
初めての体験です。こんなに迫力のあるスポーツだとは思っていませんでした。
大阪府視覚障害者福祉協会主催のフロアバレーボール大会に伺いました。今回は４チーム（ス
マイル泉南、吹田トラッキー、パワフル豊中、ファイト八尾）の出場。１チーム６名で、コー
ト内に３名以内、障害者手帳を持たない選手を加えることができますが、後衛にまわります。

ネット際の攻防、迫力満点！！
第35回大阪府フロアバレーボール大会

ネット際の攻防、迫力満点！！
第35回大阪府フロアバレーボール大会

ネット際の攻防、迫力満点！！
第35回大阪府フロアバレーボール大会

ネット際の攻防、迫力満点！！
第35回大阪府フロアバレーボール大会

ネット際の攻防、迫力満点！！
第35回大阪府フロアバレーボール大会

ネット際の攻防、迫力満点！！
第35回大阪府フロアバレーボール大会

ネット際の攻防、迫力満点！！
第35回大阪府フロアバレーボール大会

ネット際の攻防、迫力満点！！
第35回大阪府フロアバレーボール大会

ネット際の攻防、迫力満点！！
第35回大阪府フロアバレーボール大会

ネット際の攻防、迫力満点！！
第35回大阪府フロアバレーボール大会

ネット際の攻防、迫力満点！！
第35回大阪府フロアバレーボール大会

ネット際の攻防、迫力満点！！
第35回大阪府フロアバレーボール大会

ネット際の攻防、迫力満点！！
第35回大阪府フロアバレーボール大会

ネット際の攻防、迫力満点！！
第35回大阪府フロアバレーボール大会

ネット際の攻防、迫力満点！！
第35回大阪府フロアバレーボール大会

ネット際の攻防、迫力満点！！
第35回大阪府フロアバレーボール大会

ネット際の攻防、迫力満点！！
第35回大阪府フロアバレーボール大会





ネット際の攻防です。フロアバレーボールは、ボールがネットの下を通ります。サーブも当然
ネットの下を通して打ちます。多くの場合は、後衛が受け取り、ボールを前衛の選手に送りま
す。そのため前衛の選手は手を大きく広げてボールを受け取ります。そして体勢を整えて相手
側にネットの下を潜

くぐ

らせて放ちます。結構、力いっぱい打ちますので、大きな音がします。ボ
ールが滑る・転がる音と、後衛の伝達の声。すごい集中力です。



試合終了後、お互いの奮闘を称
たた

え合います。お疲れ様でした。この取り組みは35回目を迎えま
す。橋下知事の大阪維新は、視覚障害者団体のさまざまな活動や事業補助にも大鉈を振るって
います。長年築いてきた障害者や家族の憩いの機会さえも奪おうとしています。

（写真と文・下野祇園）
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誰
か
に
不
安
な
く
頼
れ
る
こ
と
が
子
ど
も
の
成
長
に
と
っ
て
は
大
切
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
児
童

養
護
施
設
（
以
下
、
施
設
）
で
生
活
す
る
子
ど
も
た
ち
に
は
、「
あ
て
が
な
い
」。
こ
の
「
あ
て
の
な

さ
」
と
は
何
な
の
か
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
は
、
親
の
「
都
合
」
で
施
設
に

入
所
す
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
点
で
、
子
ど
も
た
ち
は
す
で
に
自
分
の
人
生

が
自
分
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
、「
誰
も
あ
て
に
で
き
な
い
」
こ
と
を
学
習
し
て
い
る

可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
「
あ
て
の
な
さ
」
は
施
設
入
所
後
に
解
消
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
解
消
は
難
し
い
。

そ
の
困
難
さ
と
し
て
、
ま
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「
進
路
」
で
あ
る
。
子
ど
も
が
、

大
学
進
学
を
希
望
し
て
も
、
国
の
制
度
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
加
え
て
、
高
校
を
卒
業
し

て
家
庭
復
帰
で
き
な
け
れ
ば
、
基
本
的
に
施
設
に
は
い
ら
れ
な
い
。
就
職
と
て
、
一
八
歳
の
段
階

で
ど
の
程
度
将
来
を
確
信
し
て
選
択
で
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
将
来
を
迷
え
る
時
間
と
場
が
十

分
に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

進
学
に
あ
た
っ
て
も
、
親
を
あ
て
に
で
き
な
い
場
合
が
多
い
。
そ
も
そ
も
高
校
ま
で
施
設
で
生

活
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
家
に
帰
れ
な
い
事
情
が
解
決
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
帰
れ
な
い
の
で
あ
る
。

今
日
、
虐
待
で
施
設
に
入
所
す
る
場
合
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
虐
待
の
背
景
に
あ
る

の
は
、
紛
れ
も
な
く
貧
困
で
あ
り
、
親
の
孤
立
の
問
題
で
あ
る
。
親
も
ま
た
、「
あ
て
の
な
さ
」
の

な
か
で
生
き
て
い
る
。
だ
か
ら
、
子
ど
も
が
親
を
あ
て
に
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
逆
す
ら
起
こ

り
う
る
の
で
あ
る
。
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子どもたちの
「あてのなさ」を問う

山
やま

田
だ

勝
かつ

美
み

さん（山梨立正光生園園長）



こ
こ
で
「
あ
て
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
あ
て
が
あ
る
と
は
、
自
分

で
解
決
で
き
な
い
状
況
に
陥
っ
た
際
に
「
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
る
人
・
も
の
・
仕
組
み
」
が
あ

る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
大
切
な
こ
と
は
、「
自
分
に
は
あ
て
が
あ
る
か
」
問
わ
な
い
安
心
感
を

基
盤
に
、
子
ど
も
は
、
自
分
の
将
来
を
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
。

し
か
し
、
繰
り
返
す
が
、
施
設
に
入
所
し
て
い
る
子
ど
も
は
、
自
分
の
将
来
を
制
限
さ
れ
て
し

ま
う
。
し
か
も
、
そ
の
原
因
は
自
分
に
で
は
な
く
、
国
の
制
度
や
親
の
「
都
合
」
に
あ
る
。
こ
う

し
た
状
況
は
、
子
ど
も
に
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
伝
わ
る
の
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
は
、
自
ら
の
人
生
を
自
分
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
、
あ
き
ら
め
で
あ
っ
た
り
、
人
や
社

会
は
あ
て
に
な
ら
な
い
と
い
っ
た
認
識
を
与
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
認
識
を
も
っ
た
な

か
で
、
意
欲
的
に
人
生
を
生
き
て
い
く
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
意
欲
の
な
さ
は
現
象
的

に
は
「
怠
け
て
い
る
」
よ
う
に
見
え
る
。
ゆ
え
に
、
意
欲
の
な
さ
は
個
人
の
責
任
、
も
し
く
は
家

族
の
問
題
に
返
さ
れ
、「
努
力
し
て
い
な
い
か
ら
悪
い
ん
だ
」
と
さ
ら
に
周
囲
・
社
会
が
子
ど
も
や

家
族
に
追
い
込
み
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
。「
あ
て
の
な
さ
」
は
重
層
的
に
本
人
を
追
い
詰
め
て
い

く
こ
と
が
あ
る
。

大
切
な
こ
と
は
、「
怠
け
て
い
る
」
と
見
え
る
彼
ら
が
そ
の
背
後
に
何
を
抱
え
て
い
る
の
か
、
そ

こ
を
て
い
ね
い
に
、
地
道
に
、
掘
り
下
げ
る
視
点
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に

あ
る
社
会
的
問
題
を
捉
え
、
子
ど
も
と
共
に
そ
の
責
任
は
「
あ
な
た
に
は
な
い
」
こ
と
を
共
有
し
、

こ
の
あ
て
の
な
さ
が
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
、
社
会
的
に
問
い
か
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

私
は
、
こ
の
四
月
か
ら
再
び
現
場
に
戻
っ
た
が
、
こ
う
し
た
姿
勢
を
貫
く
強
さ
を
私
た
ち
が
も

つ
こ
と
の
重
要
性
を
痛
感
し
て
い
る
。
子
ど
も
の
あ
て
の
な
さ
は
解
消
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

やまだ　かつみ
1965年生まれ。児童養護施設で児童指導員として2年勤める。長崎純
心大学現代福祉学科准教授を経て、2008年4月より山梨立正光生園園
長。専門は児童福祉、特に児童養護施設の子どもの自立支援に関する
研究を行っている。主な論文・共著書に、「児童養護施設における虐
待を受けた子どもへの自立支援」（『虐待を受けた子どもへの自立支援』
中央法規出版、2002年）、「児童養護施設における子どもの育ちと貧困
―社会的不利におかれた子どもの『あてのなさ』―」（『子どもの貧困』
明石書店、2008年）。
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特 集

「子どもの貧困」に向き合って

――容認できない子ども
時代の不平等、不公正の
実態と解消のために――

子どもの生活、発達、教育、療育を支える現場から

の報告を紡ぎ合わせ、子どもと家族の息苦しさ、希望

の喪失の本質を探り、子どもたちと向き合う実践報告。

そして、「子どもの貧困」を正面からとらえ、どう

向き合うかを提案する松本伊智朗さんからのメッセー

ジをお届けします。

（2008年８月３日、大阪で行われた総合社会福祉研究所

主催「市民講座」での報告・討論をもとに編集しました）
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◆
「
格
差
」
と
「
貧
困
」

近
年
、格
差
社
会
に
つ
い
て
の
議
論
が
活
発
に
な
り
、

国
民
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
ゆ
が
み
が
告
発
・
報
告
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、「
格
差
」
と
い
う
と
、
小
泉
元

首
相
の
よ
う
に
「
格
差
が
あ
っ
て
な
ぜ
悪
い
？
」
と
い

う
一
種
の
開
き
直
り
も
出
て
き
ま
す
。こ
れ
に
対
し
て
、

「
格
差
」
と
し
て
で
は
な
く
、「
貧
困
」
と
し
て
議
論
し

て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

認
識
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

「
格
差
」
と
い
う
の
は
、
人
々
の
所
得
や
生
活
水
準

の
差
に
着
目
す
る
の
が
特
徴
で
す
が
、「
貧
困
」
と
い

う
場
合
は
、
そ
の
社
会
が
容
認
で
き
な
い
生
活
の
状
態

を
指
す
と
思
い
ま
す
。
た
だ
気
を
つ
け
な
い
と
「
貧
困
」

と
い
う
場
合
も
、
個
人
の
心
が
け
や
努
力
不
足
と
い
う

問
題
に
議
論
が
す
り
替
わ
っ
て
し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
学
校
給
食
費
の
滞
納
や
保
育
料
未
納
の
問

題
が
マ
ス
コ
ミ
で
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
が
、
と
も
す
れ

ば
親
の
モ
ラ
ル
の
欠
如
と
い
う
こ
と
に
議
論
が
す
り
替

わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
親
や
家
庭
の
生
活
実
態
を
き

ち
ん
と
把
握
し
た
う
え
で
、
何
が
問
題
な
の
か
を
て
い

ね
い
に
議
論
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

◆
子
ど
も
の
貧
困
を
容
認
し
な
い
こ
と
が
大
切

子
ど
も
の
貧
困
を
テ
ー
マ
に
す
る
こ
と
は
、
個
人
の

努
力
や
心
が
け
で
は
解
決
で
き
な
い
、
子
ど
も
期
と
い

う
人
生
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
ま
で
差
を
つ
け
て
い
い

の
か
？
　
と
い
う
問
い
か
け
に
も
な
る
と
思
い
ま
す
。

置
か
れ
て
い
る
環
境
の
如
何

い
か
ん

に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て

福
祉
・
教
育
・
医
療
な
ど

広
く
社
会
的
な
努
力
で

し
あ
わ
せ
平
等
の
実
現
を

丹た
ん

波ば

史
紀
ふ
み
の
り

（
福
島
大
学
准
教
授
）

◆
特
集
プ
ロ
ロ
ー
グ
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の
子
ど
も
た
ち
が
貧
困
に
陥
っ
た
り
す
る
こ
と
は
容
認

で
き
な
い
、
と
い
う
共
通
の
認
識
に
立
ち
、
そ
れ
に
対

応
す
る
こ
と
は
、
社
会
全
体
の
責
任
と
言
え
な
い
で
し

ょ
う
か
。

ま
た
、
貧
困
を
単
な
る
告
発
や
実
態
把
握
と
い
う
レ

ベ
ル
に
と
ど
め
ず
、
貧
困
や
低
所
得
に
対
す
る
対
策
、

社
会
的
解
決
へ
の
方
策
を
ど
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
、
と
い
う
議
論
が
同
時
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

最
近
の
貧
困
や
低
所
得
に
対
す
る
対
策
を
見
る
と
、

生
活
保
護
世
帯
や
ひ
と
り
親
家
庭
を
対
象
に
す
る
も
の

が
主
で
す
が
、
そ
の
中
心
は
「
自
立
支
援
」
で
、
そ
の

実
態
は
「
就
労
支
援
」
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
就
労
を
促
し
て
仕
事
に
就
け
さ
せ
さ
え
す
れ
ば

貧
困
や
低
所
得
の
問
題
は
解
決
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

私
は
そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

◆
母
子
家
庭
の
調
査
か
ら

私
は
最
近
、
大
阪
府
と
福
島
県
の
母
子
家
庭
の
お
母

さ
ん
に
対
し
て
、
就
労
支
援
を
受
け
た
後
の
生
活
や
就

労
の
実
態
を
追
跡
調
査
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
全
体

の
六
割
の
人
が
、
パ
ー
ト
や
派
遣
、
半
年
や
一
年
単
位

の
有
期
雇
用
と
い
っ
た
非
正
規
雇
用
で
不
安
定
な
労
働

条
件
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
大
阪
の
六
割
、

福
島
の
八
割
の
方
が
、
児
童
扶
養
手
当
を
合
わ
せ
た
月

収
が
一
五
万
円
未
満
で
し
た
。
就
労
支
援
を
受
け
て
仕

事
に
い
っ
た
ん
就
い
て
も
、
四
割
の
人
は
二
〜
三
年
で

転
職
し
て
い
ま
す
。
な
か
に
は
二
〜
三
年
の
間
に
一
二

回
転
職
し
た
人
も
い
ま
し
た
。

ヘ
ル
パ
ー
講
習
を
受
け
て
、
ヘ
ル
パ
ー
の
仕
事
に
就

い
た
あ
る
お
母
さ
ん
は
、調
査
用
紙
の
自
由
記
述
欄
に
、

「
ヘ
ル
パ
ー
と
し
て
休
み
な
く
働
い
て
も
月
収
五
〜
七

万
円
程
度
。
仕
方
な
く
夜
も
副
業
を
し
て
い
る
が
、
そ

の
た
め
に
子
ど
も
と
か
か
わ
る
時
間
が
少
な
く
な
っ

た
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

保
育
料
・
学
童
保
育
料
を
払
え
な
い
た
め
に
子
ど
も

を
家
に
置
い
て
仕
事
に
出
る
お
母
さ
ん
や
、
休
み
な
く

働
い
て
い
る
た
め
に
体
調
不
良
を
感
じ
て
お
り
、
入
院

で
も
し
た
ら
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、
と
い
う
不
安
を

「子どもの貧困」に向き合って特 集


