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特集◎「福祉現場のこれからを考える
　　　　　　～『我が事、丸ごと』戦略を知る～」

第48号

刊
月

【特集タイトル】
１月号　憲法25条を私たちの手のなかに
２月号　国民の最低生活保障を引き下げ、全世代を抑制・排除する
　　　　全世代型社会保障
３月号　「我が事・丸ごと」地域共生は現場にどのような影響を及ぼしているのか
４月号　舞い降りた春風とともに福祉現場で生きる
５月号　どの子もしあわせになる権利にとまどってはいられない!
６月号　高齢期の豊かさ──健康で文化的な最低限度の生活保障とは
７月号　家族って、福祉ってなんですか?
８月号　「兄ちゃん、おおきに」神戸空襲と高畑勲に思いを馳せて
９月号　精神障害者が地域でふつうに生きる
10月号　西和賀町の生命尊重行政の歩みと現在
11月号　長野県佐久・小諸地方の地域づくりと佐久総合病院のいま
12月号　社会福祉現場で憲法と人間を活かす
19年１月号　あすの社会保障・社会福祉を求めて

定価540円（税込･送料別）　年間購読料6480円（税込）



 （写真・コメント：京都府宇治市・くりくま保育園・武尾正信園長）

　くりくま保育園の園歌にも出てくる「♪おかわり給食おいしいね♪」。保育園での給食は、「保育
の一環」。お昼が近づくにつれて、給食室から何やらいいにおいが……。「今日の給食なんやろ？」
「あんかけそば？」「ぶたじる？」「まるだいこんのにもの？」と、子どもたちは想像をたくまし
くして過ごします。生活の中心の一つが、こんな日常の風景。「食べることは、生きること」。子
どもたちの生活は、食べることが土台です。
　多くの人の手で、つくられ、守られている保育園での給食。未来を築く子どもたちの心や身体
づくりの土台となる給食。今心配なのは、2019年10月実施予定「幼児教育の無償化」（消費税増
税のてこにされる）の際に、「給食費の保護者実費負担」が予定されていることです（2018年末の
内閣府の方向性）。給食費が保育委託費から除外されることは、保護者の応能負担を原則とする従
来の仕組みから、「給食一食○○円」という応益負担に代わり、福祉としての保育の変質につな
がる恐れがあります。またそれを手始めに、他の公的保育諸制度崩壊の危険性があります。それ
が本質的な問題です。子どもたちの輝く瞳を曇らせないために、保育の一環としての給食の事を
みんなで考えていきましょう。



　「きょうのきゅうしょく、なーに？」「おしえてー！」と集まってくる子どもたち。どの子の心も、
ワクワク感でいっぱいです。それに応える給食の先生。給食を真ん中に心と心の通い合い。「今
日の○○おいしいよー」という先生のことばに、「いつもありがとー。○○だーいすきー」「わた
しもー」「ぼくもー」と、ワイワイガヤガヤ盛り上がる子どもたち。子どもたちは、保育園の給
食が大好き！　大げさかもしれませんが、日々ここで人生の土台をつくっているのです。



　「○日の献立、子どもの食べ具合は、どうだった？」月２回行われる栄養士と各クラスの担任
保育士が参加しての給食検討委員会。子どもたちの食事の様子が交流されます。園開設以来40年
以上続いている営みです。食に関わる問題、「環境ホルモン」の時も、「Ｏ－157」の時も、東電
福島第一原発問題の時も、どうしたら園での安全な給食を守れるか？　それを通じて子どもの身
体やいのちを守れるか？　を考え続けてきました。給食には、（管理）栄養士、調理師等、様々
な人が関わります。安全な食材を毎日届けてくださる業者さんもそうです。食材を、切ったり熱
を加えたり調理することは、それを通じて食事をする人とつながること。温かい思いが込められ
ています。安全な食材選びから加工過程や調理中の衛生管理等、「大量生産で一食なんぼ？」の
世界ではなく、つくり手の顔が見え、食べてくれる子どもたちの顔が見える自園直営給食は、大
事な大事な真の食育の現場なのです。



　お迎えの時間は、保護者、家族にとって仕事あがり等のほっとする時間。親「今日のごはん、
なんやった？」。子「○○たべてん。おいしかった」。心と心が通い合う瞬間です。
　親「おいしそーやな。お母ちゃんもたべたいな～」。子「こんど、家で○○つくってやー」と
会話が弾みます。それもそのはず、化学調味料や冷凍インスタント食品を使わず、削り節や昆布
から出汁をとった薄味の給食です。保護者が給食試食会やクラス懇談で試食される時には、「お
いしー、どないしたらこんな味がでるの？」と、驚きの声があがります。
　今日の社会は、新自由主義の諸政策の下「自助」や「自己責任」が声高に叫ばれています。人々
の間に所得格差、経済格差が拡大し、全体のバランスが崩れてきています。この間「権利として
の社会福祉」の原理も変質させられています。そのことは子どもたちが育つ環境にも暗い影を落
としています。現在、わが国では、子ども６～ 7人に1人の割合で貧困状態であるとされ、家計
収入が増えない中で内需の低迷が長く続いています。虐待・いじめ・不登校等、子どもの諸問題
も、無関係とは言えません。それに対して各地で「こども食堂」等、様々な取組もなされていま
すが抜本的な問題の解決には至ってはいません。
　そのような状況下で、保育園での給食の重要性は、以前より増しています。公的保育制度の下
でどの子も分け隔てなく、安全で栄養面もバランス良く、心をこめてつくられた食事をとるわけ
です。おいしくないはずがない、みんなと食べるので楽しくないはずがありません。今回の給食
費有償化の政策は、ホテルコスト論に続いており、子どもたちの中に目に見えない壁を作るよう
な、多くの関係者の努力を無にするような施策です。子どもたちの間に、いらぬ気遣いをもち込
ませてはなりません。
　時代や社会の変化にともない、子どもたちや保護者、家庭の働き方や在りようが変化しても「食
べることは、生きること」。保育の一環としての給食は、子どもたちや保護者のみなさんから支
持され、乳幼児期の子どもたちの心や身体のもととなり、それぞれの人生を生き抜く土台となっ
ていくことでしょう。みんなの宝をこれからも大事に次代に引き継ぎましょう。



【ひろばトーク】　
「違い」の奥にある「同じ」に気づき、考えてほしい 小森淳子 

●特集●　 
どうして憲法を変えたがるの？　ずばり石川康宏さんに聞く
 〈聞き手〉仲井さやか／植田誠彦 

●トピックス●　  
「国民の権利としての社会福祉」をどう実現するか
　経営者全国組織立ち上げについて  
営利企業による社会福祉事業の実態と問題（その1） 黒田孝彦 
自然災害と障害者 雨田信幸 
南西諸島最後の取材地
　ハンセン病療養所沖縄愛楽園 黒田孝彦 
共有しあい、成長しあう　「大地」の実践から 中村智恵 
師と仰ぐ早川一光さんからの学び 編集主幹 

●連載●
社会福祉研究に人生あり！
　障害者とその家族がよりよく生きられる社会に 相澤與一 
相談室の窓から
　ひとりで悩まないで（その1）　 青木道忠 
育つ風景
　おしっこをめぐる親子の切ない日々 清水玲子 
ひととしてあたりまえに生きたい
　社会の矛盾に対する疑問が大きくなる 清田　廣 
映画案内
　ラ・ラ・ランド　 吉村英夫 
現代の貧困を訪ねて
　夜まわりで寝袋を配る　 生田武志 
似らすとれーしょん道場　似顔絵まんがアート
　アイデアで負けない似顔絵じゃー！ ラッキー植松 
ホームレスから日本をみれば ありむら潜 
花咲け！　男やもめ 川口モトコ 

みんなのポスト　 ／福祉の動き　 ／今月の本棚　 /
●グラビア●　 保育の無償化、しかし、なぜ、 

給食費は有償化なの？

2019年2月号

●表紙の絵●
 神門やす子
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「違い」の奥にある「同じ」に
気づき、考えてほしい
　

　小
こ も り

森　淳
じゅんこ

子さん

二
〇
一
八
年
九
月
か
ら
、
非
常
勤
で
す
が
、
岐
阜
経
済
大
学
で
「
障
害
の
理
解
」
と
い
う
講
義
を
担
当
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
私
に
は
脳
性
マ
ヒ
と
い
う
障
害
が
あ
り
、
言
語
障
害
も
あ
り
ま
す
。
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
や

資
料
の
配
布
な
ど
に
よ
り
、
言
語
障
害
を
お
ぎ
な
う
こ
と
を
心
が
け
て
い
ま
す
が
、
学
生
は
ど
ん
な
ふ
う
に
受
け

と
め
て
い
る
か
と
、
想
像
を
め
ぐ
ら
し
な
が
ら
講
義
し
て
い
ま
す
。

一
回
目
の
講
義
で
は
、
み
ん
な
と
て
も
驚
い
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
二
回
目
の
講
義
か
ら
は
、
私
が
パ
ソ
コ
ン

を
用
意
す
る
の
に
時
間
が
か
か
る
の
で
、
何
人
か
の
学
生
が
前
に
出
て
き
て
手
伝
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
頼
り
な
い
講
師
で
申
し
訳
な
い
で
す
が
、
週
に
一
回
で
も
、
障
害
当
事
者
で
あ
る
私
と
の
時
間
を
共
有
す
る

こ
と
で
、
学
生
そ
れ
ぞ
れ
が
何
か
を
感
じ
取
っ
て
く
れ
た
ら
と
て
も
嬉
し
い
で
す
。

私
が
思
う
「
障
害
の
理
解
」
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
や
支
援
に
つ
い
て
の
知
識
も
大
切
で
す
が
、
障
害
当
事

者
を
知
識
の
断
片
で
は
な
く
、
物
語
的
に
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
障
害
の
あ
る
人
と
な
い
人
と

は
異
な
る
存
在
だ
け
れ
ど
も
、
人
間
ら
し
く
幸
せ
に
生
き
た
い
と
い
う
願
い
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
、「
違
い
」

の
奥
に
あ
る
「
同
じ
」
を
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
感
性
で
つ
か
み
、
考
え
る
こ
と
、
そ
の
う
え
で
、
自
分
と
は
異
な

る
「
障
害
」
の
部
分
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
、
そ
の
生
き
づ
ら
さ
に
寄
り
添
う
こ
と
で
す
。

な
の
で
、
な
る
べ
く
学
生
に
近
い
、
同
世
代
の
当
事
者
の
語
り
を
聴
く
時
間
を
つ
く
り
ま
し
た
。
私
が
日
頃
か

か
わ
っ
て
い
る
、
脳
性
マ
ヒ
の
若
者
の
当
事
者
グ
ル
ー
プ
「H

otSpace

」
か
ら
、
ふ
た
り
の
女
の
子
が
来
て
く
れ
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て
、
自
分
の
障
害
に
つ
い
て
、
心
が
ふ
く
ら
む
時
、
へ
こ
む
時
、
こ
れ
か
ら
の
夢
な
ど
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
こ

の
当
事
者
グ
ル
ー
プ
は
若
い
当
事
者
が
自
ら
の
想
い
を
語
り
合
う
会
で
、
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
構
成
し
て

い
く
と
い
う
の
が
一
つ
の
目
的
で
す
。
語
る
当
事
者
と
、
語
り
を
聴
く
学
生
が
と
も
に
学
ん
で
い
き
、
お
互
い
が

「
違
い
」
の
奥
に
あ
る
「
同
じ
」
に
気
づ
き
、「
人
権
」
と
い
う
も
の
を
感
覚
と
し
て
は
ぐ
く
む
と
い
う
の
が
、
こ

の
講
義
の
狙
い
で
し
た
。
学
生
た
ち
は
、
い
つ
も
と
違
っ
て
真
剣
な
表
情
で
話
を
聴
き
、
ひ
と
言
ひ
と
言
噛
み
し

め
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
い
つ
も
最
後
の
一
〇
分
間
で
感
想
を
書
い
て
も
ら
う
の
で
す
が
、
じ
っ
く
り
書
き
た
い

の
で
家
で
書
い
て
き
た
い
と
言
う
学
生
も
い
ま
し
た
。
感
想
文
を
読
む
と
、「
同
じ
年
代
で
、
年
が
近
い
の
に
、

自
分
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
違
っ
て
、
す
ご
く
良
い
方
向
に
ば
か
り
考
え
て
い
て
、
そ
の
な
か
で
も
つ

ら
い
こ
と
も
あ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
に
負
け
な
い
強
い
心
を
も
っ
て
い
て
、
す
ご
い
と
思
っ
た
の
と
、
少
し
う

ら
や
ま
し
い
っ
て
思
い
ま
し
た
」「
私
に
は
、
今
、
夢
と
い
え
る
も
の
は
な
い
し
、
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の

か
わ
か
ら
ず
、
ふ
ら
ふ
ら
し
て
い
る
。
こ
れ
を
機
に
、
自
分
が
し
た
い
こ
と
、
な
り
た
い
も
の
を
決
め
て
、
お
二

人
に
負
け
な
い
よ
う
な
立
派
な
夢
を
持
ち
、
生
き
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
」
な
ど
、
学
生
た
ち
の
心
に
当
事

者
た
ち
の
言
葉
が
深
く
伝
わ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
私
は
、
学
生
た
ち
や
当
事
者
た
ち
の
柔
軟
で
み
ず
み

ず
し
い
感
性
に
心
動
か
さ
れ
勇
気
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
若
者
た
ち
が
自
分
ら
し
さ
を
発
揮
で

き
る
社
会
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
と
、
心
に
深
く
感
じ
ま
し
た
。

こもり　じゅんこ

１歳半の時、脳性マヒの診断を受ける。高校まで通常学級で過ごし、
日本福祉大学卒業後、結婚して２児を育てながら、障害者問題につ
いて講演・執筆活動を続ける。子育てが終わってから、日本福祉大
学大学院修士課程を修了し、現在、岐阜経済大学非常勤講師。
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昭
和
三
〇
年
代
初
頭
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
外
交
文
書
二
二
冊
（
九
二
〇
〇
頁
に
及
ぶ
）
文
書
が
公
開
さ
れ
た
。
安

倍
首
相
の
祖
父
、
岸
信
介
首
相
の
時
代
も
含
ま
れ
、
安
保
条
約
や
機
密
保
護
法
、
憲
法
改
定
に
向
け
た
日
本
政
府
の
対
応
の

史
実
が
公
に
な
っ
た
。
安
倍
首
相
の
「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
な
ん
と
し
て
も
や
る
」
と
い
う
話
は
、
安

倍
一
族
の
念
願
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
岸
信
介
首
相
時
代
も
含
め
、
小
川
政
亮
さ
ん
は
、「
権
利
と

し
て
の
社
会
保
障
」
と
い
う
思
想
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
今
回
は
、
特
集
で
石
川
康
宏
さ
ん
に
登
場
し
て
い
た
だ
き
、
今
の

改
憲
の
動
き
や
社
会
福
祉
と
憲
法
な
ど
、
国
民
生
活
や
国
家
と
し
て
の
憲
法
そ
の
も
の
の
土
台
を
、
今
の
時
期
に
合
わ
せ
て

語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
一
九
五
七
年
二
月
に
政
権
を
発
足
さ
せ
た
岸
信
介
は
、
こ
の
年
の
六
月
の
訪
米
を
前
に
、
国
政
選
挙

で
憲
法
改
正
に
必
要
な
衆
参
両
院
の
三
分
の
二
の
勢
力
を
確
保
で
き
る
と
の
見
通
し
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
訪
米
中
に
機
密

保
護
法
を
制
定
す
る
考
え
を
示
し
て
い
た
こ
と
も
。
米
側
か
ら
、
日
本
は
機
密
保
護
法
が
な
い
か
ら
具
体
の
話
は
で
き
な
い

と
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

権
利
と
し
て
の
社
会
保
障
を
巡
っ
て（
小
川
政
亮
著　
『
光
な
き
者
と
と
も
に
』「
権
利
と
し
て
の
社
会
保
障
」
の
成
立
よ
り
）

一
九
六
四
年
に
出
版
さ
れ
た
『
権
利
と
し
て
の
社
会
保
障
』
の
「
は
し
が
き
」
に
、
小
川
政
亮
さ
ん
は
、「
私
た
ち
は
誰

し
も
『
人
間
た
る
に
値
す
る
生
活
を
営
む
権
利
』
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
権
利
の
観
点
か
ら
社
会
保
障
の
問
題
に
取
組
む
必

要
は
特
に
今
日
大
き
な
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
書
き
出
し
、「
と
り
わ
け
、
不
当
な
東
京
高
等
裁
判
所
の
判
決
に

特 集
権
利
と
し
て
の
社
会
福
祉
を
貫
く

　
　
　
憲
法
の
改
定
は
絶
対
許
さ
な
い
！
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抗
議
し
て
最
高
裁
判
所
に
上
告
直
後
の
さ
る
一
九
六
四
年
二
月
一
四
日
亡
く
な
ら
れ
た
朝
日
茂
さ
ん
の
た
た
か
い
に
ど
れ
ほ

ど
私
は
絶
え
ず
励
ま
さ
れ
、
導
か
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
朝
日
さ
ん
は
、
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
ら
真
っ
先
に
献
呈
し
た

い
と
考
え
て
い
た
一
人
で
あ
っ
た
。
不
幸
、
こ
の
国
の
社
会
保
障
の
貧
し
さ
は
、
権
利
の
た
め
の
た
た
か
い
の
気
力
だ
け
で

支
え
て
き
た
朝
日
さ
ん
の
命
を
も
つ
い
に
縮
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
朝
日
さ
ん
の
た
た
か
い
は
朝
日
さ
ん
を
支

え
て
き
た
多
く
の
人
び
と
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
、
そ
の
輪
は
さ
ら
に
ひ
ろ
が
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
広
が
り
に
本
書
が
僅
か

な
り
と
も
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
で
あ
る
」
と
結
ば
れ
た
。
こ
の
本
の
後
「
権
利
と
し
て
の
社
会
福
祉
」「
権
利
と

し
て
の
教
育
」「
権
利
と
し
て
の
農
業
」
な
ど
そ
の
言
葉
は
、
社
会
保
障
の
権
利
の
確
立
を
真
剣
に
望
む
人
々
に
よ
っ
て
用

い
ら
れ
て
い
る
。

歴
史
的
な
浅
田
訴
訟
と
こ
れ
か
ら
も
続
く
人
権
裁
判

一
二
月
一
七
日
、
岡
山
高
裁
の
浅
田
訴
訟
判
決
の
全
面
勝
訴
は
、
岡
山
市
が
控
訴
を
断
念
し
画
期
的
な
た
た
か
い
と
し
て

史
実
に
残
る
だ
ろ
う
。「
七
条
の
解
釈
は
介
護
保
険
優
先
と
は
書
い
て
な
い
、
介
護
保
険
と
自
立
支
援
給
付
の
給
付
調
整
規

定
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
も
そ
も
介
護
保
険
と
自
立
支
援
給
付
は
別
物
で
障
害
者
の
自
立
や
社
会
参
加
の
た
め
の
自
立

支
援
給
付
は
介
護
保
険
で
は
賄
え
な
い
も
の
」
と
示
し
た
。
当
誌
で
は
、
浅
田
さ
ん
や
愛
知
県
一
宮
の
舟
橋
さ
ん
の
生
活
と

訴
訟
を
取
り
上
げ
て
き
た
。
介
護
保
険
と
障
害
福
祉
に
大
き
な
問
題
提
起
を
投
げ
か
け
る
判
決
と
な
っ
た
。
人
権
訴
訟
は
続

く
。
ま
た
優
生
保
護
問
題
や
戦
時
体
制
下
で
の
徴
用
工
問
題
に
つ
い
て
も
動
い
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
、
マ
ス
コ
ミ
や
政
府

の
情
報
で
は
な
く
、
し
っ
か
り
と
事
実
を
見
据
え
て
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
権
者
国
民
と
し
て
、
権
利
と
し
て
の

社
会
保
障
を
築
く
た
め
に
も
。
同
時
に
、
発
刊
四
〇
年
の
節
目
に
、『
福
祉
の
ひ
ろ
ば
』
が
、
こ
の
立
場
と
情
報
提
供
の
あ

り
か
た
も
奮
闘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
編
集
主
幹
）


