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令和３年１０月８日 

指導課 

市川市幼児教育基本方針（案） 

 

１ はじめに 

  ■方針策定の背景と経緯 

近年、少子化や核家族化、地域のつながりの希薄化、共働き家庭の増加など、子ど

もの育ちに関する社会状況の変化を背景に、様々な教育課題が拡大、顕在化してきて

います。 

   平成 29 年 3 月には、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園

教育・保育要領（以下「同要領等」という）が同時期に改訂され、小学校教育への円

滑な接続や特別な配慮を必要とする幼児への指導の充実などを重点に、平成 30 年 4

月から新幼稚園教育要領などを踏まえ、これらの施設において実践が行われていま

す。さらに、令和 3年 1月には、中央教育審議会答申「令和の日本型学校教育の構築

を目指して」が公表され、幼児教育の一層の質の向上を図ることが求められていま

す。 

また、市川市教育委員会においては、これまで「生きる力の基礎を育む教育」とし

て幼児教育の推進を図ってきました。特に、平成 28 年 4 月には、市川市幼児教育振

興審議会に「公立幼稚園のあり方に関する基本的方針の一部見直しについて」を諮問

し、同年 10 月の答申に基づき、平成 29 年 2 月「公立幼稚園に関する今後のあり方

（基本的方針）」を一部見直し、公立幼稚園の基幹園としての役割や１学級あたりの

適正規模などについて、市川市教育委員会の考え方を明らかにしたところです。 

しかし、市川市の幼児教育においては、小学校教育との円滑な接続、障がいのある

幼児や日本語の習得をはじめとする特別な配慮を必要とする幼児への支援、幼児教育

を行う施設1の情報共有や連携などに、未だ多くの課題が見られます。 

そこで、これらの課題を踏まえ、新しい時代における幼児教育の一層の質の向上を

図り、公立・私立を含めた本市全体の幼児教育を推進するため、本方針を策定しまし

た。 

 

２ 基本的な考え方 

  ■方針の位置づけ 

市川市教育委員会では、これまで、「人をつなぐ 未来へつなぐ 市川の教育」を

基本理念として、感性を豊かに働かせ、変化の激しい社会の中でたくましく生きてい

くことのできる子どもの育成を目指し取り組んできました。特に、幼児教育について

は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な役割を担っているとの認識を持ち、第

3期市川市教育振興基本計画においても「幼児期における教育の推進」を取り組むべ

き施策として掲げています。 

そこで、本方針では、目指す子ども像を明確にするとともに、「幼児期における教

育の推進」を具現化するための基本的な方策を示すこととしました。 
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なお、本方針の対象となる子どもは、主として３〜５歳児の幼児であり、幼児教育

を行う施設としては、公立並びに私立の幼稚園、認定こども園、保育所等を想定して

います。なお、当該未満の乳幼児や幼児教育を行う施設等に通っていない乳幼児の保

育・教育についても、本方針に準拠することを想定しています。 

 

■育成を目指す子ども像「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」 

   同要領等の改訂により、幼児教育において育みたい資質・能力として「知識及び技

能の基礎」「思考力，判断力，表現力等の基礎」「学びに向かう力，人間性等」が示さ

れました。この３つの柱は生きる力の基礎となるものです。これらは個別に取り出し

て指導するのではなく、遊びを通しての総合的な指導の中で一体的に育んでいくこと

が大切です。 

また、幼児教育で育まれていく具体的な姿（資質・能力）が、同要領において「幼児

期の終わりまでに育ってほしい姿」として示されました。これは、「健康な心と体」「自

立心」「協同性」「道徳性・規範意識の芽生え」「社会生活との関わり」「思考力の芽生え」

「自然との関わり・生命尊重」「数量や図形，標識や文字などへの関心・感覚」「言葉に

よる伝え合い」「豊かな感性と表現」の１０の視点からそれぞれ具体的に示されていま

す。 

さらに、今回の改訂にあたっては、「学びに向かう力」「自立心」などの社会情動的ス

キルいわゆる非認知能力の育成の重要性が中央教育審議会答申において指摘されてい

ます。社会情動的スキル（非認知能力）とは、「自己肯定感」「自立心」「協調性」「自尊

心」「感情のコントロール」「粘り強さ」「挑戦する気持ち」「意欲・好奇心」「状況判断

やる気」「やり抜く力」など、認知以外の能力です。子どもたちが予測困難な未来を主

体的に生きていくためには、社会情動的スキル（非認知能力）を社会全体で育むことが

重要となります。 

好奇心や意欲、探究心、人と折り合いをつける力などは、自発的な活動としての遊び

の中で、人や物や自然と豊かに関わる体験を通して育まれます。気持ちを支えてくれる

友だちや身近な大人との深い信頼関係に基づく関わりや安定した情緒の下で、励まさ

れたり、認められたり、ほめられたりした体験が、諦めない粘り強さや、やり抜く力、

挑戦する気持ちなどを育んでいきます。 

   以上のことから、幼児教育を行う施設においては、幼児の自発的な遊びや生活の中

で、１０の姿が現れてくるよう、それぞれの時期にふさわしい活動を展開し、必要な

体験が得られるようにしていきます。また、幼稚園教諭、保育士、保育教諭は、１０

の姿を考慮し、毎日の保育の積み重ねがその姿につながっていくということを意識し

て指導をしていきます。さらに、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を小学校教

員と共有し、教育の内容や方法等の相互理解を進め、幼児期に育まれた資質・能力を

小学校段階に引き継いでいきます。 

 

３ 基本的な方策 

（１）小学校教育との円滑な接続 
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  ■アプローチカリキュラム2・スタートカリキュラム3の活用推進 

幼稚園教育において育みたい資質・能力及び「幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿」が、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂に伴い、その

いずれにも明記され、共有していくことになりました。就学前までの子どもは、それぞ

れの園独自の教育を受けてきますが、このことによりどの園の子どもも「幼児期の終わ

りまでに育ってほしい姿」を意識した保育・教育を受けて就学することになりました。 

また、小学校学習指導要領にも「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえた指

導の工夫をすることが記されています。 

幼児教育を行う施設と小学校が様々な情報を共有し連携していくことで、幼児期の

教育を通して育まれた資質・能力を小学校でさらに伸ばしていけるようにすることが

必要です。 

さらに、令和 3年 5月、文部科学大臣により「幼児教育スタートプラン」のイメージ

が公表され、7月には、中央教育審議会初等中等教育分科会において「幼児教育と小学

校教育の架け橋特別部会」が設置され、幼児教育と小学校教育の円滑な接続について協

議が重ねられています。 

市川市教育委員会では、就学前の子どもの学びが小学校の学習につながるよう、平成

30 年 9 月に「アプローチカリキュラム・スタートカリキュラム」を作成し、合同研修

会を実施するなど幼児教育と小学校教育の円滑な接続に努めています。就学時に適切

な引継ぎを行うために「引継ぎに関わるガイドライン」4を作成し、引継ぎの時期、方

法、内容などを周知し、定着を図っています。 

今後は、幼児教育を行う施設と小学校を対象にした「アプローチカリキュラム・ス

タートカリキュラム」に関する研修を一層推進し、情報の交換・共有の場を作るととも

に、カリキュラムの接続など、子どもの発達や学びの連続性の確保に努めていきます。

また、小学校見学、幼児教育を行う施設からの学校運営協議会やブロック校長会への参

加など幼児期から児童期への円滑な接続を支える連携を地域の視点からも考えていき

ます。さらに、関係部局との協力体制を整備し、幼児教育を行う施設の形態に関わらず、

一人一人の育ちが小学校教育へとつながるよう接続の充実に取り組んでいきます。 

 

（２）特別な配慮を必要とする幼児への支援 

  ■障がいのある幼児などへの支援 

   障がいのある子どもなどの将来的な自立と社会参加のためには、一人一人の教育的

ニーズの早期発見とそれに応じた早期支援が重要です。また、幼児教育を行う施設に

おける特別支援教育の充実、それを支える教育委員会事務局・市長部局・関係機関が

連携した切れ目ない支援体制の整備が必要です。 

幼児教育を行う施設には、施設のバリアフリー化、補助教員等の配置など、全ての子

どもを受け入れやすい環境を整え、障がいのある子どももない子どもも共に育ち合え

るように、一人一人の障がいの状態に応じた指導を行うとともに、保護者への支援を行

うことが求められています。 

また、特別な配慮を必要とする園児への対応にあたっては、幼稚園教育要領、幼保連
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携型認定こども園教育・保育要領では、「集団の中で生活をすることを通して全体的な

発達を促していくことに配慮し、（中略）個々の幼児の障害の状態などに応じた指導内

容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする」と明示されています。保育

所保育指針には、「一人一人の発達過程や障害の状態を把握し、適切な環境の下で、障

害のある子どもが他の子どもとの生活を通して、共に成長できるよう指導計画の中に

位置づけること」と明記されています。 

市川市では、幼児数が減少している中、配慮を必要とする子どもは増えている現状に

あります。しかし、幼児期の子どもの特性への理解、その見立て（判断）は難しいもの

があります。市川市教育委員会では、平成 24 年 4 月に策定した「市川市特別支援教育

推進計画」5に基づき、個別の教育的ニーズのある子どもが、家庭や関係機関と連携し

た連続性のある教育的支援を受けることができるよう「個別の教育支援計画」6（市川

スマイルプラン）や「個別の指導計画」7の作成・活用を進めるとともに、教職員の専

門性の向上を図る研修を実施しています。 

また、公立、私立を問わず市内全ての幼稚園を対象に幼児教育相談員を派遣し、一人

一人に応じた指導・援助や特別支援教育に対する研修、指導・支援に関する相談活動を

進めています。保育所では、公立・私立を問わず、こども発達センターの心理士や県立・

市立の特別支援学校の特別支援教育コーディネーター8が要請に応じて巡回指導を行っ

たりするなど、支援の充実を図っています。 

今後も、子ども一人一人が、それぞれの地域の中で個に応じた継続的な指導や支援を

受けられるよう、幼児教育を行う施設と小学校、特別支援学校、関係機関、相談窓口な

どの連携をさらに強化し、教育的視点や福祉的視点からの支援の充実を図っていきま

す。特に、特別な配慮を必要とする子どもの就学にあたっては、早期からの丁寧な相談

を行う中で、様々な学びの場を丁寧に説明するとともに、個々の子どもの障がいの状態

に応じた必要な支援を受けることができるよう、関係機関と連携して取り組んでいき

ます。 

 

  ■外国につながる幼児への支援 

近年、急速なグローバル化が進む社会にあって、多様性を尊重しながら共生していく

ことは不可欠です。異なる文化や言語を有する子どもたちが一緒に遊んだり、ともに過

ごしたりすることは、どの子どもにとっても意味のあることです。幼児教育を行う施設

には、全ての子どもが安心して過ごせるよう、一人一人の不安や孤独を敏感に感じ取

り、心を支えるような対応や、それぞれの違いを大切にして、互いを尊重し合う関係を

築けるような支援をしていくことが求められています。幼稚園教諭、保育士、保育教諭

に対する様々な外国文化の理解や言語に関する研修の実施、外国の文化や生活に関す

る遊びや教材を保育・教育に取り入れるなどの配慮も同様です。 

市川市においても、海外から帰国した子どもや外国籍の子どもなどが増えており、多

様性を尊重する態度や国際理解の意識の芽生えなどを育むことが幼児期の教育の今日

的な課題となっています。 

今後も、関係部局等との連携をさらに強化し、日本語の習得に困難のある子ども一人
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一人に対して、個々の状況に応じた専門的・多面的支援の充実に取り組むとともに、就

園、就学機会の確保や情報提供、相談活動などの保護者支援に努めていきます。また、

多言語での入園案内の作成などを行い、丁寧で分かりやすい就園、就学案内を推進しま

す。 

 

■医療的ケア児9への支援 

  令和 3 年 6 月「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が制定され

ました。これにより、地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族が、個々の医療的ケ

ア児の心身の状況に応じた適切な支援を受けられるよう、保育・教育を行う体制の拡

充を求めています。また、幼児教育を行う施設の設置者には、看護師などの配置、その

他必要な措置を講じることが規定されています。 

市川市では、医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の受け入れに対し、平成 29 年度

から公立・私立保育所、市川市立小・中・義務教育学校・特別支援学校に在籍する医療

的ケア児が安心して学校生活を送ることができるよう、看護師を配置するなど、医療的

ケアが安全かつ適切に実施できる体制の整備を進めています。 

今後も、幼児教育を行う施設や学校での医療的ケア児への適切な支援が行えるよう

関係機関での情報共有を行うとともに、看護師の配置や看護師等の質の向上を図るた

めの研修体制の構築など、環境整備を進めます。また、就学にあたっては、医療的ケア

児の状態に応じた適切な学びの場について相談を丁寧に行うとともに、必要な情報の

引継ぎや医療との連携を図り、安全な医療的ケアの実施に努めます。 

 

（３）家庭・地域における子育て支援 

  ■子育て支援の充実 

   幼児教育を行う施設では、地域の子どもの成長や発達を促進する場、子育ての悩み

を相談する場など、様々な役割が求められており、園児だけに限らず、地域の子ども

の健やかな育ちを支援していく役割を担っています。地域に園を開き、つながること

で情報の共有や密着した教育を進めることができます。地域と連携した教育が重視さ

れている今、幼児教育を行う施設においては、自然や物、人などの地域の資源・力を

活用し、より豊かな教育活動を実現していくことが求められます。 

 市川市ではそれぞれの幼児教育を行う施設がもっている機能を有効に使い「園庭開

放」「子育て相談」など、地域の実情、保護者のニーズや子どもの実態を踏まえた支援

を定期的に続け、保護者の子育てへの不安感を解消し、孤立を防ぐことにつなげていま

す。 

   公立幼稚園２園に設置した「幼稚園子育て相談室」では専任の「幼児教育相談員」10

が地域の未就学児をもつ保護者からの相談を受け、必要に応じて、情報提供や専門機

関への橋渡しをしています。また、巡回の「幼児教育相談員」が適宜、教員や保護者

を対象に巡回相談を行っています。 

公立保育所では、在宅で子育てをしている人や出産を予定している人など、地域を対

象に育児体験や園児との交流、保育士・看護師・栄養士による子育て相談ができる「マ
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イ保育園登録事業」や「地域交流」などを行っています。 

 今後も幼児教育を行う施設が、家庭・地域における子育て支援の中心的な役割を担っ

ていけるよう、支援体制の整備・充実を一層図っていきます。 

 

（４）職員の資質・専門性の向上 

■研修の充実 

教育・保育の質の向上には、幼稚園教諭、保育士、保育教諭の幼児理解を深め、自ら

の専門性の向上を図るために、ＯＪＴ11を基盤とした園内研修の実施が不可欠です。各

幼児教育を行う施設の方針や実情に合わせて、短時間であっても日々の保育を振り返

り、教育課程の改善・充実に向けたカリキュラム・マネジメント12の実施につなげられ

るよう、意見交換などを行うことが有効です。 

また、研修と通常の保育活動、園内研修と園外研修、さらには法定研修、幼児教育団

体が実施する研修など、それぞれの機能や位置付けを構造化し、効果的な研修を行うこ

とが重要です。 

さらに、初任、中堅、管理職等といった各職階・役割に応じた研修体系の構築を行い、

それぞれの段階で求められる資質を明らかにし、キャリアステージ毎の研修の機会を

確保することが肝要です。 

今後も公立・私立の幼稚園教諭・保育士・保育教諭が共に学び合う研修会を継続して

実施し、幼児教育を行う施設の枠を超えた情報共有を進めていきます。また、公立幼稚

園、公立・私立保育所で行っている公開研究会・公開保育13への相互参観を推進してい

きます。 

 

（５）教育環境の整備 

■具体的な体験 

急速な少子化の進行、家庭及び地域を取り巻く状況の変化などが複合的に絡み合い、

幼児の生活体験が不足している現状があります。 

そこで、幼児教育を行う施設においては、集団活動を通して、家庭や地域社会では体

験し難い、社会・文化、自然などに触れる中で、幼児期に育みたい資質・能力を育成し

ていくことが重要です。また一方で、家庭や地域社会での生活経験が幼児教育を行う施

設においてさらに豊かなものとなり、家庭や地域社会での生活に生かされるという循

環の中で望ましい発達を図るようにすることが大切です。 

市川市では、各幼児教育を行う施設が、それぞれの特色を生かして創意工夫を重ね、

幼児が自発的・能動的に環境と関わりながら夢中になって遊ぶことで、発達に必要な体

験を積み重ねていくことができるよう、教育環境の充実に取り組んでいます。 

今後も、これまで積み重ねてきた実践を生かしながら、地域人材を積極的に活用する

など、家庭や地域との連携をさらに密にし、幼児が豊かな生活体験を得られるよう教育

活動の充実を図っていきます。 

 

■ＩＣＴ環境 
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ＩＣＴについては、幼児期の直接的・具体的な体験が重要であることを踏まえ、ＩＣ

Ｔの特性や使用方法などを十分考慮した上で、幼児の直接的・具体的な体験をさらに豊

かにするための工夫をしながら、必要に応じて活用を進めます。また、オンラインを活

用した交流活動や情報発信、教育相談や職員研修などが効率的・効果的に実施できるよ

う、ＩＣＴ環境の充実に努めていきます。 

 

■安全対策 

教育環境の整備では、子どもたちが安心して遊べる安全な環境づくりが重要です。幼

児教育を行う施設では、安全計画を作成し、発達段階に応じた生活安全・交通安全・災

害安全教育を関係機関と連携のもと実施しています。様々な遊具や園庭の死角、危険が

考えられる設備に関しては、安全点検を定期的に実施し、安全管理を徹底しています。 

また、幼児が自分で必要に応じて機敏に体を動かし、危険を回避できるようになる

ためには、日常生活の中で十分に体を動かして遊ぶことが大切です。危険な場所、事

物、状況などがわかり、その時にどうしたらよいかを子ども自身が体験を通して学び

取っていくことで、安全に対する構えを育てていきます。 

さらに、感染症への対応を取りつつ、子どもの健やかな育ちを守り、支え、教育環

境の整備も含めた幼児期の安全教育の内容・方法の改善・充実を進めていきます。 

     

（６）関係機関相互の連携強化 

  ■公立と私立 

      幼児教育をより良い方向に進めていくためには、公立・私立、幼稚園・保育所・こ

ども園の枠を超えて情報共有や連携を進め、全体で幼児教育の質の向上に努めていき

ます。また、各幼児教育を行う施設が主催する研修会に相互参加することで、学び合い

の体制づくりを一層進めていきます。 

 

  ■教育委員会事務局と市長部局 

現在、幼児教育に関する事務については、主に、教育委員会事務局の学校教育部と市

長部局のこども政策部が担当しています。 

今後は、学校教育部とこども政策部による幼児教育連絡会を定期的に開催し、幼児教

育充実のための施策に関して連携強化を図っていきます。特に、人的配置に関しては、

両部において検討をしていくとともに、幼児教育アドバイザー14の配置については、教

育委員会事務局を中心に検討を進めます。 

さらに、経済的困窮や虐待などにより、支援を必要としながらも支援が行き届きにく

い家庭に対しては、福祉担当部局や児童相談所等の関係機関とも連携強化を図りなが

ら、引き続き支援の充実に努めていきます。 

 

４ 方針の具現化に向けて 

    本方針の具現化に向けて、教育委員会事務局と市長部局が連携しながら、方針に基づ

き必要な施策を計画的に講じていきます。 
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また、各幼児教育を行う施設が、本方針に基づく自己評価や学校関係者評価等を適切

に実施することで、園運営の改善やカリキュラム・マネジメントの推進を図るよう、本

方針の周知と活用を図っていきます。 

さらに、教育委員会においては、幼児教育の進捗状況を適切に評価し改善を図るとと

もに、必要に応じて本方針の見直しを行います。 

 

1 幼児教育を行う施設 

公立並びに私立の幼稚園、認定こども園、保育所等を指す。 

 

2 アプローチカリキュラム 

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を手がかりとしながら、幼児期にふさわしい生

活を通して、この時期ならではの資質・能力を育み、小学校での生活や学びにつながるよ

う工夫されたカリキュラム。 

 

3 スタートカリキュラム 

小学校に入学した子どもが幼稚園・保育所・認定こども園などの遊びや生活を通した学

びと育ちを基盤として、主体的に自己を発揮し、新しい学校生活を創り出していくため

のカリキュラム。 

 

4 引継ぎに関わるガイドライン 

市川市が平成 21 年度に作成し、平成 30 年度に一部改訂した「幼稚園及び保育所と小学

校の引継ぎに関わるガイドライン」を指す。 

 

5 市川市特別支援教育推進計画 

「市川市教育振興計画」の部分計画として、特別支援教育の理念を確認しつつ、市川市内

の幼稚園を含む全ての学校における特別支援教育に係る取組の方針を定めた計画。 

 

6 個別の教育支援計画 

 障がいのある幼児児童生徒一人一人のニーズを把握し、教育の視点から適切に対応して

いくという考えの下に、医療、保健、福祉、労働等の関係機関との連携を図りつつ、乳

幼児期から学校卒業までの長期的な視点に立って、一貫して的確な教育的支援を行うた

めに作成される支援計画。 
 

7 個別の指導計画 
個々の幼児児童生徒の障がいの状態や発達段階などの的確な把握に基づいて、おおよそ

一年間の長期目標と学期ごとの短期的目標を立てて作成される指導計画。 
 

8 特別支援教育コーディネーター 

 学校内の関係者や、福祉、医療等の関係機関との連絡調整及び保護者に対する学校の窓

口として、校内における特別支援教育に関するコーディネーター的な役割を担う者。各

校で指名され、担任等が兼務している。 
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9 医療的ケア児 

医師の指示に基づき治療目的ではなく、健康を保持するために学校等で喀痰の吸引や経

管栄養、導尿などの医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等のこと。 

 

10 幼児教育相談員 

専任の幼児教育相談員とは、市内の０～６歳の未就学児をもつ保護者からの相談に対

して適切な対応を行うために、市川市教育委員会が市川市立幼稚園に設置した相談室

に配置している者のこと。 

巡回の幼児教育相談員とは市内公私立幼稚園において、支援を必要とする園児を担当

する教諭への指導・助言及び保護者からの相談業務を通して、幼稚園における特別支

援教育の充実を図ることを目的に、市川市教育委員会が配置している者のこと。 

 

11 ＯＪＴ 

   職場の上司や先輩が部下や後輩に対して実際の仕事を通じて指導し、知識・技術など

を身に付けさせる教育方法。 

 

12 カリキュラム・マネジメント 

 学校の教育目標の実現に向けて、子どもや地域の実態を踏まえ教育課程（カリキュラ

ム）を編成・実施・評価しその改善を図る一連のサイクルを計画的・組織的に推進  

していくこと。  

 

13 公開研究会・公開保育 

  幼稚園教諭・保育士・保育教諭が、資質・能力の向上を図るために、公開園の保育を

参観し協議会に参加することで、専門的知見を有する者（大学教授等）から実践改善

に向けた取り組み等への指導・助言などを受けること。 

 

14 幼児教育アドバイザー 

  幼児教育の専門的知見や豊富な実践経験を有し、域内の幼児教育を行う施設を巡回し, 

教育内容や指導方法、環境の改善等について指導を行う者のこと。 
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市川市幼児教育基本方針（案）　ご意見・ご質問　一覧

１　はじめに　（１ページ）

２　基本的な考え方　（１ページ～２ページ）

1

３　基本的な方策　
（１）小学校教育との円滑な接続　（３ページ）

2

3

4

5

6

（２）特別な配慮を必要とする幼児への支援　（３ページ～５ページ）

7

8

9

10

11

P2　10行目～　非認知能力の育成の重要性について、家庭、地域へ広くアピールする、社会全体で子どもへの
関わりとして実践していくような働きかけを明記できないか。

今、幼児教育が変わろうとしていますが、逆に小学校の方がスタートカリキュラムをよくわかっていないことがあり
ます。低学年担当の教員だけでなく学校全体の教員で学ぶ必要があります。縦のつながりを考えると、受け入れ
る側は責任重大です。

障がいのある幼児

児童は、幼稚園に限らず複数の施設で多様な教育を受けてきているので、まず第一によく理解することだと思い
ます。地域の多種多様な教師等の交流や研修会を持つことが必要です。お互いの姿を知ろうと思わない限り連
携はできないと思います。

幼児教育の施設は、多種多様あるので教育課程において接続させることは、難しいと思います。しかし、改訂幼
稚園教育要領では、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が明確にされたので、幼稚園以外の幼児教育の
施設も一定の教育目標が立てやすくなったのではないかと思います。小学校では、１０項目の「育ってほしい姿」
を目安にして、これを継承していくことが大事だと思います。

勉強不足で申し訳ありませんが、小学校に上がるまでの保育状況で、具体的にどのような問題が起こっているの
でしょうか。
個々の能力、保育先によっての能力の違いはもちろんあると思います。必要最低限の取り組みを行ったうえで就
学するという意味では現状の取り組みで問題はないと思います。

合同研修会が今年実施される予定でしたが、コロナ禍で中止となり、全くの研修無しとなってしまったので、
ZOOMやオンデマンドでも何か情報共有できる機会を作ってほしい。

保護者からもインクルーシブという言葉がでる中、小学校の現場での人的環境的環境が整っているかが問題。
特に保育園や幼稚園では同じクラスで生活を共にしていることで、職員も子どもたちも自然な流れでできている
が、学校で同じようにできるのかが不安である。
また、発達センターも利用者が多いことが原因の一因と思われるが、利用者の満足度が低い。就学前で支援先
が変わることも、他市では18歳までセンターで継続できる所が多く、利用者の不安要素と思われる。また、現状で
は小学校との連携は園の引継ぎ事項のみのように感じられる。

ライフサポートファイルは良いものが作成されているが、どのぐらい利用されているのか、作成されただけで、そ
の後の利用頻度や使い勝手等の調査をされているのか。

幼稚園の場合、幼児教育相談員を派遣し、保育所の場合は特別支援教育コーディネーターが巡回指導と書か
れていますが、名称に「特別」とあると敷居が高くなる気がするのですが、同じ幼児教育相談員ではいえないので
しょうか。

「市川市ではその子どもが、幼稚園に在籍していても子ども園、保育園に在籍していても、等しく同様の支援を受
けられるよう、教育的視点福祉的視点の両方の視点を助言者がもち、巡回時などで適切に指導、支援してまいり
ます。」を盛りこめないか。

そもそも障害のある幼児というのはどのように認定されるのでしょうか。保護者から発信している場合は適切なケ
アを受けれている場合が多いと思います。
見過ごされているケースを早い段階で発見し支援プログラムへ誘導することが必要だと思います。

1
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12

13

14

15

（３）家庭・地域における子育て支援　（５ページ～６ページ）

16

17

18

19

（４）職員の資質・専門性の向上　（６ページ）

20

21

22

（５）教育環境の整備　（６ページ～７ページ）

23

24

25

26

27

外国につながる幼児

P６ １行目　 家庭・地域おける→文字がおちているようです。

医療的ケア児

子育て支援は各園、取り組むべき課題と考えるが、園によって取り組みに差がある。公私垣根を超えて
連携することにより、支援の拡充がされると感じる。

研修を受けるための人的確保が必要。

従前よりの私立幼稚園と市川市の協議の中で公立幼稚園は未就園児教室や延長保育などいわゆる保育本
体以外の機能は有さない、という確認をしております。これはもともと公立幼稚園の設置が私立幼稚園
の補完であったという経緯によるものですが今もお変わりないと認識しております。
そのなかで公私関わらず全ての幼稚園が「園庭開放」「子育て相談」「未就園児保育」機能を有するよ
うにも読めますのでご配慮いただければ幸いです。

入園案内の多言語の作成はよいと思うが入園してからの現場のことを考えると、ICTを利用して、タブ
レットの活用等を利用できると子どもにも保護者にも職員にも役立てると感じる。

安全な医療的ケアの実施のため、ケアを行う教員、看護師の質の向上が必要。人材育成を盛りこめない
か。

「相互参観を推進」は素晴らしい。

医療ケア児については、まずは受け入れ体制を整えてからの開始が望ましいと思う。子どもも保護者も
職員も不安なまま開始して、問題等が起こる可能性が高い。各園看護師の配置、または必要な研修の実
施が必要不可欠だと思う。

「地域人材を積極的に活用」の事例を伺いたい。

前半部分「ICTについては～活用を進めます。」が、わかりにくいので、説明してください。

各園にて未就園児に対しての取り組みを行っていただいていますが、保護者が積極的に情報収集を行わ
ない場合は見過ごされてしまっていると思います。
資料にも書かれていますが、より多くの家庭に取り組みを発信する方法を検討するべきだと思います。

職員の方の研修などは適切に行っていただけていると思います。公開研修会・公開保育への相互参観の
推奨は非常に有効だと思います。可能であれば参加希望する保護者も参加できる機会があれば、より幼
児教育の向上につながると思います。

幼稚園への看護師の配置は今後どのようになっていくのでしょうか。

ICT環境

具体的な体験

ICTを利用したメリットのある幼児教育については検討をお願いしたい。
（国際交流や簡単なプログラミングなどは意味があるのではないかと思っています。）

ICTの活用にもまずは、職員の研修が必要。

我が園ではなかなか進んでいない状況で、インターネットを活用した情報共有はこれからの時代大いに
活用させていただきたいです。
よく耳にするのは、公立園の場合、１つの園のみでの行動に制限がある、ということで何か新しいこと
を始める場合公立園一斉に行う必要があると思いますのでそのハードルを下げていただくことが必要だ
と思います。

2
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28

29

（６）関係機関相互の連携強化（７ページ）

30

31

32

33

34

35

36

37

38

４　方針の具現化に向けて　（７ページ～８ページ）

39

※　脚注について　（８ページ～９ページ）

40

41

※　その他　全体について

42

43

44

公私幼稚園間の研修会については相互開放が進んでいるように感じますが幼保ではまだのように思います。保
育所側の方が研修会が多彩なのでこちらの開放も進むと有益と感じます。

個人的にも虐待発見や通報には取り組んでおりますが一次通報場所が市川市なのか、市川市でもどこなのか、
児童相談所なのか、警察なのかよくわからないという方が多いようです。
一次通報場所はこども部内と思いますのでこうしたチャートを示していただけるとよいかと思います。

横の連携を行って頂きたい。

個人的にこの審議会において一番重視していただきたい項目です。この垣根を取り払うことが、小学校において
のスムーズな教育のスタートにつながると思います。

「人的配置について両部において検討」とは、具体的には任命を複数ということですか？

幼児教育アドバイザーの範囲は、幼稚園に限られるのですか？

公私の情報共有においては、例えば近隣小学校でコロナ陽性児童が発生し学級閉鎖などになった場合で
も隣接の幼保施設に共有されていません。
きょうだい関係での在籍がある場合に対応が遅れ困っております。
ここ１年の市川市におけるコロナ対応方針でも小学校保護者向けのメールを転送してもらうことが度々
ありました。

安全対策

とてもよくできていると思います。
市川市の幼児教育のかかえる大きな課題「１　小学校教育への円滑な接続」「２　障がいのある幼児など特別な
配慮を必要とする子どもへの支援」これらの2本柱の解決に向けてという姿勢をもっと目立たせてはいかがか。
『はじめに』に説明されてはいるが、インパクトが弱いと感じます。

脚注があることでわかりやすくなっていると思います。

市川市の幼児教育の現状と課題を踏まえ、施策として実際に行われているものと今後の方向性がわかる基本方
針であると思います。

委員会と市長部局の連携は、是非お願いしたいところです。教育的な部分と保育的な部分で連携強化をお願い
します。

「小学校教育との円滑の接続」が課題設定されているということは、実際に課題が顕在化しているからだと思うの
ですが、どんな問題が起きているのか具体的にご提示いただきたい。

委員会と市長部局

公立私立

現状では、情報の共有がほぼない状態なので、同じ職種での研修（園長・主任・保育士・看護師・栄養士等）を
行ってほしい。

１回目の会で、公立私立、保育園と幼稚園で情報に差があるのだということを感じました。その格差をなくすよう
な打ち手を打っていただきたい。

P4　特別支援教育コーディネーターは、幼稚園、子ども園、保育園へも出向き調整していると思うが、学校に限ら
れるのか？

「必要に応じて本方針の見直しを行います。」とあるが、見直しの時期は特に決めないのか？

我が園では先日正門の施錠がしづらいということで補修が行われました。その際の意見として開けやす
いと防犯上問題があり、開けにくいと保護者が出入りしづらくなる、という両極端な問題があります。
園側と保護者代表が綿密に相談を重ねたうえで「程よい開けやすさ」に折り合いがつきました。園側と
保護者とのコミュニケーションの大切さを実感しました。
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