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京都市修学院第二児童館 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）の講評 

子どもを主体とした基本方針を明文化し、研修や会議などを通して職員へ周知しています。 

① 法人の全ての児童館が「京都市児童館活動指針」に則り、運営されています。また法人の主任児童厚生員が中心とな

り基本方針をまとめた「子どもの権利を尊重するための私たち児童厚生員の心構え」に基づき、高い倫理観をもって子

どもの最善の利益を最優先に考慮した健全育成を目指しています。 

② 法人の理念や児童館職員の心構えを法人のホームページやパンフレットに掲載しています。また館ごとにも子どもたち

に分かりやすい運営目標を設定し館内に掲示することで、利用者や職員はいつでも確認することができます。 

③ 「子どもの権利を尊重するための私たち児童厚生員の心構え」の内容については、毎年職員研修で取り上げ、全ての

職員が振り返る機会を設けています。 
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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。 

   １-２-（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 

 

１-2-(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
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。 

〇 

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）の講評 

館長と法人本部で経営課題について定期的に情報交換し、現場職員へ伝える仕組みがあります。 

① 社会福祉事業に関する国や京都市の動向に関する情報は法人本部で収集し、月１回の館長会で課題を共有します。そ

こで各地域の特徴や実情について館長たちと情報交換しながら課題の分析を行っています。また決算書をもとに経営

課題を明らかにする勉強会を館長会で実施し、伝達研修を通して職員の経営状況に対する意識向上にも取り組んで

います。 

② 地域ごとの福祉計画については、市からの情報や各地のネットワーク会議での情報交換を通して把握しています。 

③ 毎年法人統一の満足度アンケートを実施し、利用者のニーズ把握に努めています。また児童クラブは市の方針により

希望者全員を受け入れるため、登録児童数の推移に注視しながら児童館のコスト分析と経営課題の分析を行っていま

す。 

④ 法人本部で施設設備や職員体制、人材育成などの現状分析を行い、全館が適切な運営が実施できるように努め、各

館長の意見を聞きながら業務改善に向けた取組を行っています。 

 

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 
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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） の講評 

法人の中・長期計画に児童館課題を盛り込み、基本方針に基づいた単年度計画を策定しています。 

① 児童館運営の指針としている「京都市児童館運営指針」は児童館ガイドラインに準じて作成されており、計画策定の際

は必ずこの指針に沿って内容を検討することとしています。 

② これまで保育所と児童館の運営に関して一体的な事業計画を策定してきましたが、今後児童館に特化した中・長期計

画の策定に取り組むことを検討しています。 

③ 中・長期計画において、法人職員全体への理念の浸透や資質向上を目指し、館長会における委員会活動や、職員によ

る研究会等の活動を推進しています。さらに階層別研修や全職員参加の研修などを取り入れ、必要なスキルを習得し

ながら法人理念への理解が深まるよう、計画的な人材育成に取り組んでいます。 

    

【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 

事業計画は職員の意見を反映し各館で作成、見直しを適宜行っています。 

① 事業計画は各館の担当職員が行事計画を立案し、それらを集約したうえで施設ごとに策定されています。法人本部で

は年２回の館長のヒアリングを行い、各館の実施状況を確認するとともに課題を共有し、次年度への改善につなげて

います。 

② 日々の活動や行事ごとに職員間で振り返りを行い、反省点や改善点を抽出しています。必要に応じて見直しを行い、そ
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の都度利用者への周知を行っています。 

③ 毎月児童館だよりと児童クラブだよりを発行し、利用者へ活動予定をお知らせしています。おたよりは小学校や協力団

体、関係機関などに配布したり、各館のホームページに最新の児童館だよりや館長からの挨拶を掲載するなどして、広

く利用を呼びかけています。 
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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 

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 

自己評価の機会を積極的に取り入れ、職員間で課題の共有や改善策の検討に取り組んでいます。 

① 行事ごとに職員で振り返りを行い、次回に向けた課題を抽出し職員会議録や事業報告書にまとめています。児童クラ

ブや乳幼児クラブなどの継続的な活動については利用者アンケートを活用し、意見を反映できるように事業の見直し

や工夫に努めています。 

② 業務監査前に館長が業務監査チェックシートを用いて自館の評価を行い、法人本部とのヒアリングを通して課題を共

有しています。また５年ごとに第三者評価を受審し、評価結果は法人のホームページで公表しています。 

③ 系列保育所に導入している「保育環境評価スケール」の放課後児童クラブ版の手法を用いて、職員が評価者となり他

館の活動や育成環境を調査・観察する取組にチャレンジしています。評価する側とされる側のどちらの職員にとっても

自己評価につながる取組ととらえ、今後実施館を増やしていくかを検討しています。 

④ 各館の利用者アンケートの集計結果をもとに職員で話し合い、課題を明確化しています。その内容を文書化し、集計結

果とともに各館のホームページに掲載しています。また第三者評価の評価結果は館長会で全体化し、事業改善に活か

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 

館長は、自らの役割と権限が明示された法人の規則に基づき、法令を遵守した館運営を行っています。 

① 各館長は、「京都市児童館活動指針」に明示された館長固有の職務や法人の「施設運営管理規則」をはじめとした諸

規定を整え、館長の果たすべき役割について職員に周知しています。 

② 法人の管理職者を対象に、ハラスメント防止や法令遵守を目的としたコンプライアンス研修を行っています。弁護士等

の専門講師を招き、施設運営に必要な法令の知見を広げたり、アンガーマネジメント研修を取り入れ風通しの良い職

場づくりへのヒントを得ています。 

③ 法人ではコンプライアンスの強化に取り組んでおり、基本方針をホームページに掲載しています。各館では、職員会議

などの機会を捉え、この基本方針を浸透させ児童館の社会的責任について職員が共通理解を深めることに努めてい

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 

館長は法人本部と連携し経営改善に取り組むとともに地域連携の中心として活動をリードしています。 

① 職員の資質向上を目的とした研究会を法人内に設置し、「子ども理解」「学童クラブ事業」「児童館事業」「共生のまち

づくり」の部会に分かれ、全職員がいずれかの部会に所属して事例研究やグループ討議等を行っています。館長はい

ずれかの部会にアドバイザーとして関わり助言指導を行っています。 

② 館長には施設運営に関する多くの権限が委ねられており、各館長の判断で利用者の声を反映した地域性、独自性の

ある運営が行われています。 

③ 館長を中心とした専門委員会を法人に設置し、経営改善や業務改善に関する課題を検討しています。また館長会議で

は人材確保や育成に関する情報交換を行い、法人本部と連携して課題解決に向けて取り組んでいます。 

 

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 

必要な福祉人材の確保と定着に向けて職員目線の人事管理や情報提供に努めています。 

① 正規職員の採用は法人本部で一括して行っています。保育士、教員、社会福祉士などの専門資格を有する人材を児童

厚生員として採用しています。１７児童館を運営するスケールメリットを生かし、職員の資質向上を目的とした人事異動

を年１回行っています。 

② ホームページの採用情報には若手職員のインタビューを掲載し、よりリアルに仕事内容が伝わるよう工夫しています。ミ

スマッチを防ぐために募集要項には処遇水準や勤務条件を詳しく明記しています。募集パンフレットはダウンロードが

可能で、ホームページからのエントリーも受け付けています。 

③ 法人の異動・昇任基準を定め、職員に周知しています。また法人に関する意見や要望について職員にアンケートを実

施し、本部で内容を検討し制度改善につなげています。 

 

【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。 〇 

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 

職員の就業実態や意向の把握に努め、長く働き続けられる職場づくりへ努めています。 

① タイムカードや時間外命令簿などの書類だけでなく、職員に職場環境と生活面についてのアンケートを実施し、一人ひ

とりの就業状況や困りごとなどの実態の把握に努めています。毎月の残業時間が多い館は発生理由の把握に努め、

必要に応じて人員配置の見直しなどを行っています。 
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② 育児休暇取得期間の延長や子どもの看護休暇の適用範囲の拡大など福利厚生を充実させ、職員のワークライフバラ

ンスの充実に向けて取り組んでいます。 

③ 年２回、館長が職員のヒアリングを行っています。ライフステージの変化や要望など個別の状況について館長が聞き取

り、本部スタッフと情報を共有したうえで次年度の体制づくりに反映しています。 

 

【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。 〇 

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。 〇 

 

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 

多様なプログラムを体系化し、一人ひとりの職務や求められるスキルに応じた研修機会があります。 

① 職員は自己評価票を活用し、年間目標の設定と振返りを行うことになっています。館長との面談でアドバイスを受けな

がら目標を決定し、年度末には再度面談で達成度を確認するとともに、異動希望や職場環境に関する要望などの聞き

取りも行っています。 

② 法人内の児童館行事に希望者が参加する交流研修、館長が指名する職員が他館に１週間派遣される派遣研修制度
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があります。派遣先の実践の工夫や課題を職員間で共有することで、各館の取組の活性化につなげています。 

③ 法人で研修の年間計画を作成し、職員は各自の職種に応じた研修に参加します。個人別の研修計画は各館で保管し、

年１回法人でも進捗状況を確認しています。研修後には毎回受講者アンケートを実施し、内容や計画の見直しに活用

しています。 

④ 新任職員、若手職員、中堅職員、主任児童厚生員、館長などの職種別研修を体系的に実施し、職員の資質向上に取り

組むとともに、同じ立場の職員同士が交流を深める機会となっています。また外部研修への参加を勧奨し、情報提供や

シフト調整などのサポートを行っています。 

 

【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 

実習生を受け入れる際はマニュアルに沿って体制を整え、学校側と連携して取り組んでいます。 

⑤ 実習生受入れマニュアルを整備し、積極的に実習生の受入れを行っています。また高校のインターンシップ事業に協力

し、職場体験を希望する生徒を受け入れています。実習期間中は学校とも連携し、学生・生徒が多様な経験ができるよ

う配慮しています。今年度は新型コロナの影響により受入れに慎重になりましたが、感染状況を鑑みながら徐々に通常

通りの取組を再開したいと考えています。 

⑥ 実習の前には面談を行い、学校側の実習プログラムを確認し、学生と実習の目的を確認しています。実習中は、実習

生との反省会や担当の先生との情報交換を頻繁に行い、より良い実習になるよう工夫しています。 

 

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 
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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 

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 

法人や児童館の情報を広く公開し、透明性の高い運営に努めています。 

① 法人のホームページに理念や経営方針、定款、収支計算書などの内務状況が公開されています。また「児童館ってど

んなとこ？」のページでは児童館の概要や活動内容を掲載しています。施設紹介ページから各館のサイトへアクセスで

き、各館の毎月のおたよりなどを閲覧することができます。 

② ５年ごとに第三者評価を受審しており、受審結果を法人のホームページに掲載しています。また各館のサイトでは利用

者アンケートの集計結果とそれに対する職員の所感や改善点を公表しています。 

③ 各館が参画する地域のネットワーク会議や運営協力会などで法人の理念や基本方針などについて説明し、ネットワー

クにおける児童館の役割を明確にするよう努めています。 

④ 法人理事会の取り決めにより、本部に内部監査人を設置し内部監査を実施するとともに、会計監査法人による監査を

受け、適正な経営に取り組んでいます。 

 

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 
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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 

地域との連携に重点を置き、住民と子どもたちがふれあう機会を設けています。 

① 地域の子育て支援拠点として小学校や保育所、幼稚園、自治連合会、民生児童委員など幅広い関係機関・団体とネッ

トワークを構成し、情報交換や事業協力を行っています。各団体で発行するおたよりや行事チラシなどを館内に設置し

たり児童館だよりに掲載するなどして来館者への情報提供を行っています。 

② 児童館まつりなどの主催行事や地域組織主催のお祭りや行事などで地域住民との交流機会を設けています。地域住

民による手芸や卓球などの自主サークルの活動場所として児童館を活用してもらうことで交流の輪が広がっています。 

③ 地域住民の特技をいかした各種講座の指導や、学生ボランティアサークルによる子どもとのふれあいなど、地域の社

会資源を活用した交流の促進に努めています。受入れの方針については「京都市児童館活動指針」のなかに明記さ

れています。 

 

【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 

児童館を拠点とした関係機関や団体とのネットワーク事業に取り組んでいます。 

① 京都市の地域子育て支援ステーション事業に積極的に取り組み、中核施設として地域の関係機関・団体との連携を進

めています。参画する関係機関・団体の参加者と定期的にネットワーク会議を行い、内容を職員と共有しています。 

② 近隣の児童館や民生児童委員、区の子育てアドバイザー（保育士経験者等）などと連携し、乳幼児保護者向けの講座

を開催したり、近隣児童館３館合同で中・高生世代と赤ちゃんとの交流活動を実施するなど、児童館の特性を活かした

取組を行っています。 

 

【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 
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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 

【評価項目】 Ⅱ-４-（３） について 

講評 

関係機関や団体とネットワークを構築し、福祉ニーズの把握やコミュニティの活性化に努めています。 

① 地域のネットワーク会議や学校連絡協議会、児童館の運営協力会など連携する団体との各種会議に館長が出席し、子

どもや子育て環境の現状や課題について情報交換を行っています。 

② 地元企業や大学、商店街などが主催するイベントや地域の自主防災会との合同避難訓練などの地域に密着した活動

へ児童館が積極的に参加することで子どもたちや児童館への理解を促進し、コミュニティの活性化につなげています。 

③ 法人では児童館別に想定すべき災害や避難場所をリスト化した災害リスク情報をまとめ、各館の防災対策に役立てて

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 

利用者を尊重する姿勢を職員の言葉で明文化し、共通理解をもって活動に取り組んでいます。 

① 法人で策定した「子どもの権利を尊重するための私たち児童館職員の心構え」は、子どもの権利条約をもとに利用者

を主体とした職員の支援の方向性を明確化しています。毎年の研修を通して全職員に内容を周知しています。 

② 事業計画の立案の際は「子どもの権利を尊重するための私たち児童館職員の心構え」を念頭に、職員間で共通理解

をもって実施方法を検討しています。 

③ 法人で統一の利用者満足度アンケートを年１回実施し、意見や要望を把握しています。重大案件の場合は早期解決に

向けて法人本部と連携して対応することにしています。 

④ 「プライバシー保護マニュアル」を策定し、利用者、関係者の対応に関して職員が配慮すべき事項を明示しています。ま

た子ども向けに人権やプライバシーに関するお話会を実施したり、放課後児童クラブの保護者説明会でマニュアルの

内容について説明するなどして、利用者を尊重する姿勢を明確にしています。 

 

【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 

利用希望者には丁寧な説明を行い、疑問には個別に応じ納得したうえでの利用を呼びかけています。 

① 法人の理念や基本方針、各館の取組などをホームページで紹介するほか、毎月の児童館だよりを郵便局や子ども支

援センターなど乳幼児保護者世代の利用が多い施設へ置かせてもらっています。 

② 各館の玄関には職員の顔写真と名前、ニックネームなどをふりがな入りで掲示し、初めての来館者にも親しみやすく、

分かりやすく伝わる工夫をしています。またおもちゃの片づけ場所や元の形を写真入りで掲示し、遊んだ後の片づけに

戸惑わない工夫がされています。 

③ 児童館の見学者や初めて来館した利用者には利用方法を丁寧に説明し、環境になじめるまで職員がそばで見守るよ

うにしています。 

④ 放課後児童クラブの入会にあたっては、希望する保護者等の見学を随時受け付けています。また保護者説明会を実施

し、配慮が必要な児童については個別に支援内容の説明を行い、意向を確認したうえで入会申込書を提出してもらい

ます。外国籍の保護者などに向けて筆談ボードや翻訳機などを用意しています。 

 

【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。 

〇 

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 

アンケートを通して定期的に利用者満足を把握し、事業の改善につなげています。 

① 毎年、法人統一の利用者アンケートを実施し、館ごとの比較や活動内容の検討に活用しています。また各館でも活動ご

とのアンケートを随時行い、ニーズ把握に努めています。 

② アンケート結果をもとに職員間で次年度事業の見直しを行うとともに、運営協議会に職員が出席し、事業の方向性や
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計画について報告し、各団体へ協力をお願いしています。 

③ 利用者アンケートは法人で集計し、出された意見や要望などを館長会で共有しています。意見交換された内容は各館

でも職員と検証し、改善に生かしています。 

 

【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 

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 

利用者からの意見や要望を真摯に受け止め、法人全体で改善のための取組を行っています。 

① 利用者が意見や要望を伝えやすいように、アンケートを実施したり意見箱を設置するなどの取組を行っています。また

法人における苦情解決担当の連絡先を館内に掲示したりおたよりに掲載して来館者への周知を行っています。 

② 意見や要望を受けた際は速やかに職員間で情報共有するとともに、改善に向けた対策を協議し迅速に対応することを

心がけています。 

③ 意見や相談内容は、「苦情解決実施要綱」に基づき法人で統一された様式に記録しています。法人本部で全館分をと
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りまとめ、年に一度館長会で共有し、再発防止や改善に向けた取組を検討しています。 

 

【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 

各館の安全管理の取組をリスクマネジメント委員会で共有し、マニュアル等の更新に生かしています。 

① 担当する児童館長と法人スタッフによる「リスクマネジメント委員会」が設置され、「苦情解決実施要綱」の見直しや、

非常時対応や連絡体制の検討など、児童館で起こりうるリスクや危機管理に関して協議し、必要に応じて見直しを行っ

ています。 

② 法人で「危機管理マニュアル」が策定されており、災害や事故、感染症など非常時の対応について明示しています。危
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機管理に関する研修を全職員に実施し、各館でのマニュアルの読み合わせや避難訓練などの取組と併せて、利用者

の安全確保に向けた職員の資質向上に努めています。 

③ リスクマネジメント委員会では、毎年利用者の安全確保について検討を行い、必要に応じてマニュアルを更新していま

す。また現在 BCP の策定に向け、リスク別の対策を検討しています。 

 

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」を土台とした実施方法が研修等の取組を通して周知徹底されています。 

① 「京都市児童館活動指針」には各館が取り組むべき活動の目的、方法が明示されています。この項目に沿って事業計

画を立案しています。 

② 「京都市児童館活動指針」のなかに利用者の権利擁護や職員の基本姿勢が明記され、さらに「子どもの権利を尊重

するための私たち児童館職員の心構え」ではより具体的な取組方法が明記されています。これらを確認することで職

員は方針から逸れることなく活動を提供することが可能です。 

 

【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 

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 
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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 

活動ごとの記録を職員で共有し、マニュアルに沿って適切に管理しています。 

① 児童館日誌や活動計画・報告など法人で統一した様式を用いて記録を残し、全職員が回覧などで把握するようにして

います。交替で勤務する職員が多いため、記録を通して確実に情報を伝え合い、継続的な支援や課題解決に役立てて

います。 

② 法人で「児童館記録の手引き」を作成し、記入漏れを防ぐために記録すべき項目と配慮すべき点について明示してい

ます。特に伝達事項や事故やけがの報告、トラブルの記録など全職員が共通認識をもって対応すべき項目に関する記

録の重要性を伝えています。 

③ 毎月館長会を実施し、館長と法人事務局で情報共有を行っています。館長会で議論された内容について各館の職員

会議で意見交換し、そこで出された意見を再び館長会や各委員会へ反映させています。 

④ 個人情報の取り扱いに関しては、個人情報保護規程やプライバシー保護マニュアル等に則り、管理・運用しています。

利用者に対しては、保護者説明会などの機会をとらえ、内容を説明し理解を得ています。 
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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 

子どもたちが安心して過ごせる施設づくりに取り組んでいます。 

① レゴや折り紙、漫画などの一人で遊ぶおもちゃや、将棋や卓球、マンカラなどの複数で一緒に楽しむ遊具など、子ども

の年齢や好みに応じて選べるように衛生面に十分配慮したうえで様々なおもちゃを整備しています。 

② 卓球クラブ、けん玉クラブ、囲碁教室など、自由来館児童と児童クラブ所属児童が一緒に参加できるプログラムがあり

ます。また１７：００以降は、図書室や遊戯室を中・高生世代にも開放しています。 

③ 日頃から職員は子どもたちと積極的に関わり、信頼関係を築くことを第一に取り組んでおり、子どもから相談を受ける

ことも多くあります。また子どもの様子がいつもと違うと感じた時は、職員から声をかけるようにしています。 

 

【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 

地域住民の協力を得ながら地域に開かれた児童館運営が行われています。 

① 短時間勤務の非常勤職員が多く働いているため、勤務時間が異なる職員間の連絡体制を徹底しています。気づいた

点があれば日誌に記録し、必要に応じて学校とも情報交換しています。特別な支援が必要な児童については、専門機

関とも連携し継続的な支援を行っています。 

② 地域のお祭りや合同避難訓練などに児童館から積極的に関わることにより、大人とのコミュニケーションが増え、地域

の大人が児童館の子どもたちを見守る関係性が培われています。地域に顔なじみの大人が増えることにより、子どもた

ちが安心して過ごせる環境がつくられています。 
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③ 行事の目的や連携先などに応じて、各協力団体へ回覧板や掲示板での告知やポスティングなどを依頼しています。ま

た社会福祉協議会の会報には毎回児童館行事を掲載してもらうなど、各団体と連携して健全育成の機運を高めてい

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 

日常活動のなかで子ども自身が自分たちの権利について考えられる機会を取り入れています。 

① 外国にルーツのある子どもも仲間づくりがスムーズにできるよう支援しています。他の子どもからからかいの対象にな

る場面に職員が気づいた際には、子どもたち全体へ向けて人権について話をし、みんなで一人ひとりの大切さについ

て考える機会にしました。 

② 「フラフープサークル」の活動は、子どもからのリクエストでスタートしました。練習時間や場所など活動内容を自分たち

で話し合い進めことを活動の柱とし、職員はサポート役に回り、活動を継続しています。 

③ 法人の主任児童厚生員が議論を重ね、「子どもの権利を尊重するための私たち児童館職員の心構え」をリーフレット

にまとめました。職員全員に配布し、共通理解をもって子どもたちに接するよう努めています。 

 

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 

職員配置を工夫しながら子ども一人ひとりの発達や特性に応じた支援を心がけています。 

① 法人の児童厚生員研究会における「子ども理解部会」の成果が館長会で報告され、議事録を職員で共有しています。

職員に対しては、子どもとの信頼関係を育むことを第一に考え、子どもと接することを大切に支援することを共有してい

ます。 

② 子どもたちの特性に応じたきめ細かい対応ができるように、短時間のアルバイト職員を多く雇用しています。また児童
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クラブの利用人数や職員配置の少ない土曜日には大学の教育系サークルの学生にボランティアとして来てもらうこと

で異年齢交流の機会を取り入れ、体験の幅を広げています。 

③ 子どもの状況については毎日職員間で情報交換を行っています。小さな変化も日誌に記録し回覧するとともに、必要

に応じて平日午前中の来館者が少ない時間帯を利用し職員会議を行い、対応を検討しています。 

 

【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 

職員は、子どもたちが主体的に遊びを発展させられるように環境面を工夫しサポートしています。 

① 地域の方が提供してくれたシイタケの原木に、保護者のお迎えを待つ児童クラブの子たちが水やりをする「キノコ隊」

の活動から、季節ごとに収穫できる野菜や花の栽培へ発展し、「園芸部」の活動が定着しています。自分たちで植えた

いものを考えたり、水やりや雑草の手入れなど自分のペースで楽しみながら参加できる活動になっています。 

② 職員が子どもの動きを観察し、洗面所をタイルからステンレスに改修したり、本棚に小さな棚を追加し子どもがみんな

に紹介したい本の表紙を見せて立てかけられるようにするなど、子どもにとってより安全で発想が広がる空間になるよ

う工夫を続けています。 

③ 職員は子どもの遊びに積極的に参加するようにしています。特に新しいゲームやおもちゃを導入する際には、職員から

子どもへ楽しさが伝わるように紹介しています。 

 

【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 

児童クラブの枠を超え、異年齢の子どもが共に活動する機会を取り入れています。 

① 乳幼児親子や中・高生世代と小学生の利用時間が異なるため、同じ空間で過ごすことはあまりありませんが、それぞれ

の世代ごとに利用者同士の交流があります。児童クラブＯＢの来館が多く見られるため、中・高生世代への利用につな

げていきたいと考えています。 

② 毎週土曜日の卓球クラブの活動に小学生と中学生が参加しています。近隣児童館との練習試合や大会に向けて、高

学年児童や中学生が低学年の子どもを指導する姿が見られます。 
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③ 毎日児童館日誌、学童日誌に記録し、すべての職員が内容を確認しています。特に検討が必要なケースは職員会議で

話し合っていますが、緊急の場合はその都度職員で状況確認などを行うようにしています。 

 

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 

子どもたちが来館する様々な状況を想定し、安心して過ごせる環境を整えています。 

① 来館時には、利用者票への記入をしてもらいます。緊急連絡先として保護者の氏名や電話番号を記入してもらうため、

初めて来館する小学生には保護者同伴が望ましいことを児童館だよりに掲載し、注意を促しています。 

② 門から玄関までのスペースにテントが張りだされているため、雨や雪の日にベビーカーや車いすで来館した際も濡れ

ることなく支度することができます。また館内にはシャワールーム、洗濯乾燥機、着替えの貸出し衣服が用意されてお

り、衣類や身体が汚れた場合もきれいにしてから遊ぶことができます。 

③ 未就学児なら誰でも参加できる「ひだまりひろば」やベビーマッサージ、リトミックなどの多彩なプログラムを実施し、

職員が関わることで、保護者同士がリラックスして交流できる機会を設けています。児童館が窓口となり、寄付された

ベビーチェアを希望者に譲る機会がありましたが、今後も同様の取組を積極的に行っていきたいと考えています。 

 

【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。 － 
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 

中学生のクラブ活動や職業体験を通して、中・高生世代の利用促進につなげたいと考えています。 

① 児童クラブを卒会した中学生を中心に、毎週土曜日の卓球クラブの活動へ参加があります。また平日の 17：00 以降

は中・高生世代の利用時間に設定しているため、卓球の練習をするために来館する中学生の姿が見られます。 

② 中学生の職場体験授業の受入れを行っています。乳幼児クラブで手遊びを披露したり、児童クラブで子どもたちと直

接ふれあってもらいます。また DIY が得意な職員と一緒に幼児用テーブルをやすりで磨くなど、子どもを安全に受け入

れるための準備作業も体験してもらいました。 

③ 京都市児童館学童連盟が主催する研修に参加し、思春期の発達特性について学んでいます。受講した職員は伝達研
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修を行っています。 

 

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 

子どものアイデアを活動に取り入れるとともに、一人ひとりの意見を尊重し対応しています。 

① 全員参加が基本の活動であっても無理に参加させることはしていません。尻込みする子どもには様子を見ながら「二

人で一緒にやってみよう」と声かけをすることで、子どもが自分のペースで取り組んでみようと思える関わり方に努めて

います。 

② 職員は子ども一人ひとりの理解に努め、トラブルがあった際はそれぞれの気持ちを確認し、解決へ導けるよう努めてい

ます。子どもの様子や気持ちの変化になるべく早く気づけるよう子どもだけの空間にならない職員配置をし、アルバイト

職員とも連携して丁寧な対応を心がけています。 

③ トイレのスリッパを整頓する「スリッパそろえ隊」の活動は、子ども同士で注意喚起し合うことをテーマにしてきました。こ

の取組が定着してくると、子どもたちから「部屋の整理整頓をしたい」という声が上がるようになり、靴箱やおもちゃの

棚などを整える「整理隊」の活動がスタートしました。 

 

【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 

子どもの意見には日常的に耳を傾け、活動に反映できるよう職員で検討しています。 

① 子どもの意見は利用者アンケートを参考にし、職員の関わりが適切だったかを振り返る機会としています。集計結果と

振返りの内容はホームページでも公表しています。また職員に直接意見を伝えに来る子もいるので、その際は内容を

日誌に記録し職員で共有しています。 

② 児童館まつりでは、子どもたちのブースの出し物について話し合って決めています。またフラフープサークルや卓球クラ

ブの活動では、職員はサポート役に回り、子どもたちが意見を出し合い練習日や時間を決めて運営しています。メンバ

ー募集のポスターも子どもたちで手作りしています。 
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③ 日頃の職員との会話から要望や意見が出た時は日誌に記入し、職員間で共有しています。人気のある玩具や書籍な

どはクリスマスプレゼントとして購入することもあります。アンケートでは行事開催への希望が多く、制限があるなかでも

できるだけ取り入れるよう工夫しています。 

 

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 

専門家や関係機関と連携し配慮を必要とする子どもとその家庭を支援する体制があります。 

① 障害の程度に応じて、介助者がパイプ役として子どもたちを遊びに誘うようにしています。この繰り返しにより、介助者

がいない時も子ども同士で遊ぶ姿が見られるようになりました。毎日の様子は介助者が記録し、職員全員で共有して

います。 

② 保護者や子どもの様子に疑問を感じる際は、お迎えの保護者に声をかけ、職員と話しやすい関係性を築くように努め

ています。そこから立ち話相談や個別の面談につなげ、それでも解決の難しい課題がある場合は、法人本部とも協議

し、児童相談所や関係機関と連携し対応する体制をつくっています。 

③ 障害のある子どもが利用する際は、子どもたち全体にどのような障害があるのか、どのような配慮をしてほしいのかな

どを説明しています。また外国にルーツのある子どもに対しては心ない言葉がかけられていないかを職員が意識して

見守っています。 

 

【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 

課題を抱える子どもや保護者へ職員が寄り添い、適切な支援につなげるよう努めています。 



26 

 

① 特に支援が必要な児童が児童クラブに出席する際は、学校の先生が児童館まで送り届けてくれることになっています。

先生から学校での様子を確認し、児童クラブの生活につなげることができます。また保護者のお迎えの際には学校の

様子も伝達し、学校と家庭と児童館がゆるやかにつながりながら支援をしています。 

② 他者を傷つけるなどの行為で集団生活が困難な様子が継続的に見られる場合は、児童館学童連盟の統合育成担当

職員へ相談し、対応を協議しています。また保護者との面談や、場合によっては本人を交えて話し合いを行い、家庭へ

の支援が必要な場合は地域の民生児童委員や社会福祉協議会などとも連携し、適切な支援につなげる体制をつくっ

ています。 

 

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 

保護者のニーズに合わせた様々なプログラムを提供しています。 

① 登録制の 0、１歳児・2、３歳児の年齢に合わせた乳幼児ひろばのほか、誰でも自由に参加できる「ひだまりひろば」が

あります。また修学院第二学区民生児童委員協議会主催の子育てサロン「そらいろ」や近隣保育園合同のひろばな

ど、児童館のみならず様々な交流の場を設定しています。 

② 日頃より保護者との会話を心がけ、雑談をしながら相談事や子育ての不安を気軽に話せる関係づくりに努めていま

す。上記の子育てサロンや保育園との連携事業においても、子育て相談の機会を設け、はぐくみネットワーク共催の

「ふれあい児童館トーク」では、職員が子どもの保育をすることで、親が気兼ねなく話のできる機会を作っています。 

③ 子育てサロンでのピアノコンサート後のカフェ活動は、近隣の民生児童委員と顔がつながる機会にもなり、保護者も子

ども同士にとっても、良い交流の機会となっています。また近隣の公園を活用した移動動物園の開催は、児童館を利用

したことのない親子への周知にもつながりました。 

 

【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。 〇 
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 
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保護者が積極的に子育てに参加できるよう、育児に関する情報などの支援を行っています。 

① 乳幼児親子向けの情報は毎月の児童館だよりにわかりやすく表示しています。来館の際は、保護者との会話を心がけ

保護者同士のつながりが持てるよう職員が声をかけています。館内にはクラスの様子やイベントの様子を写真で掲示す

ることで、保護者同士の会話のきっかけになっています。 

② 定期的な乳幼児クラスなど以外に「リトミック」「ベビーマッサージ」「歯科衛生士さんのお話」のほか、子育て講座な

ど、保護者の子育てに役立つプログラムを開催しています。保護者自身が育児に主体的になれるプログラム内容を検

討し子育てを応援しています。 

③ 修学院中学校の「生き方探求・チャレンジ体験」で希望者を受け入れ、乳幼児クラスでの手遊びや絵本の読み聞かせ

を通じたふれあい体験を行っています。ほかにも佛教大学サークル「わんぱくグループどろんこ」が毎週土曜日に来館

し活動しています。 

 

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 

地域住民や関係団体と連携した子どもの健全育成環境に取り組んでいます。 

① 児童館の活動には、地域の方々が多く関わっています。修二寺子屋の囲碁教室には地域の方が指導者として来館し、

館内囲碁大会の開催のほか、京都府の囲碁まつりに子どもたちが参加入賞するなど活動の広がりが見られます。ほか

にも高齢者との交流目的の竹トンボづくりや七輪体験など、地域の方との交流活動が多く見られます。 

② 毎週土曜日の公園遊びや近隣公園に出向いての移動動物園など、児童館内のみならず館外での活動も行っていま

す。社会福祉協議会が中心の大根焚きや紫陽花祭り、近隣病院での子どもの太鼓演奏や自治連合会主催の夏祭り等

にも積極的に参加しています。また児童館館長が体育振興会の顧問となり区民運動会にも参加しています。 

③ 自治会や地域の方々が児童館活動に積極的に関わっています。シイタケの原木をいただき、栽培活動を児童館活動に

取り入れたり、京都市児童館学童連盟主催のフードドライブ事業に参画し余剰食品の寄付を呼びかけました。利用保

護者のみならず近隣住民からもたくさんの食品が集まり関心の高さが伺えました。 

 

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 
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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 

子どもを含む地域の方々が児童館活動の幅を広げています。 

① 児童館内のトイレのスリッパの乱れから、「スリッパそろえ隊」が結成され活動が始まると、子どもから整理整頓をする

「せいり隊」の声が上がりました。遊び心のあるネーミングから子どもたちが楽しみながら活動しています。 

② 乳幼児保護者の主体的な活動はまだありませんが、乳幼児クラス内では保護者主体で会を開催するなど少しずつ保

護者自身のやりたい活動が見えてきました。今後は職員もサポートしながら保護者の活動を支援していきます。 

③ たくさんの地域の方が児童館活動に関わっています。シイタケの原木を頂き子どもたちと栽培したり、竹とんぼづくり、

七輪体験、修二寺子屋では囲碁の得意な地域の方が来館し教えてくれています。配慮が必要な子どもの利用に際して

は介助ボランティアを地域に募集し、現在も活動しています。 

 

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 

安全対策及び衛生管理は職員全体で共通認識のもと、取り組んでいます。 

① 児童館の利用の際は、受付に感染予防の注意喚起が子ども用と保護者用に分け、わかりやすく掲示してあります。ま

た、館内での注意事項や遊具の使用方法、片づけ方なども各部屋にイラストとわかりやすい文章で掲示されています。 

② 職員は救命救急講習を受講しており、事故・ケガが発生した際は危機管理マニュアルに沿って行動しています。事務所

内には緊急時の連絡先が掲示されており、職員が慌てず連絡ができるようにしています。通院を必要とする事案は早

急に保護者に連絡をし、京都市に報告書を提出しています。 

③ 飲食を伴う場合は事前に保護者に周知するとともに、提供時には事務所内に掲示した確認事項と照らし合わせてチェ

ックするなど細心の注意を払っています。 
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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 

学校及び関係機関や地域と連携を図り、子どもの健全育成を行っています。 

① 近隣小学校の全生徒へ児童館だよりを配布しています。また毎月の学校だよりをもらうことで学校行事や下校時間等

の把握に努めています。校長や担任と、子どもの様子について情報交換する機会を設け、必要に応じて支援方法など

の協議をしています。また校庭を借用して花火大会や、学区内児童館合同のドッチボール大会を開催するなど小学校

と良好な関係を構築しています。 

② 避難訓練が定期的に行われており、館内には避難の際の注意事項が「お・は・し・も・て」の頭文字を使ってわかりやす

く掲示されています。事務所内には緊急時の連絡先や役割が明記され、館長不在時は職員が小学校と連絡をとること

としています。 

③ 児童館まつりや移動動物園など大きなイベントの際は、地域へポスティングをしながら近隣住民に対して児童館活動

への理解を得られるよう努めています。地域のなかの児童館として地域合同避難訓練に参加することにより、子どもと

地域の方々が顔の見える関係になっています。 

④ 地域包括支援センターの高齢者の健康チェック会場として児童館を提供しています。高齢者が児童館に足を運ぶこと

で児童館を知る機会となっています。 

 

【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。 

  〇 

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。 

〇 

【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が運営協力会が役割を担っています。 

児童館運営協力会として組織があり、小・中学校、小学校 PTA、自治会連合会、社会福祉協議会、学童クラブ保護者、

体育振興会の各代表者で構成されています。感染症拡大防止のため全体での会議が開催できていませんが、必要に

応じ各団体と連携しながら活動しています。年２回の会議ですが参加率が低いため、今後会議のあり方等の検討をする
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予定です。 

 

※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  

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 

日常的な活動やクラブ活動を通じて自然な交流が図られています。 

① 京都市の条例に基づいて運営しています。学童クラブ登録児童数が増えたため、近隣小学校内のランチルームに施設

外クラブを設置し、児童数に応じて活用しています。 

② 児童館のクラブ活動や修二寺子屋にも自由に参加でき、自由来館児童と共に活動ができます。また、館内の各部屋も

分け隔てなく自由に遊ぶことができます。 

③ 児童館まつりなどの児童館行事は児童館だよりの配布により周知し、申し込め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 
児童館から地域住民を巻き込んだ防災意識の向上と地域コミュニティの構築に
努めています。 

 

 児童館を含めた地域の防災意識を高めるための取組を意欲的に行ってきました。児
童館から声をかけ、消防団に倉庫を見せてもらったり、児童クラブの花火大会に消防
団員が制服姿で参加してくれたりといったイベントが実現し、地域の大人と子どもた
ちが顔見知りになるきっかけができました。さらに自主防災会に呼びかけ、地域住民
と児童館の子どもたちが一緒に避難訓練をすることで互いの防災意識が高まってきま
した。防災活動を通してコミュニケーションが生まれたことで、日頃から地域の大人
が子どもを見守る関係が構築されています。 

ポイント2 
アルバイト職員を積極的に採用し、子ども支援の十分な体制がとれるよう努めて

います。 

 

 法人としても人材確保が課題となっていますが、児童館でも独自に短時間勤務のア

ルバイト職員を採用し十分な職員体制がとれるよう努めています。ボランティアとし

て活動する学生や実習生に声をかけるなどし、児童福祉分野に関心の高い人材を採用

しています。子どもや保護者の様子にいつもと違う変化を感じた際は、アルバイト職

員も含めて職員から声をかけ情報共有することを徹底し、支援体制に支障がないよう

努めています。 

ポイント3 地域組織との交流を通して、子どもの健全育成環境づくりを積極的に行っています。 

 

 日頃から地域の囲碁名人が囲碁教室の講師を務めたり、竹トンボ作りや七輪体験などの

イベントに参加協力してくれる地域の方との交流が多く見られます。また社会福祉協議会が

開催する大根焚きや紫陽花祭り、近隣病院での子どもの太鼓演奏や自治連合会主催の夏

祭り、小学校ＰＴＡ主催の音楽会など、地域の交流事業へ児童館が呼ばれる機会が増え、積

極的に子どもたちが参加し多世代交流を深めています。職員が地域の祭りへ声をかけてもら

うなど、職員と地域住民との顔の見える関係性も構築されてきました。これらの取組を通し

て、児童館活動への理解が得られ、子どもたちが安心して過ごせる地域の健全育成環境づく

りにつながっています。 
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■改善が望まれる点 

ポイント1 放課後に子どもたちがふらりと立ち寄れる環境づくりが期待されます。 

 

 放課後の時間帯は、囲碁教室に通う小学生や定期的に来館する中学生がいますが、

利用者が固定されており広がりには欠けているようです。日頃から地域連携の取組が

積極的に行われており、ちらし配布などの協力も得て効果的な広報活動が行われてい

ます。地域の力を借りながら放課後の居場所を求める子どもたちへのアプローチを試

みてはいかがでしょうか。定期利用する子どもたちの意見を取り入れながら、行事が

ない日もふらりと立ち寄れる空間づくりが期待されます。 

ポイント2 
児童館運営協力会が機能し、地域の福祉課題に向けて組織的に取り組まれることが

期待されます。 

 

近隣の小・中学校長や小学校のＰＴＡ会長、社会福祉協議会や自治連合会の会長、放課

後児童クラブ保護者、体育振興会の代表者など、多様な団体のリーダーが構成メンバーとな

り児童館運営協力会が組織されています。行事ごとに各団体と連携して運営する関係性が

ありますが、全体としての活動には展開できていない状況です。行事だけでなく、各団体が

把握する地域福祉の情報を共有することにより、共通の課題に向けて連携して取り組んだ

り、より地域に密着した子ども・子育て支援活動が展開されることを期待します。 

 


