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奈良から、関西から、元気を全国へ！
～女性研究者の支援を牽引する私たちの提案～

特筆すべき取組
・附属病院をもたない機関における「訪問型」
病児・病後児保育システムのモデル構築



「訪問型」病児・病後児保育が進まない要因

•関係機関との連携ができていない

•病児・病後児保育に関する意識の共有がなされていない

•「訪問型」病児・病後児保育を進める手順・必要書類等
が整備されていない

•リスク管理について十分に検討されていない



「訪問型」病児・病後児保育システムの構築に向けて
• 意見交換 (訪問・オンライン会議）

病院や医院付属の病児・病後児保育園
病児・病後児保育を行っているNPO法人
附属病院をもつ大学の病児・病後児保育施設
（一財）女性労働協会（全国ファミリー・サポート・センターの運営支援）

病児・病後児保育を行っている各地のファミリー・サポート・センター
奈良市こども未来部子ども育成課

• 病児・病後児保育システム構築に向けてのWGの設置
病児・病後児保育に携わる小児科医師、看護師、保育士等

• 奈良市医師会、看護師団体等との連携
• 病児・病後児を看ることのできるサポーターの養成



「訪問型」病児・病後児保育が
進まない要因
•関係機関との連携ができていない

•病児・病後児保育に関する意識の共有が
なされていない

自治体、医師会、看護師団体等との連携・
協力体制の構築

研究機関と医療関係者の間での相互理解、
病児・病後児保育がめざすものを明確化

の解決に向けて



•「訪問型」病児・病後児保育を進める手順・
必要書類等が整っていない

•リスク管理について十分に検討されていない

「ならっこネット」を基盤とした「訪問型」
病児・病後児保育、手順等の明確化

リスク管理上の課題・方法について検討
実施体制の整備

「訪問型」病児・病後児保育が
進まない要因の解決に向けて



連携機関の間での情報共有：連携機関が集まる実務者会議を毎月開催し、全体での
取組について議論し、各機関での進捗状況について報告

代表機関と共同実施機関の連携
ー「訪問型」病児・病後児保育システムの構築に関してー

プロアシスト社
• IT技術を活かし、望ましい

webシステムの構築をサポート
帝人フロンティア社

• 「ダイバーシティ推進室」
多様な人財活用
佐藤薬品工業社

• 事業内託児所の運営
• 短時間勤務制度の拡大

共同実施機関

地域へ普及の
ためのモニター

企業 高専・大学

奈良女子大学
全体の総括

・自治体、医師会、看護師
団体等との連携

・病児・病後児保育に
関する調査

代表機関

奈良工業高等専門学校・
武庫川女子大学

• ニーズ調査(アンケート）

• 「訪問型」病児・病後児保育
の試験的運用

• サポーター講習会の共同利用

共同実施機関

地域へ普及の
ためのモニター



病児・病後児保育の実現に向けた
本事業の取組

１）これまでの子育て支援システムの取組と実績

２）病児・病後児保育の必要性と利用者の声

３）「訪問型」病児・病後児保育の実施に向けて

４）子育て支援システムの地域への普及
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