
すみれ乳児院では、子どもたちに少しでも家庭に近い環境で生活を経験させ、保育士との愛着
関係を深めようと、2007年５月からグループホーム（小規模グループケア）を始めました。
４人の子どもと４人の保育士が集合住宅の一室で暮らしています。食事は保育士が交替でつく
ります。夕食のおかずを味見するテルちゃん。「くるみ」の離乳食で大きくなりました。
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今日は生協の配達の日。マーちゃんも一生懸命お手伝いしました。初めて会う人には緊張しま
すが、生協のお兄さんなら大丈夫。近くのお店やスーパーへみんなで買い物に行くこともあり
ます。



ユウ君はもうすぐ１歳。４人のなかで一番小さく、他の子どもたちから“弟”のように可愛が
られています。



保育士さんと一緒にパクパク、もぐもぐ。あっという間に「おかわり！」。アッちゃんはこの
日は担当の保育士さんと「夕食外出」に出かけました。月１～２回の夕食外出は、子どもにと
って１対１でおとなに甘えることのできる大切な時間です。 （写真と文　編集室　中島悦子）
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社
会
福
祉
は
歴
史
的
社
会
的
存
在
で
あ
り
、
長
い
歴
史
の
な
か
か
ら
築
か
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

変
動
の
時
代
に
は
そ
れ
ま
で
の
仕
組
み
が
い
っ
た
ん
後
退
す
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
新
し

い
も
の
が
生
み
出
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
経
済
、
政
治
、
社
会
、
文
化
の
諸
要
因
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
が
あ
り
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
参
与
が
あ
り
ま
す
。
人
々
の
貧
し
さ
や
生
活
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

を
起
点
と
し
て
、
一
人
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
行
動
か
ら
始
ま
り
、
共
感
と
連
帯
に
よ
っ
て
実
践
が
広
が
り
、

そ
れ
ら
の
働
き
は
や
が
て
社
会
的
な
制
度
形
成
を
促
し
、
政
策
の
発
展
を
推
し
進
め
て
き
ま
し
た
。
こ
れ

は
社
会
福
祉
の
も
つ
本
質
的
な
意
味
で
の
ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
運
動
性
と
言
う
べ
き
も
の
で
す
。

近
年
、
経
済
停
滞
の
な
か
で
貧
困
が
大
量
に
生
み
出
さ
れ
、
私
た
ち
の
生
活
が
音
を
た
て
て
崩
れ
、
人

間
が
壊
さ
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
危
機
的
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。
政
策
主
導
の
下
で
改
変
さ
れ
て
き
た
制
度

や
サ
ー
ビ
ス
の
根
本
的
な
矛
盾
が
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
り
、
各
領
域
に
お
い
て
改
革
を
求
め
る
取
り

組
み
が
新
し
い
流
れ
を
つ
く
り
出
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
今
こ
そ
、
社
会
福
祉
の
意
味

を
と
ら
え
直
し
、
具
体
的
な
活
動
を
検
証
し
つ
つ
、
私
た
ち
が
歴
史
的
に
変
革
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
こ

と
を
再
確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
日
の
課
題
を
大
き
く
整
理
す
る
と
、
五
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

①
私
た
ち
を
取
り
巻
く
今
日
の
貧
困
の
広
が
り
と
人
権
状
況
を
正
確
に
と
ら
え
る
こ
と
。
新
た
な
問
題
も

含
め
て
量
的
・
質
的
両
面
か
ら
問
題
認
識
を
ど
う
共
有
す
る
か
が
、解
決
の
た
め
の
前
提
と
な
り
ま
す
。

②
制
度
改
革
が
も
た
ら
し
た
問
題
と
そ
の
政
策
論
理
の
矛
盾
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
望
ま
し
い
社

会
の
あ
り
方
、
福
祉
国
家
、
生
活
保
障
、
行
財
政
基
盤
を
合
わ
せ
た
ビ
ジ
ョ
ン
を
、
生
活
者
の
視
点
か

ら
総
力
を
挙
げ
て
指
し
示
す
こ
と
。
こ
れ
ら
は
長
期
的
な
課
題
だ
け
で
な
く
、
い
ま
差
し
迫
っ
た
制
度

改
善
の
取
り
組
み
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
し
、
生
活
支
援
の
枠
組
み
の
広
が
り
や
環
境
問
題
と
の
関
係
な
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人間の尊厳と
福祉の思想の確立を

第15回社会福祉研究交流集会実行委員長・日本福祉大学教授

永岡　正己さん



ど
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
点
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

③
社
会
福
祉
に
お
け
る
公
共
性
、
公
的
責
任
と
公
私
関
係
、
自
治
、
自
立
・
自
律
の
意
味
、
地
域
や
人
々

の
つ
な
が
り
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
民
間
福
祉
の
あ
り
方
や
独
自
の
役
割
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
自
治
、
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
市
民
福
祉
活
動
、
当
事
者
組
織

の
あ
り
方
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
す
。

④
福
祉
実
践
に
携
わ
る
者
の
資
質
、
専
門
性
を
内
在
的
に
追
求
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
制
度
基
盤
や

雇
用
問
題
と
統
一
的
に
と
ら
え
、
総
合
的
な
視
野
に
立
っ
た
実
践
力
の
向
上
を
進
め
る
こ
と
。
こ
の
こ

と
は
、
福
祉
実
践
が
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
さ
れ
る
な
か
で
、
個
別
実
践
か
ら
施
設
経
営
・
運
営
・
組
織

の
問
題
ま
で
を
含
ん
で
福
祉
の
仕
事
の
あ
り
方
を
問
う
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
実
践
の
理
論
化
の
課
題

と
つ
な
が
り
ま
す
。

⑤
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
根
底
に
あ
る
人
間
の
尊
厳
、
生
き
る
権
利
、
平
和
、
社
会
正
義
、
共
生
の
価
値
を

内
包
し
た
「
福
祉
の
思
想
」
の
再
構
築
が
何
よ
り
も
必
要
で
す
。
政
治
や
経
済
の
中
心
に
据
え
る
べ
き

社
会
福
祉
の
価
値
の
確
立
と
そ
の
た
め
の
論
理
を
、
一
致
と
連
帯
に
よ
っ
て
築
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

今
回
の
社
会
福
祉
研
究
交
流
集
会
の
開
催
地
で
あ
る
大
阪
は
、
社
会
福
祉
の
歴
史
に
お
い
て
重
要
な
役

割
を
担
っ
て
き
た
場
所
で
あ
り
、
福
祉
実
践
、
運
動
の
発
展
を
考
え
る
う
え
で
も
豊
か
な
経
験
を
も
っ
て

い
ま
す
。
研
究
交
流
集
会
が
原
点
に
立
ち
返
り
つ
つ
、
未
来
を
拓
く
「
福
祉
の
思
想
」
の
確
立
に
向
け
て
、

問
題
認
識
を
共
有
し
、
さ
ら
に
前
進
す
る
機
会
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

※
第
一
五
回
社
会
福
祉
研
究
交
流
集
会
は
、
八
月
二
九
日
・
三
〇
日
に
開
催
し
ま
す
。
巻
末
広
告
欄
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ながおか　まさみ
1950年、大阪市生まれ。1978年より日本福祉大学勤務、1998年
より梅花女子大学を経て、2005年より再び現職。専門は社会福
祉史、社会福祉思想。著書に『日本社会福祉の歴史・付史料』

（共編著・ミネルヴァ書房）、『社会福祉の原理と思想』（共編著、
有斐閣）、『植民地社会事業関係資料集』（監修・解説、近現代
資料刊行会）など。
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養護が必要な子どもたちのために特 集

◆特集◆

養護が必要な
子どもたちのために

本
誌
で
は
こ
れ
ま
で
に
、
児
童
養
護
施
設
（
〇
六
年
一

一
月
号
）、
母
子
生
活
支
援
施
設
（
〇
七
年
三
月
号
）、
乳
児

院
（
〇
七
年
八
月
号
）
の
特
集
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
ま

た
、
子
ど
も
の
貧
困
と
格
差
問
題
を
「
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
」（
〇
八
年
一
〇
月
号
）、「
子
ど
も
が
信
頼
の
持
て
る

社
会
を
つ
く
る
」（
〇
九
年
五
月
号
）
の
特
集
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

今
月
号
で
は
、
社
会
的
養
護
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
た
ち
が
幸
せ
に
生
き
る
た
め
に
、

児
童
福
祉
施
設
や
里
親
の
実
践
を
通
し
て
、
い
ま
何
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か

に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

座
談
会
で
は
長
年
、
乳
児
院
・
児
童
養
護
施
設
・
知
的
障
害
児
施
設
で
の
福
祉
実
践
の

先
頭
に
立
っ
て
こ
ら
れ
た
方
々
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。
国
が
定
め
る
児
童
福
祉

施
設
の
最
低
基
準
（
職
員
配
置
基
準
）
は
一
九
七
九
年
以
来
三
〇
年
間
変
わ
っ
て
い
ま
せ

ん
。
実
践
現
場
か
ら
配
置
基
準
引
き
上
げ
を
訴
え
ま
す
。

ま
た
、
里
親
の
方
の
手
記
か
ら
は
、
子
ど
も
に
寄
り
添
う
こ
と
の
大
切
さ
、
子
ど
も
の

幸
せ
を
願
う
思
い
の
深
さ
と
大
変
さ
を
読
み
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。



同
様
に
、
児
童
分
野
で
も
`
脱
施
設
化c

を
進
め
、
社
会
的
養
護
を
必
要
と
す
る

子
ど
も
が
増
加
し
て
い
る
の
に
入
所
施

設
の
拡
充
は
行
わ
ず
、
そ
の
代
わ
り
の

受
け
皿
と
し
て
、
里
親
制
度
の
見
直
し

や
小
規
模
住
居
型
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー

ム
を
打
ち
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

ま
た
、
施
設
内
虐
待
に
つ
い
て
は
、

職
員
か
ら
子
ど
も
へ
の
虐
待
だ
け
で
な

く
、
子
ど
も
同
士
や
子
ど
も
か
ら
職
員

へ
の
暴
力
・
暴
言
な
ど
も
含
め
て
、
す

で
に
各
地
の
施
設
で
懸
命
な
取
り
組
み

が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
施
設
内
虐
待

の
問
題
だ
け
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る

黒
田

今
年
四
月
、
児
童
福
祉
法
の
一

部
改
定
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

社
会
的
養
護
関
連
で
は
主
に
七
つ
の

改
定
の
柱
が
あ
り
ま
す
（
次
頁
）
が
、

今
回
の
改
定
の
趣
旨
を
厚
生
労
働
省
は

「
社
会
的
養
護
を
必
要
と
す
る
子
ど
も

の
数
の
増
加
、
虐
待
等
、
子
ど
も
の
抱

え
る
背
景
の
多
様
化
等
を
ふ
ま
え
、
社

会
的
養
護
の
質
・
量
の
充
実
を
図
り
、

体
制
整
備
を
図
る
た
め
」
と
説
明
し
て

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
社
会
的
養
護
の

質
・
量
の
充
実
は
大
切
で
す
が
、
厚
生

労
働
省
の
ね
ら
い
は
他
に
も
あ
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
高
齢
者
・
障
害
者
分
野
と

福祉のひろば 09―79

【出席者】

谷尻
たにじり

恵
めぐみ

（すみれ乳児院施設長）

尾道
おのみち

敦
あつ

子
こ

（児童養護施設高鷲学園事務長）

鷲
わし

尾
お

吉久
よしひさ

（知的障害児施設すみれ愛育館 施設長）

吉
よし

田
だ

重
しげ

美
み

（知的障害児施設豊里学園施設長）

司会・黒
くろ

田
だ

孝彦
たかひこ

（本誌編集主幹）

社
会
的
養
護
と
し
て
の
児
童
福
祉
施
設
の
充
実
を

―
―
最
低
配
置
基
準
の
改
善
は
不
可
欠
の
課
題
で
す
―
―

座
談
会
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養護が必要な子どもたちのために特 集

の
で
は
な
く
、
施
設
養
護
の

拡
充
に
は
何
が
必
要
か
を
総

合
的
に
考
え
る
べ
き
だ
と
思

い
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
は
、乳
児
院
、

児
童
養
護
施
設
、
知
的
障
害

児
施
設
の
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況

を
語
っ
て
い
た
だ
き
、
政
策

的
な
動
き
を
ど
う
受
け
止
め

る
の
か
、
こ
れ
か
ら
の
児
童

養
護
の
課
題
や
施
設
の
役
割

な
ど
に
つ
い
て
考
え
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

子
育
て
困
難
な
家
庭
は

増
え
て
い
る
が

谷
尻

す
み
れ
乳
児
院
の
院
長
に
な
っ

て
四
年
目
に
な
り
ま
す
。
す
み
れ
乳
児

院
は
五
〇
名
定
員
で
、
〇
歳
か
ら
二
歳

ど
増
え
て
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
た

と
え
ば
生
活
保
護
家
庭
で
は
、
子
ど
も

が
施
設
に
入
所
す
る
と
そ
の
分
の
保
護

費
が
減
る
た
め
、
保
護
者
が
入
所
（
措

置
）
を
避
け
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。

ま
で
の
子
ど
も
が
児
童
相
談
所
を
通
じ

て
措
置
入
所
し
て
い
ま
す
。

虐
待
や
貧
困
な
ど
、
子
育
て
困
難
な

家
庭
が
増
え
て
い
る
割
に
は
、
乳
児
院

に
入
所
措
置
さ
れ
る
子
ど
も
は
そ
れ
ほ

児童福祉法等一部改定の主な内容（社会的養護関連部分）

①里親制度の改正
＊養子縁組前提の里親と養育里親を区別。養育里親の研修

強化と里親手当引き上げ（子ども１人3.4万円→１人目
7.2万円、２人目以降3.6万円加算）

＊都道府県の里親支援（相談・援助等）（一定の要件を満
たす者に委託可）

②小規模住居型児童養育事業（養育者の住居で要保護児童を
養育する＝ファミリーホーム）創設
③要保護児童対策地域協議会の機能強化

＊対象拡大（養育支援が特に必要な児童・保護者、妊婦）
＊要保護児童対策調整機関に、一定の要件を満たす者を置

く努力義務。
④家庭支援機能の強化

＊児童相談所の保護者指導を、児童家庭支援センター以外
の一定の要件を満たす者へ委託可

＊児童家庭支援センターは、一定の要件を満たす医療機関
やNPO等も可

⑤年長児の自立支援策の見直し
＊児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）の対象者（現

行：義務教育終了後～18歳未満）に、20歳未満の支援を
必要とする者を追加、等。

⑥施設内虐待（被措置児童等虐待）の防止
＊「被措置児童等虐待」の定義：施設長、施設職員、一時

保護所職員、小規模住居型養育事業者、里親等の暴行、
わいせつ行為、ネグレクト、心理的外傷を与える行為等

＊発見者の通告義務、被措置児童等虐待を受けた子どもの
届出可、通告・届出先に都道府県等のほか都道府県児童
福祉審議会を定める。

＊事実確認、保護、施設の立入調査、質問、勧告、業務停
止等の措置等を明確化

⑦その他（2010年４月施行）
＊次世代育成支援対策推進法に基づく都道府県行動計画

に、社会的養護の提供体制に関する事項を記載。


