に対して、解決に向けて協働して具体的な取組を行っている。 〇 

【評価項目】 Ⅱ-４-（２） について 

講評 

地域のつながりを大切にして、地域力アップにも貢献されています 

① 自治連合会の会議、地域の子育て支援ネットワーク会議、関係団体の連絡会、基幹ステーション会議などの参加

を通して、地域の情報や動向・ニーズの収集を把握し、共通課題については、解決に向けて取り組んでいます。把

握した内容は職員に共有し、児童館運営に活かしています。 

② 毎月、児童館だよりを地域の関係団体をはじめ、保育園、幼稚園や小・中学校への配布と地域の役員宅へ直接訪

問し手渡しするなど、地域との日常的なつながりを大切にしています。 

 

【評価項目】 Ⅱ-４-（３）地域の福祉向上のための取組を行っている。 

   Ⅱ-４-（３）-① 地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている。 

標準項目 評価 

1 法人（児童館）が実施する事業や運営協議会の開催、関係機関・団体との連携、地域の各種会合への参
加、地域住民との交流活動などを通じて、地域の福祉ニーズや生活課題等の把握に努めている。 

〇 

 

Ⅱ-４-（３）-② 地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われている。   

標準項目 評価 

１ 把握した地域の福祉ニーズ等にもとづいた具体的な事業・活動を、計画等で明示している。 〇 

２ 多様な機関等と連携して、社会福祉分野のみならず、地域コミュニティの活性化やまちづくりなどにも貢献
している。 

〇 

３ 法人（児童館）が有する福祉サービスの提供に関するノウハウや専門的な情報を、地域に還元する取組を
積極的に行っている。 

〇 

４ 地域の防災対策や、被災時における福祉的な支援を必要とする人びと、住民の安全・安心のための備えや

支援の取組を行っている。 
〇 
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【評価項目】 Ⅱ-４-（３） について 

講評 

地域のニーズを把握し、地域コミュニティを構成する多様な主体と連携・協働を推進しています 

① 地域共生社会を推進する取組みとして、法人内に「地域共生社会推進センター」を設置し、各地域共生社会実現

に向けて、地域の人と団体・企業などとのつなぎ役となり、さまざまな事業が展開されています。地域との連携に

よる活動、地域子育て支援機関ステーションのネットワーク会議の主催や自治連合会、民生児童委員会などの会

合にも出席し、地域の状況やニーズ、課題を把握し、共有に努めています。 

② 「妊娠前からの切れ目のない支援」を児童館の活動方針として掲げ、プレママ・パパ～中高生世代までの幅広い

世代を対象とした包括的な支援の取組みを推進しています。地域の子育て拠点として、各世代向けの活動や多世

代の交流の場づくりを、地域の民生児童委員・主任児童委員や民生協議会、社会福祉協議会による子育て支援

事業にも協力しています。多様な立場の方が子育て支援に関わることで、地域ぐるみの子どもの見守りと育成が

行われています。 
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≪Ⅲ 適切な福祉サービスの実施≫ 

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス  

【評価項目】 Ⅲ-１-（１） 利用者を尊重する姿勢が明示されている。 

   Ⅲ-1-（1）-① 利用者を尊重した児童館活動について共通の理解をもつための取組を行っている。 

標準項目 評価 

1 理念や基本方針に、利用者を尊重した児童館活動の実施について明示し、職員が理解し実践するための

取組を行っている。 
〇 

2 利用者を尊重した児童館活動の提供に関する「倫理綱領」や規程等を策定し、職員が理解し実践するた
めの取組を行っている。 

〇 

3 利用者を尊重した児童館活動の提供に関する基本姿勢が、個々の活動の標準的な実施方法等に反映さ
れている。 

〇 

4 利用者の尊重や基本的人権への配慮について、組織で勉強会・研修を実施している。 〇 

５ 利用者の尊重や基本的人権への配慮について、状況を把握する仕組みがあり、必要に応じて対応を図っ
ている。 

〇 

 

Ⅲ-1-（1）-② 利用者のプライバシー保護に配慮した児童館活動が行われている。 

標準項目 評価 

1 利用者のプライバシー保護について、社会福祉事業に携わる者としての姿勢・責務等を明記した規程・マ
ニュアル等が整備され、職員への研修によりその理解が図られている。 

〇 

2 規程・マニュアル等にもとづいて、子どもの利益に反しない限りにおいて、プライバシーに配慮した児童館
活動が実施されている。 

〇 

3 利用者にプライバシー保護に関する取組を周知している。 〇 

【評価項目】 Ⅲ-１-（１） について 

講評 

利用者の尊重と基本的人権に配慮した運営体制に取り組んでいます 

① 法人共通の倫理要綱と行動規範を定め、子どもの権利に知る機会として、インフォメーションや掲示物にて周知す

るとともに、法人にて「人権擁護及び虐待の防止のための研修」の開催及び各館で人権研修を実施するなど、職

員の理解を深める仕組みがあります。法人では、不適切な支援の発生を未然に防ぐために、虐待等防止委員会

を設置し、通報マニュアルの整備及び体制が構築されています。 

② 「子どもの最善の利益」のもとに、子どもの意見を尊重する取り組みとして、館内では子どもの気持ちを表現でき

る場が提供されています。職員は、日頃より子どもたちが自発的に取り組めるよう声掛け、活動のきっかけづくりを

することで、子どもの自立支援につながっています。 

③ 利用者のプライバシー保護について「個人情報の保護に関する基本方針について」文書を掲示するとともに、「個

人情報保護規則及び個人情報保護事務取扱要綱」を定め、職員に周知されています。 

 

【評価項目】 Ⅲ-１-（２） 福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。 

   Ⅲ-1-（２）-① 利用希望者に対して児童館を利用するために必要な情報を積極的に提供している。 

標準項目 評価 

1 理念や基本方針、実施する児童館活動の内容や児童館の特性等を紹介した資料を、公共施設等の多く

の人が入手できる場所に置いている。 
〇 

2 組織を紹介する資料は、言葉遣いや写真・図・絵の使用等で誰にでもわかるような内容にしている。 〇 
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3 児童館の利用希望者については、個別にていねいな説明を実施している。 〇 

4 児童館で行われている事業等への見学、体験利用等の希望に対応している。 〇 

５ 利用希望者に対する情報提供について、適宜見直しを実施している。 〇 

 

Ⅲ-1-（２）-② 児童館活動の開始・変更にあたり利用者にわかりやすく説明している。 

標準項目 評価 

1 児童館活動の開始・変更時の活動の内容に関する説明と同意にあたっては、利用者の自己決定を尊重し
ている。 

〇 

2 児童館活動の開始・変更時には、利用者がわかりやすいように工夫した資料を用いて説明している。 〇 

3 説明にあたっては、利用者等が理解しやすいような工夫や配慮を行っている。 〇 

4 児童館活動の開始・変更時には、利用者等の同意を得たうえでその内容を書面で残している。 〇 

５ 配慮が必要な利用者への配慮についてルール化され、適正な説明、運用が図られている。 〇 

【評価項目】 Ⅲ-１-（２） について 

講評 

地域の子育て支援の拠点として、さまざまなニーズに対応できる体制が整えられています 

① 法人及び児童館の紹介・活動内容については、ホームページや各種パンフレットなどを通して、写真やイラストな

どを使い、利用者にも分かりやすい内容で丁寧に伝えられています。またＳＮＳを活用した情報発信では、デザイ

ンの構成や見せ方などにも工夫が施されています。初めて利用される方には、児童館の見学やさまざまな活動の

体験ができるよう整備されています。 

 

【評価項目】 Ⅲ-１-（３） 利用者満足の向上に努めている。 

   Ⅲ-1-（３）-① 利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている。 

標準項目 評価 

1 利用者満足に関する調査が定期的に行われている。 〇 

２ 利用者満足を把握し、児童館活動の充実を図る目的で、運営協議会等を設置し、職員等が出席している。 － 

３ 利用者満足に関する調査の担当者等の設置や、把握した結果を分析・検討するために、利用者参画のも
とで検討会議の設置等が行われている。 

－ 

４ 分析・検討の結果にもとづいて具体的な改善を行っている。 〇 

【評価項目】 Ⅲ-１-（３） について 

講評 

多様な手段で利用者の意見や意向を把握し、反映する仕組みがあります 

① 行事の参加者と保護者向けのアンケートの実施し、館内には「意見箱」を設置し、収集した意見を参考に、次年

度の活動計画に反映されています。運営協議会は設置されていないが、日頃より自治連合会や民生協議会、地

域の団体などとの交流を通じて意見聴収を行い、児童館運営の改善に努めています。 

 

【評価項目】 Ⅲ-１-（４） 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。 

   Ⅲ-1-（４）-① 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。 

標準項目 評価 

1 苦情解決の体制（苦情解決責任者の設置、苦情受付担当者の設置、第三者委員の設置や解決に向けた

手順の整理）が整備されている。 
〇 
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2 苦情解決の仕組みをわかりやすく説明した掲示物が掲示され、資料を利用者等に配布し説明している。 〇 

3 苦情記入カードの配布やアンケート(匿名)を実施するなど、利用者等が苦情を申し出しやすい工夫を行っ

ている。 
〇 

4 苦情内容については、受付と解決を図った記録が適切に保管されている。 〇 

５ 苦情内容に関する検討内容や対応策については、利用者等に必ずフィードバックしている。 〇 

６ 苦情内容及び解決結果等は、苦情を申し出た利用者等に配慮したうえで、公表している。 〇 

７ 苦情相談内容にもとづき、児童館活動の質の向上に関わる取組が行われている 〇 

 

Ⅲ-1-（４）-② 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用者等に周知している。 

標準項目 評価 

1 利用者が相談したり意見を述べたりする際に、複数の方法や相手を自由に選べることをわかりやすく説明
した文書を作成している。 

〇 

2 利用者等に、その文書の配布やわかりやすい場所に掲示する等の取組を行っている。 〇 

3 相談をしやすい、意見を述べやすいスペースの確保等の環境に配慮している。 〇 

 

Ⅲ-1-（４）-③ 利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している。 

標準項目 評価 

1 職員は、日々の児童館活動において、利用者が相談しやすく意見を述べやすいように配慮し、適切な相談

対応と意見の傾聴に努めている。 
〇 

2 意見箱の設置、アンケートの実施等、利用者の意見を積極的に把握する取組を行っている。 〇 

3 相談や意見を受けた際の記録の方法や報告の手順、対応策の検討等について定めたマニュアル等を整

備している。 
〇 

4 職員は、把握した相談や意見について、状況を速やかに説明することを含め迅速な対応を行っている。 〇 

５ 意見等にもとづき、児童館活動の改善に向けた取組を行っている。 〇 

６ 対応マニュアル等の定期的な見直しを行っている。 〇 

【評価項目】 Ⅲ-１-（４） について 

講評 

利用者の苦情・相談に対して、適切に対応する体制が整えられています 

① 苦情解決の体制について、多様な方法で利用者が意見を述べられるよう受付窓口を設置し、ホームページやパン

フレット、おたよりを通して周知されています。対応マニュアルの下に、収集した内容を記録・保管し、職員会議で

協議の上、法人へ報告、解決に向けて速やかに対応されています。苦情内容、改善・解決結果については、ホーム

ページに公表し、今後の運営に活かす仕組みがあります。 

② 利用者からの意見、相談については、館内のご意見箱の設置とパンフレットやおたよりなどで案内されています。

対応マニュアルを整備しており、収集した意見・相談内容については、職員会議にて協議の上、速やかに対応し、

フィードバックされています。また年度ごとにマニュアルの見直しを図り、より良い児童館運営に取り組んでいま

す。 

③ 職員は、日常の子どもの変化や様子を把握に努め、子ども一人ひとりへの関わり方にも工夫して接しています。子

どもたちには、困ったことがあれば先生たちが相談にのってくれる寄り添う姿勢が伝えられています。また子どもの

何気ない一言が気になった場合は、館長や職員で共有し、見守り、個別支援が行われています。 

 

 

 



16 

 

【評価項目】 Ⅲ-１-（５） 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。 

   Ⅲ-1-（５）-① 安心・安全な児童館活動の提供を目的とするリスクマネジメント体制が構築されている。 

標準項目 評価 

1 リスクマネジメントに関する責任者の明確化（リスクマネジャーの選任・配置）、リスクマネジメントに関す

る委員会を設置するなどの体制を整備している。 
〇 

2 事故発生時の対応と安全確保について責任、手順（マニュアル）等を明確にし、職員に周知している。 〇 

3 利用者の安心と安全を脅かす事例の収集が積極的に行われている。 〇 

4 収集した事例をもとに、職員の参画のもとで発生要因を分析し、改善策・再発防止策を検討・実施する等

の取組が 行われている。 
〇 

５ 職員に対して、安全確保・事故防止に関する研修を行っている。 〇 

６ 事故防止策等の安全確保策の実施状況や実効性について、定期的に評価・見直しを行っている。 〇 

７ 来館時、帰宅時の安全対策について、保護者への協力を呼びかけ、地域の関係機関・団体等と連携した

不審者情報の共有や見守り活動など地域ぐるみの安全確保策を講じている。 
〇 

 

Ⅲ-1-（５）-② 感染症の予防や発生時における利用者の安全確保のための体制を整備し、取組を行ってい 

る。 

標準項目 評価 

1 感染症対策について、責任と役割を明確にした管理体制が整備されている。 〇 

2 感染症の予防と発生時等の対応マニュアル等を作成し、職員に周知徹底している。 〇 

3 担当者等を中心にして、定期的に感染症の予防や安全確保に関する勉強会等を開催している。 〇 

4 感染症の予防策が適切に講じられている。 〇 

５ 感染症の発生した場合には対応が適切に行われている。 〇 

６ 感染症の予防と発生時等の対応マニュアル等を定期的に見直している。 〇 

 

Ⅲ-1-（５）-③ 災害時における利用者の安全確保のための取組を組織的に行っている。 

標準項目 評価 

1 災害時の対応体制が決められている。 〇 

2 立地条件等から災害の影響を把握し、建物・設備類、福祉サービス提供を継続するために必要な対策を
講じている。 

〇 

3 利用者及び職員の安否確認の方法が決められ、すべての職員に周知されている。 〇 

4 食料や備品類等の備蓄リストを作成し、管理者を決めて備蓄を整備している。 〇 

５ 防災計画や事業継続計画（BCP）等を整備し、地元の行政をはじめ、学校、消防署、警察、自治会、福祉
関係団体等と連携するなど、体制をもって訓練を実施している。 

〇 

【評価項目】 Ⅲ-１-（５） について 

講評 

事業継続計画（BCP）を策定し、あらゆるリスクに対応した体制が構築されています 

① 災害時の利用者の安全確保を図るために、各児童館にて事業継続計画（BCP）を策定しています。さまざまなリ

スクに応じた行動フローチャート示した「事故・災害対策実務マニュアル」整備し、職員への周知、理解を促してい

ます。マニュアルが形骸化しないためにも、定期的な防災訓練と地域の消防署、学校などと連携した防災イベント

を実施するなど、組織として防災の啓発を推進しています。 

② 感染症対策として、「児童館における事故・災害対策実務マニュアル」及び「感染症対策ポリシー」を明示し、館

内の感染症予防対策にも積極的に取り組んでいます。感染症対策マニュアルに沿った対策を講じるとともに、職
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員の意見を聞いて、マニュアルの見直しが図られています。また館内の感染症予防対策として、利用者にも理解が

得られる工夫がなされています。 

③ 事故・ヒヤリハットの場面に遭遇した際は、マニュアルに基づき、事故報告書を作成、法人へ報告しています。事案

の共有と分析と検証の検討を行い、再発防止・事故予防に努めています。 

 

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保 

【評価項目】 Ⅲ-２-（１） 提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。 

   Ⅲ-２-（1）-① 児童館活動について標準的な実施方法が文書化され活動が提供されている。 

標準項目 評価 

1 標準的な実施方法が適切に文書化されている。 〇 

2 標準的な実施方法には、利用者の尊重、プライバシーの保護や権利擁護に関わる姿勢が明示されてい
る。 

〇 

3 標準的な実施方法について、研修や個別の指導等によって職員に周知徹底するための方策を講じてい
る。 

〇 

4 標準的な実施方法にもとづいて実施されているかどうかを確認する仕組みがある。 〇 

 

Ⅲ-２-（1）-② 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。  

標準項目 評価 

1 児童館活動の標準的な実施方法の検証・見直しに関する時期やその方法が組織で定められている。 〇 

2 児童館活動の標準的な実施方法の検証・見直しが定期的に実施されている。 〇 

3 検証・見直しにあたり、職員や利用者等からの意見や提案が反映されるような仕組みになっている。 〇 

【評価項目】 Ⅲ-２-（１） について 

講評 

「京都市児童館活動指針」に基づいた、児童館活動の質の向上に努めています。 

① 「京都市児童館活動指針」に基づいた児童館運営、活動を推進しています。京都市児童館学童連盟主催の活動

指針研究会の参加や活動方針に沿った活動が実施されているか、ふりかえる機会を設けるなど、活動方針の浸

透を図り、職員の資質向上に努めています。 

② 「子ども基本法」の理念である「こどもまんなか社会」を実現するために、子どもの意見の反映や主体性、自主性

の尊重を意識した活動が展開されています。館内に意見箱の設置や子どもたちの気持ちを表す場が創出するとと

もに、日常的に子ども会議を実施し、遊びのルールや行事の企画運営などは、子どもたちが考えて行動できるよう

働きかけることで、さまざまな体験を通して、子どもたちの自立心が育まれています。 

 

【評価項目】 Ⅲ-２-（２） 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。 

   Ⅲ-２-（２）-① 児童館活動の実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有化されている。 

標準項目 評価 

1 日常の利用状況や活動の内容等を、組織が定めた統一した様式によって把握し記録している。 〇 

2 計画等にもとづく児童館活動が実施されていることを記録により確認することができる。 〇 

3 記録する職員で記録内容や書き方に差異が生じないように、記録要領の作成や職員への指導等の工夫

をしている。 
〇 
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4 組織における情報の流れが明確にされ、情報の分別や必要な情報が的確に届くような仕組みが整備され
ている。 

〇 

５ 情報共有を目的とした会議の定期的な開催等、部門横断での取組がなされている。 〇 

６ パソコンのネットワークシステムを利用や記録ファイルの回覧等を実施して、事業所内で情報を共有する
仕組みが整備されている。 

〇 

 

Ⅲ-２-（２）-② 利用者に関する記録の管理体制が確立している。 

標準項目 評価 

1 個人情報保護規程等により、利用者の記録の保管、保存、廃棄、情報の提供に関する規定を定めている。 〇 

2 個人情報の不適正な利用や漏えいに対する対策と対応方法が規定されている。 〇 

3 記録管理の責任者が設置されている。 〇 

4 記録の管理について個人情報保護の観点から、職員に対し教育や研修が行われている。 〇 

５ 職員は、個人情報保護規程等を理解し、遵守している。 〇 

６ 個人情報の取扱いについて、利用者に説明している。 〇 

【評価項目】 Ⅲ-２-（２） について 

講評 

ICT 導入により、情報の標準化を図り、組織的なセキュリティ対策の強化に努めています。 

① 日誌や活動報告書などの記録や業務管理、職員間の情報共有については、ICT を活用することで業務効率の向

上が図られています。法人では、定期的な館長会議、ブロック会議、事業推進委員会の実施により、事業の横断的

な取組みの共有と協議を行われており、各児童館と児童福祉部ではグループウエアを活用した情報共有による

標準化を図っています。 

② 個人情報保護の取扱いについては「個人情報保護規則」を策定し、職員はコンプライアンス研修を受講するとと

もに、「職員コンプライアンスチェックシート」にて、日常業務のふりかえり、確認ができる仕組みがあります。個人

情報・機密情報に関する書類は、書類の保管は事務所内の鍵付きのキャビネットで厳重に管理されています。法

人として、パソコン上の機密情報や個人情報は、PW 管理の上、情報漏洩対策に努めています。利用者には、申込

書に個人情報の取扱いについて明記し、説明されています。またソーシャルメディア・SNS の活用に伴い、「ソー

シャルメディアガイドライン」を策定し、個人情報の保護、セキュリティ対策の下に運用されています。 
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≪児童館の活動内容に関する事項≫ 

1、児童館の施設特性 

【評価項目】 １－（１） 施設の基本特性が児童館の理念と目的に基づいて設定されている。 

標準項目 評価 

1 子どもが自らの意思でひとりでも利用することができている。 〇 
2 子どもが遊ぶことができている。 〇 
3 子どもが安心してくつろぐことができている。 〇 
4 子ども同士にとって出会いの場になることができている。 〇 
５ 年齢等の異なる子どもが一緒に過ごし、活動を共にすることができている。 〇 
６ 子どもが困ったときや悩んだときに、職員に相談できるようになっている。 〇 

【評価項目】 １－（１）について 

講評 

地域とともに子どもの育成と子育て支援を行うことを当館の活動方針として明示しています 

① 安全管理面を除いて、児童館の利用のルールは、子どもたちで考えることを基本としています。ホームページやパ

ンフレットにも「遊び方はじぶんできめる」ことを明示し、職員は子ども一人ひとりのペースを大切にした支援を行

っています。活動に対して、自由来館の子どもと児童クラブ所属児童とで参加対象を区別することなく、誰でも参

加できるように設定しています。 
② 地域住民からの要望により設置された公園に隣接しており、管理する自治連合会の許可を得て、来館者が公園

を遊び場として利用したり、お迎えの保護者が公園できょうだいを遊ばせる様子が日常的に見られます。公園を

利用する近隣住民と児童館を利用する子どもたちが触れ合う場として長年親しまれています。 
③ 児童館の利用のしかたについて、「こまったことを話すのに、申込もお金もいらない」ところであることを、ホーム

ページやパンフレットで周知しています。また子ども集団を離れて見守る職員が、子どもの変化に気づいたら直接

声をかけたり、他の職員からアプローチすることなどを検討し、丁寧な関わりに努めています。 

 

【評価項目】 １－（２） 児童館の特性である、拠点性、多機能性、地域性を発揮している。 

標準項目 評価 

1 地域における子どもの居場所になっている。 〇 

2 
職員が日常的に子どもと関わり、子どものあらゆる課題に直接対応し、必要に応じて関係機関に橋渡しし

ている。 
〇 

3 
児童館が地域の人々に見守られた安心・安全な環境となっており、そこで子どもが自ら成長していくこと
ができている。 

〇 

4 子どもの発達に応じて地域全体へ活動を広げている。 〇 
５ 住民や関係機関等と連携して、地域における子どもの健全育成の環境づくりを進めている。 〇 

【評価項目】 １－（２）について 

講評 

児童館の施設特性を活かし、地域のなかの子どもたちの居場所として機能しています 

① 地域の多世代が行き交う公園の利用を契機に、隣接する児童館利用へ結びつくケースが多く見られます。住民ら

の要望により公園に遊具を設置していないため、年齢や天候に関係なく集うことのできる場所として児童館が市
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民に活用されています。 

② 当館の活動方針により「妊娠前からの切れ目ない支援」に取り組み、助産師や保健センター、発達相談センター

などとの連携事業を通して、利用者と専門家の橋渡しを行い、児童館を拠点としながら利用者の多様な課題へア

プローチしています。 

③ 法人が目指す「地域共生社会の推進」に沿って、当館は「共生のまちづくり」を活動目標の一つに掲げています。

館外へ活動場所を広げつつ、地域行事に積極的に協力することで、子どもの成長や発達に応じた地域住民との

交流機会が生まれています。 

 

【評価項目】 １－（３） 子どもの権利を保障するための取組が徹底されている。 

標準項目 評価 

1 子どもの思想・信教の自由について、最大限に配慮し保障している。 〇 
2 子どもに影響のある事柄に関して、子どもが意見を述べ参加できるような機会を設けている。 〇 
3 子ども自身が子どもの権利を知る機会が設けられている。 〇 
4 子どもの権利擁護について、規程・マニュアル等が整備され、職員の理解が図られている。 〇 
５ 権利侵害の防止と早期発見のための具体的な取組を行っている。 〇 

【評価項目】 １－（３）について 

講評 

子どもの意見を尊重するとともに子ども自身が自分の権利を知ることができるよう支援しています 

① ホームページやパンフレットに「自由来館とは、自由意志（自らの意思）で児童館を利用すること」と記載し、職員

は、子どもたちがやりたいことを自分のタイミングで行うことを尊重しています。そのため日誌や個別記録、毎日の

ミーティングでの情報共有や引継ぎを確実に行うよう努めています。 

② 安全や衛生管理上必要な場合以外は、児童館のルールは設けないこと、利用者の状況に応じてその時々のルー

ルを作ることを基本方針としています。職員は、指示をするのではなく、子どもが自分たちで考え行動することをサ

ポートしています。 

③ 「子どもの権利」とはどういうものなのかを分かりやすく文章にし、パンフレットや掲示物に記載しています。また

子どもたちになじみのある絵本や児童書のなかでも子どもの権利や多様性について伝える作品を図書室に配架

し、手に取りやすい工夫をしています。 
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2、遊びによる子どもの育成 

【評価項目】 ２－（１） 子どもの発達の特徴や発達過程を理解し、一人ひとりの心身の状態を把握して子どもの育 

成を行っている。 

標準項目 評価 

1 職員が、子どもの発達の一般的な特徴や発達過程について、研修等を通じて学んでいる。 〇 
2 子ども一人ひとりの発達特性を把握し、発達の個人差を踏まえて適切な支援を行っている。 〇 
3 遊び及び生活の場で、その時々の一人ひとりの心身の状態に気を配りながら、子どもと信頼関係を築くよ

う努めている。 
〇 

4 子どもへの対応について、個々の事例に関する検討が職員間で行われている。 〇 
【評価項目】 2－（１）について 

講評 

職員間で子どもの発達特性についての情報共有に努め、個人差に配慮した育成を行っています 

① 正規職員と児童クラブのクラス担当職員が京都市児童館学童連盟の行う研修に参加し、子どもの発達について

学びを深めています。研修資料は回覧し、全職員で情報の共有に努めています。 

② 子どもの発達特性についてできる限り保護者と情報共有をしており、必要に応じて保育所や学校とも連携してい

ます。把握した内容はデータ管理し、個別の支援内容を時系列で確認することで、どの職員も適切な支援を行う

ことが可能です。 

③ 日々の子どもの状況は日誌に記録し、継続支援が必要なケースに関しては、関係機関からの情報を整理してミー

ティング等で情報共有しています。そのうえで対応を検討し、特に保護者との信頼関係が構築できるよう丁寧な

関わりを模索しています。 

 

【評価項目】 ２－（2） 子どもが自ら遊びを作り出したり遊びを選択できるようにしている。 

標準項目 評価 

1 子どもが自ら遊びを作り出せるよう、環境を整えている。 〇 
2 子どもが自由に遊びを選択できるようになっている。 〇 
3 空間や図書、玩具、遊具等が、子どもの発想で自由に安全に遊べるように工夫されている。 〇 
4 子どもが自発的・創造的に活動できるよう、対応や働きかけについて職員間で確認しあっている。 〇 

【評価項目】 2－（2）について 

講評 

子どもの遊びの選択肢が広がるよう、地域を巻き込んだ環境整備に努めています 

① 同じ建物内に図書館が設置されているため、図書室には子どもたちからリクエストのあった漫画や児童書を中心

に配架しています。子どもたちから人気のある漫画は「マンガお買い物隊」の子どもたちが買い出しに行き、書店

での買い物体験を楽しんでいます。 

② 児童クラブの登録人数が２００名を超えており、大きな動きのある遊びは活動に制限があることが課題です。同じ

建物内で会議室やホールを借りたり、近隣の中学校の校庭を借りるなどして、思い切り遊ぶ機会を設けていま

す。また来館記録となる「きましたカード」を提出すれば、自治連合会の了解のもと公園で遊ぶことを認めており、

子どもの遊びの幅を広げることに努めています。 
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【評価項目】 ２－（３） 子ども同士が同年齢や異年齢の集団を形成して、様々な活動に自発的に取組めるように

援助している。 

標準項目 評価 

1 乳幼児から小学生、中・高校生世代までの幅広い年齢の子どもが日常的に気軽に来館している。 〇 
2 幅広い年齢の子どもが一緒に過ごす場があり、日常的に交流したり一緒に遊んだりする様子が見られる。 〇 
3 職員は、子どもが様々な活動に自発的に取組めるように意識して関わっている。 〇 
4 職員は、一人ひとりの子どもの仲間集団との関わりについて具体的に把握しており、それぞれの集団の成

長とその中での個人の成長の過程を意識して関わっている。 
〇 

５ 子どもに対する個別・集団の援助について記録し、職員間で事例検討をしている。 〇 
【評価項目】 2－（３）について 

講評 

日常的に幅広い年齢の子どもが来館しており、職員は子どもたちの関係性の継続的な把握に努めてい
ます 
 
① 乳幼児は午前中のプログラムを中心に保護者同伴で、小学生以降は自由来館と児童クラブの登録児童が子ど

もたちだけで利用することができ、日常的に幅広い年齢の子どもが来館しています。長期休暇中は乳幼児親子の

みで過ごす部屋の確保が難しいため、乳幼児プログラムのある午前中を中心に、小学生と乳幼児が混じって遊

ぶ様子が見られます。 

② 児童館と児童クラブの日々の活動や様子については、一体化した日誌に記録しています。気になる子どもを中心

とした集団の状況なども記録し、継続して関係性を把握するように努めています。日誌のデータは、正規職員と児

童クラブのクラス主任、クラス担当職員はいつでも閲覧し、対応を検討することが可能です。 
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３、子どもの居場所の提供 

【評価項目】 ３－（１） 子どもが安全に安心して過ごせる居場所になるような環境づくりや援助を行っている。 

標準項目 評価 

1 乳幼児から中・高校生世代までのすべての子どもが、日常的に気軽に来館できる。 〇 
2 来館する子どもの住所、氏名、年齢、緊急時の連絡先等を、登録するなどの方法で把握に努めている。 〇 
3 乳幼児や障害のある子どもも安心して利用できる環境が整えられている。 〇 
4 利用者がくつろいだり、待ち合わせしたり、自由に交流したりできる空間があり、使いやすい雰囲気であ

る。 
〇 

【評価項目】 ３－（１）について 

講評 

隣接する公園を含めた施設の完全管理に努め、安心して遊べる環境づくりを行っています 

① 初めての来館時に「利用シート」を提出してもらい、法人の個人情報規定に基づいて、名前や住所、連絡先など

を把握しています。その場で記入が難しい場合は、次回持参してもらうよう声掛けしたり、ホームページから書式

をダウンロードできるようにするなど利用者の利便性に配慮しながら、適切な情報把握と利用者の安全管理に努

めています。 

② 隣接する公園で遊びたい子どもがいる時は、職員も一緒に出て安全管理を行っています。児童館の利用に関わ

らず、公園を居場所として利用する地域の子どもに意識を向けることで、児童館と一体的に子どもたちが安全に

過ごせる環境づくりを行っています。 

 

【評価項目】 ３－（2） 中・高生世代の利用に対する援助がある。 

標準項目 評価 

1 中・高校生世代も利用できるようになっている。 〇 
2 中・高校生世代の文化活動やスポーツ活動等に必要なスペースや備品がある。 〇 
3 中・高校生世代が自ら企画する活動がある。 〇 
4 思春期の発達特性について、職員が理解するための取組が行われている。 〇 

【評価項目】 ３－（2）について 

講評 

SNS やホームページでの情報発信など、中・高生世代の利用を前提とした情報提供を行っています 

① 中・高生世代も開館中はいつでも利用できますが、特に１７：00～18：30 を「中高生タイム」として開放していま

す。また月に数回、「6」の付く日に「6」年生も「6」時まで遊べる日を「６６デー」と名付け、小学６年生にとってロ

ールモデルとなる中・高生世代と交流できる機会を設けています。 

② 同じ建物内の会議室を借りて、中・高生世代が集う居場所づくりに取り組んでいます。乳幼児や小学生向けイベ

ントの企画を行うリーダー的存在として活動したり、学生ボランティアが希望する中高生に勉強を教える学習支援

に取り組んだり、若手職員とともに高校生、大学生が自主企画として「ヤングハロウィン」をするなど、中・高生世

代の多様なニーズに寄り添う支援を行っています。 
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４、子どもの意見の尊重 

【評価項目】 ４－（１） 子どもの年齢及び発達の程度に応じて子どもの意見を尊重している。 

標準項目 評価 

1 子どもの年齢や発達の程度に応じて子どもの意見を尊重している。 〇 
2 意見だけでなく子どもの気持ちも汲み取っている。 〇 
3 日常的に子どもの声を拾い、職員間で話し合って、児童館の活動や運営に柔軟に取り入れている。 〇 
4 遊びや行事・イベント等のアイデアが、子どもたちの間から活発に出されている。 〇 

【評価項目】 ４－（１）について 

講評 

子どもの年齢や発達に応じ、自分で考え決断する時間を保障しています 

① 職員が考えたプログラムを提供するのではなく、子どもたちのしたいことやタイミングは同じではないという共通

認識を職員がもち、子どもたちが自分でしたいことを決められるようにサポートしています。 

② 月１回、地域施設や公園、元中学校の敷地などを活用し、遊びのマルシェを行っています。音楽や運動遊び、駄菓

子屋、乳幼児広場など、その時々の子どもたちの好きな遊びや意見を取り入れ、乳幼児から中・高生世代、大人

まで安心して楽しめる定例イベントとして地域で受け入れられています。 

 

【評価項目】 ４－（2） 子どもの意見が運営や活動に反映されている。 

標準項目 評価 

1 意見箱や掲示板、アンケートなど、子どもの意見を汲み取る仕組みがあり、活用されている。 〇 
2 子ども会議、子ども企画、子ども実行委員会など、子どもが児童館の運営や活動に対して意見やアイデア

を述べる機会があり、機能している。 
〇 

3 職員会議や研修の場等で、子どもの意見を反映させる仕組みがある。 〇 
4 運営や活動に子どもの意見を反映した、具体的な事例がある。 〇 

【評価項目】 ４－（2）について 

講評 

子ども一人ひとりの意見を尊重し、子どもが自分の考えを表現できる場を設けています 

① 子どもから大人までが利用者と職員に関わらず、今の気持ちや児童館あるある、児童館のいいところなどを書い

て投函する「つぶやきボックス」を設置しています。つぶやきは、館内に掲示したり SNS に掲載したりして、同じ気

持ちを抱える子が共感したり、大人や職員を含めた自分以外の人の気持ちを知る機会を設けています。また子ど

もたちが気持ちを文章にして表現する習慣を身に付ける場として活用しています。 

② 児童クラブでは、「３年生会議」や「高学年会議」など同年代の子どもたちが話し合いものごとを決める活動があ

ります。児童館全体としては、利用人数が多いため、子ども同士で意見交換する会議などの取組はありませんが、

これからの課題として捉えています。 
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５、配慮を必要とする子どもへの対応 

【評価項目】 ５－（１） 配慮を必要とする子どもへの対応を行っている。 

標準項目 評価 

1 障害の有無に関わらず子ども同士がお互いに協力できるような活動内容や環境に配慮している。 〇 
2 児童館を利用する子どもの間で、いじめ等の関係が生じないように配慮している。万が一発生した場合に

は早期対応に努め、適切に対応している。 
〇 

3 保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、市区町村や関係機関と連携し対応している。 〇 
4 児童虐待が疑われる場合には、市町村又は児童相談所に速やかに通告し、適切に対応している。 〇 
５ 福祉的な課題があると判断した場合に、地域や学校等の社会資源と連携し支援している。 〇 
６ 障害のある子どもの利用に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法

律第６５号）に基づき、合理的配慮に努めている。 
〇 

【評価項目】 ５－（１）について 

講評 

配慮が必要な子の支援を継続的に行えるよう、職員間や関係機関との情報共有に努めています 

① 支援が必要な子には、他の子どもたちよりもひと足先に情報を伝えておくなどして、集団のなかで主役になれる

機会を職員が意図的に用意することで、子ども同士の関係性に変化が生まれるような支援を心がけています。ま

た一人ひとりの発達や状況に合わせて段階的な支援を行い、成長を見届けるようにしています。 
② 虐待の疑いやその他福祉的課題がある場合は、子どもの様子を注意深く観察し、小・中学校や区のはぐくみ室、

児童相談所などと定期的にカンファレンスを行い、継続的な支援に取り組んでいます。 
③ 児童クラブでは、京都市児童館学童連盟の支援担当職員による巡回指導を受けるとともに定期的にケース会議

を実施し、具体的な支援方法について確認しています。 

 

【評価項目】 ５－（2） 子どもの活動の様子から必要があると判断した場合には、家庭と連絡を取って支援を行っている。 

標準項目 評価 

1 子どもへの支援のために、必要に応じて家庭や学校等と連絡を取って支援をしている。 〇 
2 子どもの発達や家庭環境等の面で特に配慮が必要な子どもには、発達支援に関わる関係機関等と協力

して援助を行っている。 
〇 

3 必ず記録をとり職員間で共有を図るとともに、継続的な支援につなげている。 〇 
【評価項目】 ５－（2）について 

講評 

関係機関とも情報共有したうえで保護者との信頼関係を丁寧に育みながら支援を行っています 

① 子どもの状況については、小学校、中学校とそれぞれ情報共有しています。また家庭との連絡が必要な場合に

は、事前に区のはぐくみ室と情報交換し対応を検討しながら保護者へのアプローチを進めています。 

② 区内の４館持ち回りで、就学前の子どもの発達に関して言語聴覚士や保育士などの専門家へ相談できる「チョコ

ちゃん」事業を行っています。子どもたちは児童館で遊びながら、保護者同士は交流しながら気軽に悩みを相談

することができます。 

③ 配慮を要する子どもへの支援内容は、日誌に記録し、全職員で経過を確認しています。継続支援を要するケース

記録はデータ保存し、必要に応じて職員が閲覧し支援に役立てています。またケースによっては職域を限定して

情報を共有し、保護者との信頼関係の構築に努めています。 
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６、子育て支援の実施 

【評価項目】 ６－（１） 保護者の子育て支援を行っている。 

標準項目 評価 

1 子どもとその保護者が、自由に交流できる場を提供し、交流の促進に配慮している。 〇 
2 子どもの発達上の課題について、気軽に相談できるような子育て支援活動を実施している。 〇 
3 保護者が広く地域の人々との関わりをもてるような支援を実施している。 〇 
4 児童虐待の予防に向けて、保護者の子育てへの不安や課題に対して継続的に支援し、必要に応じて相談

機関等につないでいる。 
〇 

【評価項目】 ６－（１）について 

講評 

地域の子育て拠点として、マタニティ期からの切れ目のない支援に取り組んでいます 

① 開館日は 10 時から 17 時まで乳幼児親子も自由に遊んだり、館内でランチを食べることもできます。また曜日

ごとに乳幼児対象とした自由参加の広場事業を実施し、身体測定や手遊び、読み聞かせなどの活動を通して職

員から積極的に保護者へ声をかけ、会話するように心がけています。なるべく多くの職員が広場事業へ関わり、

保護者との関係性を築くことで、福祉的課題を発見しやすい環境づくりを行っています。 

② 「子育て家庭支援」を当館の活動方針の一つに掲げ、乳幼児親子対象のクラブ活動や助産師によるベビーマッ

サージ、父親の参加を想定した自由参加の広場事業など多様な活動を実施し、利用者の交流の機会を設けてい

ます。 

③ マタニティフォトや産後ママ対象のカフェなどの取組を通して、妊産婦が交流したり、自身の健康や子どもの発達

について気軽に専門家へ相談できる機会を設けています。赤ちゃんは職員が預かり、お茶を飲みながら母親同士

で共感しあったり、助産師へ悩みを相談するなどして育児不安やストレスを解消し、虐待予防へつなげる取組と

なっています。 

 

【評価項目】 ６－（2） 保護者と協力して乳幼児支援を行っている。 

標準項目 評価 

1 乳幼児支援を保護者と協力して実施している。 〇 
2 参加者が主体的に運営できるように支援している。 － 
3 乳幼児と中・高校生世代等との触れ合い体験を実施している。 〇 

【評価項目】 ６－（2）について 

評価 

保護者のニーズをふまえ、乳幼児期から気軽に参加できる多様なプログラムを実施しています 

① 保護者との継続的な関わりから地域性や時代の変化をもとにニーズを分析し、乳幼児親子向け活動の対象月齢

や活動の頻度、時間帯、曜日などを工夫しています。コロナ禍以降、父親と子どもで来館するケースが増えたた

め、月 1 回土曜日に父親参加を視野に入れた広場事業「パパぱーく」を実施し、父親と子どもとの関わりや気軽

な児童館利用を促しています。 

② 近隣の中学校との共催で「中高生と赤ちゃんの交流事業」に取り組んでいます。３年生の家庭科の授業として、

当館を利用する乳幼児親子が中学校へ出かけ、手作りおもちゃで遊んだり保護者から出産や育児のエピソード

を伺うなどして触れ合い体験を行います。また日頃から利用する中・高生世代と乳幼児親子が館内で触れ合う様

子が見られ、日常的な交流につながっています。 
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７、地域の健全育成の環境づくり 

【評価項目】 ７－（１） 地域の健全育成環境づくりに取組んでいる。 

標準項目 評価 

1 児童館を利用する子どもが地域住民と直接交流できる機会を設けている。 〇 
2 児童館を出て、地域の児童遊園や公園、子どもが利用できる他の施設等で事業を実施することがある。 〇 
3 地域のイベントに児童館の子どもを連れて参加することがある。 〇 
4 地域の子どもの育成活動に協力している。 〇 
５ 地域住民や NPO、関係機関等と連携して活動している。 〇 

【評価項目】 ７－（１）について 

講評 

活動場所を地域へ広げることで児童館や子どもへの理解者を増やし、健全育成の環境づくりに取り組
んでいます 
 
① 法人が目指す「地域共生社会の推進」をもとに、当館では「共生のまちづくり」を目指し、地域の子育ての拠点と

して活動することを常に心がけています。隣接する公園が日常的な活動場所となっているほか、同じ建物内の高

齢者施設との交流イベントや、元中学校の敷地を利用して毎月行う遊びのマルシェ、商店街の活性化に取り組む

団体との地域交流イベントなど、児童館から地域へ活動場所を広げることで、地域に子どもの理解者を増やし、

地域ぐるみの健全育成に取り組んでいます。 

② 地域の神社の神輿を復活させる取り組みでは、子ども神輿の担ぎ手として児童館の名前を挙げていただき、子ど

もたちと参加しました。また市内デパートの写真展企画に協力し、来館者の笑顔写真が街に展示されるなど、他

業種との連携を通して児童館への理解の促進やまちの活性化につなげています。 

③ 京都市地域子育て支援ステーション事業の拠点施設として、関係機関との連携やネットワークを生かし、各団体

の活動へ協力することで職員が地域住民との信頼関係を構築したり、児童館への理解者を増やすことへつなが

っています。 

④ 自主防災会や自治連合会などの協力のもと、大地震や大雨の備えについてクイズや紙芝居で学ぶ「防災マルシ
ェ」を実施しています。乳幼児親子や高齢者にも参加を呼び掛け、地域ぐるみでの災害の備えを働きかけていま
す。 
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８、ボランティア等の育成と活動支援 

【評価項目】 ８－（１） 子どもを含めたボランティア等の育成と活動支援を適切に行っている。 

標準項目 評価 

1 子どもの遊びの延長に、お手伝いやボランティア活動を取り入れ、児童館ボランティアとして育成してい

る。 
〇 

2 子どもボランティアの活動支援を健全育成活動の一環と捉えて実施している。 〇 
3 乳幼児の保護者の主体的な活動を支援しつつ、ボランティアとして育成している。 － 
4 地域住民を受け入れ、ボランティアとして育成している。 〇 

【評価項目】 ８－（１）について 

講評 

様々な場面でお手伝いの機会を設け、子どもたちの主体性や達成感を育んでいます 

① 自ら「お手伝い隊」と名乗り出て、職員の作業を手伝ってくれる子どもたちがいます。職員は、館内の飾り付けや

乳幼児活動の準備を子どもたちの前で行っており、興味をもって手伝う姿が見られます。職員の作業を手伝うこ

とで、自分たちがどのように役立っているのか、誰に喜ばれているのかを子どもたちが実感できる取組を心がけ、

乳幼児保護者に対しては、お手伝い隊の活動を写真や動画で報告し、間接的に交流できるようにしています。 

② 子どもたちが自分たちで出した館内のごみを回収し、収集場所へ運ぶ「クリーンタイム」を取り入れています。職

員が同行し、収集場所まで交通ルールやマナーを守り安全に運べるよう見守ります。 

③ 不登校の子どもやその保護者に個別に声をかけ、ボランティアとして児童館の活動に参加することで、職員や地

域住民と交流できる機会を設けています。またボランティアが主体的に活動できる環境設定を心がけています。 

④ プログラミングや読み聞かせ、将棋などの子どもたちから人気の活動は、講師として地域住民の協力を得て実施

しています。また近隣の大学の学生サークルのメンバーが、子どもたちの遊びのリーダーとして定期的に来館して

くれており、異年齢交流と子どもたちのロールモデルの役割を担ってくれています。 
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９、子どもの安全対策・衛生管理 

【評価項目】 ９－（１） 子どもの安全対策・衛生管理を行っている。 

標準項目 評価 

1 子どもに施設・遊具の適切な利用方法を伝え、安全に遊べるようにしている。 〇 
2 子どものケガや病気の応急処置の方法について、研修や訓練に参加している。 〇 
3 事故やケガの発生時には直ちに保護者への報告を行うとともに、事故報告書を作成し、市町村に報告し

ている。 
〇 

4 飲食を伴う活動を実施するときは、提供する内容について事前に保護者に具体的に周知し、誤飲事故や

食物アレルギーの発生予防に努めている。 
〇 

５ 来館時の手洗いの励行、採光・換気等保健衛生に十分に配慮し、子どもの健康に配慮している。 〇 
【評価項目】 ９－（１）について 

講評 

安全・衛生管理について理解を深める取組を定期的に行い、利用者が安心して利用できるように備え
ています 
 
① 行政研修の普通救命講習を受講した職員から伝達研修を行い、全職員が応急処置の対応ができるように備えて

います。またいざという時に落ち着いて行動できるよう、館内研修として年１回 AED の使い方を学び、救命救急

に関する最新の情報を共有するようにしています。 

② 他施設での勤務や視察などの経験を通して職員が得た知識や意見を取り入れ、保健衛生に関する消耗品のリス

トや清掃や消毒が必要な箇所のチェックリスト、トイレ掃除マニュアルなどを作成しました。必要な点検項目など

が明確になり、職員の意識の向上や衛生管理の徹底につながっています。 

 

10、学校・地域との連携 

【評価項目】 10－（１） 学校・地域との連携を行っている。 

標準項目 評価 

1 児童館の活動と学校の行事等について情報交換を行っている。 〇 

2 児童館や学校での子どもの様子等について情報交換を行っている。 〇 

3 災害や事故・事件等が発生した場合には学校と速やかに連絡を取り合える体制を整えている。 〇 

4 児童館の運営や活動の状況等について地域住民等に積極的に情報提供を行い、信頼関係を築くよう努

めている。 
〇 

５ 地域住民等が児童館を活用できるように働きかけるなど、地域の人材・組織等との連携・協力関係を築く
よう努めている。 

〇 

【評価項目】 10－（１）について 

講評 

地域の関係機関や団体などとの情報共有に努め、子どもや子育て家庭を地域で支える土壌づくりを行
っています 
 
① 小学校はもちろんのこと、中学校とも「中高生と赤ちゃんの触れ合い事業」での連携をはじめとし、児童館だより

を持参したり、福祉課題のある子どもの利用について情報交換するなど、連絡を取り合える体制を整えています。

また小学生が自宅から学校までの通学途中にある中学校のトイレを借りられるようにするなど、学校と顔の見え
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る関係性があるからこそ可能な課題解決に取り組んでいます。 

② 区の要保護児童対策地域協議会や地域子育てステーション会議などで、参画する関係機関や団体などに対して

児童館の状況や子どもの様子を報告し、情報共有に努めています。また自治連合会の総会や会議などに出席

し、児童館の活動を報告するとともに、地域における信頼関係の構築に努めています。 

③ 子育て中のママ向けヨガやフラダンス教室など地域組織の活動場所として児童館を開放しています。また区の民

生児童委員や主任児童委員が主催する子育てサロンや交通安全協会の自転車修理など地域の健全育成活動

の運営や広報をサポートしています。 

 

【評価項目】 10－（2） 運営協議会等が設置され機能している。 

標準項目 評価 

1 児童委員、社会福祉協議会、母親クラブ等の地域組織の代表者の他、学識経験者、学校教職員、子ども、
保護者等を構成員とする運営協議会等が設置されている。 

－ 

2 子どもを運営協議会等の構成員にする場合には、会議時間の設定や意見発表の機会等があることを事

前に知らせるなどに配慮し、子どもが参加しやすく発言しやすい環境づくりに努めている。 
－ 

3 運営協議会等は、年間を通して定期的に開催し、臨時的に対応すべき事項が生じた場合は、適宜開催し
ている。 

－ 

【評価項目】 １０－（2）について 

講評 

運営協議会は設置されていません 

① 運営協議会は設置されていませんが、当館の運営における目的や課題、活動に応じ、地域の関係機関や団体と

協力関係を築きながら運営されています。 

 

※以下の項目は選択項目です。児童館内で放課後児童クラブを行っている場合のみご記入ください。 

１１、放課後児童クラブの実施（選択項目） 

【評価項目】 11－（１） 放課後児童クラブを児童館の持つ機能を生かして運営している。 

標準項目 評価 

1 放課後児童クラブが市区町村の基準条例（最低基準）に基づいて行われている。 〇 

2 放課後児童クラブに在籍する子どもと児童館に来館する子どもとが交流できるよう活動を工夫している。 〇 

3 放課後児童クラブに在籍する子どもと地域の子どもや住民とが直接交流できる機会を設けている。 〇 

【評価項目】 １１－（１）について 

講評 

放課後児童クラブと自由来館の子どもが分け隔てなく自由に交流できるよう工夫しています 

① 市の指定管理を受け、法人による条例に基づいた運営が行われています。 

② 宿題の時間やおやつの時間などの時間割を設定せず、自分の意思で何をして過ごすのかを決められるように支

援しています。 

③ 児童クラブに所属する子どもと児童館に来館する子どもは、出欠確認などの安全管理面以外は、同じ環境で過

ごすことを基本としています。自由来館の子どもたちもおやつを買って児童クラブの友達と一緒に食べることがで

きたり、遊びスペースや利用時間帯に制限を設けることなく、交流できるようにしています。 
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総 評 
 

■特に良い点 

ポイント1 
広報活動を積極的に行うことで地域との信頼関係を構築し、健全育成の環境づくりを
進めています 

 

「共生のまちづくり」をテーマに、児童館が地域のなかの子育て拠点として機能する
ことを目指し、当館の運営や活動の状況等について、地域の人材や関係機関、団体へ情
報提供を行い、協力関係を築いています。活動場所を地域へ広げることや地域の課題
に対して積極的に関わることで地域住民等との信頼関係の構築に努め、「子どものこ
となら児童館」と言ってもらえる関係性が生まれており、子どもの居場所として当館
が地域に浸透していることが伺えます。たくさんの写真が掲載された当館オリジナル
のホームページやパンフレット、職員による乳幼児親子向けの動画配信や SNS による
告知や動画による活動 PR など、様々な媒体を活用して児童館の活動方針や雰囲気、
活動内容の周知に努めています。 

ポイント2 
地域における子育て支援拠点施設として、妊娠期からの切れ目ない支援を行っていま

す 

 

児童館を切れ目のない地域の子育て支援の拠点と捉え、妊娠期からの幅広い保護者

の子育て支援に努めています。妊産婦がベビーのことだけでなく自分の体や心の変化

について助産師へ相談することができる「プレイス」や、マタニティフォトの撮影会な

どの活動を実施し、保護者が気軽に悩みを相談したり、交流できる場を提供していま

す。０歳児から参加できる、職員主導の広場活動やベビーマッサージなどの講座、登録

制のクラブ活動など多様な乳幼児親子向けプログラムを実施し、保護者が地域の人々

と関わりをもつことで子育て不安が軽減され、いきいきと子育てできるよう支援して

います。 

職員は、ひとり親家庭や子どもに発達上の課題があるなど、それぞれの保護者の気

持ちを理解し信頼関係を築くことを大切にしています。多くの職員が広場活動に関わ

り声のかけやすい関係性を構築することで、課題のある子どもや家庭の早期発見に努

めています。必要に応じて市の地域子育て支援ステーションのネットワークを生かし、

関係機関とともに継続的に関わることで保護者が前向きに子育てできるよう支援して

います。 

ポイント3 中・高生世代の主体的な活動を支援し、居場所としての機能を発揮しています 

 

中・高生世代の利用時間を18:30まで延長しています。また、特別な設備はありま

せんが、17時からは中・高生世代が占有できる「中高生タイム」を設定し、宿題や卓

球、おしゃべりなどで思い思いに過ごせるよう見守っています。不登校や家庭に課題

のある中高生の来館もあることから、必要に応じて学校や関係機関、保護者と連携し、

個別に支援を継続しているケースもあります。 

大学生と勉強や遊びに取り組む「フリースペースしゅうとく」や児童館を利用する

乳幼児親子と中高生が触れ合う「中高生と赤ちゃんの交流事業」などでは、様々な世代

や立場の人と関わる経験を通して、中・高生世代が自分の将来について考えたり、自分

たちから意欲的に企画や活動に参加できるように取組を進めています。 
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■改善が望まれる点 

ポイント1 乳幼児活動へ参加者が主体的に関わることのできる取組の工夫が期待されます 

 

乳幼児親子は開館時間中はいつでも利用できますが、週２回ほど、職員が中心となり交

流する時間を設け、保護者との信頼関係を築き、継続的な利用につながるように働きかけて

います。その他、3か月が１クールの０、１歳児クラブや自由参加の2歳児クラブなど、保護者

のライフスタイルやニーズに応じて活動の頻度や時間帯や内容を工夫しながら乳幼児親子

の居場所づくりを行っています。共働き家庭の増加とともに育児休暇期間中の限定的な利用

が増加したことや保護者の意識の変化などから、参加者主体の乳幼児活動は行われていま

せんが、限られた時間だからこそ積極的に育児に関わりたい、あるいは職員とともに運営に

関わりたいといったニーズを掘り起こし、保護者と協力して乳幼児活動に取り組むことが期

待されます。職員と参加者との良好な関係性がありますので、子育てへの自信へつながるよ

うな取組への展開が期待されます。 

ポイント2 
研修制度と人事評価制度が総合的に運用されることにより、職員のモチベーションア

ップや資質向上へつながる仕組みづくりが期待されます 

 

法人では人材育成研修制度を策定し、職員の職責に合わせた研修受講計画を策定してい

ます。階層別研修を導入し、職員の段階に応じた研修計画が作成され、外部研修への参加も

積極的に促し、自己研鑽の機会が設けられています。一方で、児童館職員向けの人事評価制

度の策定は現在、検討中となっています。職責に応じて求められる評価のポイントを明確にし、

各職員の学びがキャリアアップにつながることで、一人ひとりのモチベーションや児童館全体

の質の向上につながることが期待されます。 

 


