
第４回　陸前高田学校開催のご案内
研究所の8年目の支援課題を考える

市民生活に余裕を、みんなが暮らしよいまちづくりを
　陸前高田市は、東日本大震災の被害を教訓にして社会的に弱い立場におかれた人々に寄
り添い、障がいのある人も、高齢者もいきいき過ごせて、自分の意思で自由に散歩や買い
物に出かけられるような『ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくり』を理
念に復興事業を進めてきています。
　第４回陸前高田学校では、貧困状況におかれた子どもたちの生活実態を掘り下げること
で、復興事業や市民の声にも耳を傾けて、また教育や福祉・医療に関連する施策の課題を
引き出したいと考えています。
　併せて、深刻な人口減少、少子高齢化が進行するなかで、地域医療の再建・復興状況か
ら見える高齢者の実態に迫ります。また、被災後８年が過ぎ、被害を受けた社会福祉施設
の再建、公共施設の高台移転の様子、特に財政的にも厳しい民間保育所の経験から、被災・
避難・事業の再開・再建の道のりについて学びます。

◆日時：2019年６月６日（木）～９日（日）
◆場所：陸前高田市コミュニティホール
◆宿泊：ホテル三陽（陸前高田市気仙町字福伏155-6）
◆参加費：50,000円（予定）
◆プログラム※内容は変更する場合があります
〈第1日目〉現地視察とガイダンス　
　惨禍を伝える震災遺構・復興進む「街なか」視察（バスで移動します）
　＊学校長あいさつ　第４回陸前高田学校のオリエンテーション
〈第2日目〉市民のくらしの復興状況
　＊「子どもの生活アンケート」集計結果と市の対策について　市関係者
　＊福祉施設・保育所の再建─被災避難事業の再開・再建─　保育園関係者
　＊復興支援活動ときょうされん全国大会　きょうされん関係者
　＊少子高齢化が進むなかでの地域医療の再建とお年寄りの暮らし　医療関係者
　＊「子どもの貧困」に見る市民の暮らし　　市会議員
〈第3日目〉子どもたちの育ちと支援課題
　＊陸前高田市子どもの生活アンケート調査結果を読み解く
　＊子どもの心のケアと生活サポート
　＊社会的養護のあり方を考える─子どもたちの心の支えと自立支援─
　＊長期化する復興と子どもの生活実態と親の家計分析
　＊子どもの生活実態から教育や福祉の課題を考える（シンポジウム）
〈第4日目〉現地視察とまとめ
　＊視察現地事業所等訪問

 ◎２日目、３日目は、市民参加も受け入れます。

問合せ：総合社会福祉研究所



　さまざまな理由から家庭での養育が難しい子どもたちが、公的に保護を受けて生活する福祉型
障害児入所施設。（全国で263施設。厚生労働省2018『平成29年社会福祉施設等調査の概況』）。児童施
設として全国各地で運営されており、その社会的役割を果たします。一時保護の子どもから、18
歳になるまで施設でくらす子どもがいます。

子
ど
も
た
ち
の
生
活
と

育
ち
の
場
と
し
て
の
児
童
福
祉
施
設



　平日は、それぞれ地元の小学校・幼稚園、スクールバスのお迎えで少し離れた支援学校に通い
ます。学校での授業や行事、先生や友達と学び、それぞれ年齢にふさわしい成長をはぐくんでい
きます。休日はみんなでおでかけ。親御さんの面会を心待ちにする子どももいます。



　食事はみんなの大きな楽しみ。調理員さんの気持ちのこもったあたたかい給食は、子どもたち
の心と身体を育てます。ユニットでの調理や炊事の経験、配膳のお手伝いは、自立にむけての確
かな自信になっていきます。



　成人し、地域社会のなかで自立した生活を豊かに送れるように、施設でもさまざまなとりくみ
が進められています。福祉施設には毎日、子どもの今と未来をみつめた情景があります。
� （写真と文：今﨑佑介）
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労働条件の改善で
保育者不足の解消を
─愛知県保育労働実態調査報告─

日本福祉大学　中
なかむら

村　強
つよし

士さん

保
育
労
働
者
の
労
働
問
題
に
つ
い
て
は
、
保
育
士
不
足
、
と
り
わ
け
保
育
士
の
低
賃
金
が
広
く
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
全
産
業
平
均
と
比
較
し
て
保
育
士
の
賃
金
は
月
額
一
〇
万
三
四
〇
〇
円
安
い
（
二
〇
一
七
年
厚

生
労
働
省
調
査
）。
し
か
も
、
保
育
労
働
者
の
労
働
問
題
は
待
機
児
童
を
生
み
出
す
要
因
と
も
な
っ
て
い
る
。
保

育
士
が
足
り
ず
、
子
ど
も
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
近
年
、
政
府
は
処
遇
改
善
に
取
り

組
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
現
実
の
厳
し
さ
を
打
開
す
る
ま
で
に
は
到
底
い
た
っ
て
い
な
い
。
一
刻
も
早
く
保
育

労
働
者
の
労
働
条
件
を
改
善
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
詳
細
な
エ
ビ
デ
ン
ス
が
有
効
で
あ
る
。

筆
者
は
、「
愛
知
県
保
育
労
働
実
態
調
査
」（
以
下
、本
調
査
）
に
取
り
組
ん
だ
。
本
調
査
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

本
調
査
研
究
を
一
貫
し
て
リ
ー
ド
し
て
き
た
蓑
輪
明
子
氏
の
諸
論
稿
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
（
蓑
輪
明
子
、
二

〇
一
八
「
愛
知
県
保
育
労
働
実
態
調
査
か
ら
見
る
保
育
労
働
の
現
在
」
保
育
研
究
所
編
『
保
育
情
報
』
№
五
〇
二
、

pp.

四
─
一
二
。
以
降
、
全
七
回
連
載
中
）。

本
調
査
は
、
保
育
施
設
で
働
く
す
べ
て
の
職
員
を
対
象
に
、
労
働
実
態
や
労
働
・
生
活
に
関
す
る
意
識
を
把

握
し
、
保
育
施
設
職
員
の
処
遇
改
善
に
必
要
な
施
策
を
立
案
す
る
た
め
の
資
料
を
得
る
⽬
的
で
実
施
し
た
。
実

施
主
体
は
、「
あ
い
ち
保
育
労
働
実
態
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
奥
野
隆
一
、
蓑
輪
明
子
、
筆
者
の
三
名
）
で
、
県

内
の
労
働
組
合
や
保
育
関
連
諸
団
体
、
施
設
管
理
者
、
自
治
体
担
当
課
ほ
か
の
協
力
を
得
て
、
県
内
三
六
自
治

体
で
実
施
し
た
。
回
収
率
は 

九
二
・
三
％
で
あ
っ
た
。

今
回
の
調
査
結
果
を
も
と
に
、
保
育
労
働
者
の
労
働
条
件
と
「
働
き
続
け
た
い
」
と
い
う
就
業
継
続
意
欲
に

は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
調
べ
て
み
た
。
残
業
の
有
無
、
休
憩
の
と
り
方
、
残
業
代
⽀
払
い
の
有
無
の

三
項
⽬
と
就
労
継
続
意
欲
と
の
ク
ロ
ス
集
計
を
お
こ
な
っ
た
と
こ
ろ
、「
今
の
職
場
で
今
の
仕
事
を
続
け
た
い
」

と
思
っ
て
い
る
⼈
の
割
合
は
、「
残
業
し
な
い
」
⼈
の
な
か
で
は 

五
八
・
二
％
と
な
り
、「
残
業
し
た
」
⼈
と
九
・
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四
ポ
イ
ン
ト
も
の
乖か
い
り離

が
み
ら
れ
た
。
同
様
に
、
休
憩
が
「
ほ

と
ん
ど
と
れ
る
」
⼈
の
な
か
で
は 

六
〇
・
九
％
と
な
り
、「
時
々

と
れ
な
い
」
⼈
と
は
九
・
九
ポ
イ
ン
ト
、「
ほ
ぼ
と
れ
な
い
」

⼈
と
は
一
五
・
三
ポ
イ
ン
ト
も
の
乖
離
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

残
業
代
が
「
す
べ
て
⽀
払
わ
れ
て
い
る
」
⼈
た
ち
の
な
か
で
は 

五
八
・
九
％
と
な
り
、「
一
部
⽀
払
わ
れ
て
い
る
」⼈
と
は
一
〇
・

九
ポ
イ
ン
ト
、「
ま
っ
た
く
⽀
払
わ
れ
て
い
な
い
」
⼈
と
は
一

一
・
七
ポ
イ
ン
ト
の
乖
離
が
み
ら
れ
た
。
残
業
が
な
く
、
休
憩

が
と
れ
て
、
残
業
代
が
適
切
に
⽀
払
わ
れ
て
い
る
と
い
う
労
働

条
件
の
改
善
が
、「
今
の
職
場
で
今
の
仕
事
を
続
け
た
い
」
と

い
う
就
業
継
続
意
欲
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
明
ら
か
で

あ
る
。

政
府
は
保
育
労
働
者
の
賃
金
（
基
本
給
）
の
改
善
を
進
め
て

い
る
。
し
か
し
、
残
業
を
減
ら
す
こ
と
、
残
業
手
当
を
保
障
す

る
こ
と
、
休
憩
を
保
障
す
る
な
ど
の
労
働
条
件
の
改
善
、
つ
ま

り
は
保
育
労
働
者
の
働
く
権
利
を
守
り
改
善
す
る
こ
と
が
保
育

者
確
保
に
つ
な
が
る
こ
と
を
本
調
査
結
果
は
証
明
し
て
い
る
。

なかむら　つよし

日本福祉大学社会福祉学部准教授。専門は保育制度・政策、子ども
の貧困、子育て支援。社会福祉士、保育士。主著に、共著『貧困と
保育』（かもがわ出版、2016年）、共著『保育ソーシャルワークの思
想と理論』（晃洋書房、2018年）などがある。東海市子ども・子育
て支援会議会長、愛知県子どもの貧困対策検討会議委員などを務め
る。

図表　�残業の有無別・休憩の取り方別・残業支払いの有無別就業継続意欲の割合
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例
年
、
五
月
号
は
児
童
福
祉
と
憲
法
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
命
や
⼈
権
を
揺
る
が
す
事
件
が
続
い
て
い
ま
す
。
さ
ま
ざ

ま
な
報
道
機
関
や
児
童
虐
待
防
止
の
関
係
団
体
な
ど
が
、
児
童
虐
待
を
防
ぎ
、
な
く
す
た
め
の
提
言
や
会
合
に
も
取
り
組
み
、
政
府
は

三
月
一
九
日
に
児
童
福
祉
法
お
よ
び
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
な
ど
の
改
正
案
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

「
子
ど
も
た
ち
の
命
を
守
る
の
は
、
私
た
ち
大
⼈
全
員
の
責
任
で
す
。
こ
の
強
い
決
意
の
も
と
、
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
抜
本
的
強

化
を
た
だ
い
ま
、
取
り
ま
と
め
ま
し
た
」
と
安
倍
首
相
が
会
見
し
ま
し
た
。

そ
の
主
た
る
内
容
は
、
親
が
子
ど
も
を
戒い

ま
しめ

る
こ
と
を
認
め
て
い
る
民
法
の
懲
戒
権
の
見
直
し
に
つ
い
て
、
法
施
行
後
二
年
を
め
ど

に
検
討
す
る
付
則
。
親
か
ら
の
体
罰
禁
止
を
明
記
し
、
親
や
児
童
福
祉
施
設
長
ら
の
体
罰
を
禁
ず
る
こ
と
。
し
か
し
、
罰
則
は
設
け
な

い
。
児
童
相
談
所
の
体
制
の
強
化
策
で
は
、
家
庭
か
ら
子
ど
も
を
引
き
離
す
一
時
保
護
な
ど
の
「
介
入
」
と
、
保
護
者
へ
の
⽀
援
を
担

う
職
員
を
分
け
、
た
め
ら
う
こ
と
な
く
介
入
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
専
門
的
知
見
に
基
づ
い
た
判
断
を
下
せ
る
よ
う
医
師
と
保
健
師
を

そ
れ
ぞ
れ
児
童
相
談
所
に
一
⼈
以
上
配
置
し
、
弁
護
士
が
常
に
助
言
で
き
る
体
制
を
整
え
る
。
虐
待
対
応
を
担
う
児
童
福
祉
司
ら
の
専

門
性
を
高
め
る
た
め
、
国
家
資
格
の
創
設
を
含
め
た
資
質
向
上
策
を
法
施
行
後
一
年
を
め
ど
に
検
討
す
る
こ
と
を
加
え
て
い
ま
す
。

都
道
府
県
と
政
令
指
定
都
市
だ
け
で
な
く
、
⼈
口
二
〇
万
⼈
以
上
の
中
核
市
や
東
京
二
三
区
に
も
児
童
相
談
所
を
設
置
で
き
る
よ

う
、
法
施
行
後
五
年
を
め
ど
に
施
設
整
備
を
お
こ
な
う
と
い
う
も
の
で
す
。
安
倍
首
相
は
、「
児
童
虐
待
の
通
告
件
数
は
年
々
増
加
し

て
お
り
、
発
生
の
予
防
、
早
期
発
見
、
迅
速
で
的
確
な
対
応
、
虐
待
を
受
け
た
児
童
の
自
立
⽀
援
、
と
い
う
一
連
の
対
策
を
切
れ
⽬
な

く
実
行
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

特 集
親
の
労
働
と
生
活
が
く
ず
さ
れ
、
く
ず
れ
、

　
子
ど
も
の
生
活
権
や
発
達
権
が
疎
外
さ
れ
る

�
〜
子
も
親
に
も
向
き
合
う
児
童
福
祉
現
場
を
通
し
て
子
ど
も
た
ち
の
今
と
明
日
を
考
え
る
〜
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以
前
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
「
居
場
所
が
無
く
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
」
の
実
情
を
報
道
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
虐
待
や
経
済
的
理
由
で
実
の

親
と
暮
ら
せ
な
い
子
ど
も
た
ち
の
存
在
が
浮
き
彫
り
に
な
り
、
国
は
施
設
で
は
な
く
、
里
親
と
し
て
一
般
の
家
庭
で
育
て
よ
う
と
政
策

転
換
を
し
て
い
る
こ
と
も
併
せ
て
報
道
し
ま
し
た
。

里
親
に
預
け
る
割
合
を
数
値
⽬
標
化
し
、
小
学
校
入
学
前
の
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
七
年
以
内
に
七
五
％
以
上
、
小
学
校

入
学
以
後
の
子
ど
も
は
お
お
む
ね
一
〇
年
以
内
に
五
〇
％
以
上
ま
で
引
き
上
げ
る
と
い
う
新
た
な
⽬
標
を
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。
記
者

た
ち
は
、
虐
待
の
な
か
で
、
家
庭
に
戻
れ
な
い
子
ど
も
の
実
態
を
調
べ
、
児
童
の
社
会
的
入
院
と
さ
え
言
わ
れ
る
虐
待
入
院
の
問
題
、

そ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
小
児
科
医
た
ち
が
対
策
の
要
望
を
国
に
あ
げ
た
こ
と
も
伝
え
ま
し
た
。

児
童
養
護
施
設
の
空
き
も
な
く
、
家
庭
に
も
帰
れ
な
い
子
ど
も
た
ち
が
、
小
児
科
医
た
ち
の
調
査
で
は
、
三
五
六
⼈
に
達
し
て
い
ま

し
た
。
埼
玉
県
立
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
の
Ｅ
Ｒ
担
当
の
植
田
医
師
は
、「
子
ど
も
を
見
た
ら
虐
待
を
疑
え
」
と
い
う
意
識
で
治
療
に
あ

た
っ
て
い
る
。
あ
ま
り
に
も
虐
待
の
疑
い
が
あ
る
子
ど
も
が
多
く
、
そ
れ
ぐ
ら
い
の
意
識
が
な
け
れ
ば
見
過
ご
し
て
し
ま
う
。
親
に
憎

ま
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
て
は
子
ど
も
の
命
は
救
え
な
い
」
と
伝
え
て
い
ま
す
。

児
童
相
談
所
が
扱
う
虐
待
件
数
は
急
増
し
続
け
、
受
け
入
れ
施
設
が
見
つ
か
ら
な
い
。
虐
待
を
理
由
に
親
元
か
ら
一
時
的
に
引
き
離

す
「
一
時
保
護
」
の
件
数
も
増
加
し
、
児
童
養
護
施
設
も
一
時
保
護
の
受
け
入
れ
さ
え
空
き
が
な
い
状
態
で
、
苦
闘
し
て
い
ま
す
。
児

童
養
護
施
設
や
児
童
相
談
所
、
関
係
機
関
の
⼈
々
は
、
あ
ま
り
に
も
増
加
し
て
い
る
事
態
に
疲
弊
し
て
い
ま
す
。
里
親
と
し
て
受
け
入

れ
た
子
ど
も
た
ち
に
向
き
合
う
⼈
々
の
献
身
的
な
奮
闘
も
大
い
に
あ
る
な
か
で
、
基
盤
整
備
と
と
も
に
、
親
た
ち
の
問
題
、
労
働
と
生

活
が
崩
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
抜
本
的
な
対
策
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

安
倍
首
相
は
、「
私
は
国
家
」
と
言
い
な
が
ら
、
ど
う
し
て
こ
の
問
題
で
は
、
国
家
責
任
に
せ
ず
に
、
大
⼈
全
員
の
責
任
、
と
言
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
？
「
子
ど
も
た
ち
の
命
を
守
る
の
は
私
た
ち
大
⼈
全
員
の
責
任
」
な
の
で
し
ょ
う
か
？　

こ
の
間
の
政
府
の
責
任
逃

れ
の
偽
装
の
現
実
か
ら
、「
国
家
責
任
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
こ
な
い
で
、「
大
⼈
全
員
の
責
任
」
に
す
り
替
え
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
問

題
に
対
す
る
国
の
責
任
の
政
策
の
狙
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
真
摯
に
向
き
合
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
。 （
編
集
主
幹
）


