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心の声に耳を傾けて──日雇い労働者と出会って31年──
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助成、補助金により多くの施設様でご購入頂いております



コペンハーゲン市の中心部に位置する「ダナーハウス」（Danner-house）は、1979年11月に設立さ

れたデンマーク初の女性のための危機センター（民間シェルター）です。この設立の背景には、DV問

題に果敢に立ち向かい、マスコミや世論に訴える女性たちの草の根の運動がありました。窓ガラスの女

性を示すマーク（♀）は女性解放運動の象徴として描かれたものです。内部に入ると当時の女性たちの

声が今も聞こえてくるような気がします。
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右上：デンマークには43か所の危機センターがあります。そのほとんどが一棟の建物内に緊急保護室

をはじめ、事務所、食事室や共有スペース、子どもの遊び場などを完備しています。また、危機センタ

ーの住所はホームページ上で公開されています。これは国民のDVに対する理解や、シェルターの安全

を地域全体で確保しようという姿勢があるからこそ実現できることと言えます。こういった地域の見守

りにより、通勤、通学などDV被害当事者の「普通の」生活が保障されています。

左上：子どものための遊び空間は、デンマークのシェルターのなかで重要な位置づけにあります。遊び

を通した子どもの回復プログラムは1990年頃から積極的に取り入れられるようになりました。現在で

は、ほとんどすべてのシェルターが子どものための遊び場を確保し、ケアの場として活用しています。

配置された玩具は臨床心理士が専門家の目で厳選したものです。

左下：屋外には、広い敷地の子どもの遊び場が確保されています。危機センターにいても、子どもの遊

ぶ権利は確保されています。





上：訪問した危機センターで、所長（左）と社会心理士（右）にインタビューしました。

下：15年ほど前からDVの子どもへの影響が懸念されはじめ、各危機センターに子ども向けの教育心理

士が配置されるようになりました。女性や子どもたちへの配慮から、男性スタッフはDV現場には適さ

ないという声も多いのですが、しかし、危機センターRontofte（ロントフテ）は、「女性や子どもたち

に、よい男性モデルを見てほしい」との思いから、男性の教育心理士を配置しています。

（本文46ページに関連記事があります）（写真・文　葛西
くずにし

リサ、吉田
よしだ

季子
としこ

）
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釜
ヶ
崎
に
来
て
三
一
年
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
働
い
て
き
ま
し
た
。

初
め
の
頃
は
、
歩
き
な
が
ら
労
働
者
に
声
を
か
け
て
、
話
を
聞
く
こ
と
を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
な
か
で
、
戦
争
で
家
族
を
亡
く
し
て
苦
労
さ
れ
た
人
、
第
一
次
産
業
で
食
べ
ら
れ
な
く
な
り
出

稼
ぎ
で
故
郷
を
離
れ
た
人
、
原
爆
症
で
体
力
が
な
い
の
に
日
雇
い
労
働
を
し
て
い
る
人
な
ど
に
出
会

い
ま
し
た
。
そ
の
一
人
ひ
と
り
が
深
い
人
生
を
生
き
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。
日
本
の
こ

の
激
動
を
生
き
抜
い
て
こ
ら
れ
た
人
た
ち
に
「
何
か
し
て
あ
げ
よ
う
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
こ
こ

に
い
て
、
そ
の
人
た
ち
の
話
を
じ
っ
く
り
聴
い
て
、
学
ん
で
い
き
た
い
、
そ
し
て
さ
さ
や
か
だ
け
ど

で
き
る
こ
と
が
あ
れ
ば
何
か
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

具
体
的
な
働
き
と
し
て
、
ア
パ
ー
ト
を
探
し
た
り
、
病
院
に
付
き
添
っ
た
り
、
生
活
保
護
の
申
請

に
同
行
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
の
方
の
生
活
が
落
ち
着
く
ま
で
は
、
相
手
が
安
心
で
き
、
満
足
で

き
る
よ
う
な
関
わ
り
方
を
心
が
け
て
い
ま
す
。
ア
パ
ー
ト
を
借
り
る
と
き
は
、
そ
の
人
の
希
望
を
聴

い
て
、
イ
メ
ー
ジ
に
合
う
部
屋
を
い
く
つ
か
探
し
て
お
き
、
そ
こ
か
ら
本
人
に
選
ん
で
も
ら
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
ア
パ
ー
ト
で
ト
イ
レ
が
共
同
な
ら
、
ト
イ
レ
か
ら
離
れ
た
部
屋
が
い
い
と
思
い
ま
す

よ
ね
。
で
も
「
ト
イ
レ
の
隣
の
部
屋
が
い
い
」
と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
い
ま
し
た
。「
原
爆
の
後
遺
症
で

冷
え
症
に
な
り
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
ト
イ
レ
へ
行
く
。
他
人
の
足
音
や
ト
イ
レ
の
臭
い
は
我
慢
で
き
る

け
ど
、
自
分
の
足
音
で
ト
イ
レ
の
近
く
の
部
屋
の
人
に
迷
惑
を
か
け
る
の
は
つ
ら
い
ん
で
す
」
と
言

わ
れ
ま
し
た
。

あ
る
人
は
、
生
活
保
護
で
出
る
家
賃
の
上
限
四
万
二
〇
〇
〇
円
の
マ
ン
シ
ョ
ン
を
、
契
約
三
〇
分

前
に
「
断
わ
っ
て
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。「
若
い
頃
か
ら
二
畳
か
三
畳
の
部
屋
で
し
か
寝
た
こ
と
が
な
い
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か
ら
、
あ
ん
な
立
派
な
と
こ
ろ
は
落
ち
着
か
へ
ん
」。
あ
ら
た
め
て
希
望
を
聴
き
直
し
て
何
軒
も
探
し

た
な
か
か
ら
、
古
い
木
造
ア
パ
ー
ト
で
ト
イ
レ
の
横
に
あ
る
三
畳
の
部
屋
を
選
ば
れ
ま
し
た
。
家
賃

は
二
万
七
〇
〇
〇
円
で
す
。
入
居
し
て
か
ら
別
人
み
た
い
に
元
気
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

社
会
的
に
傷
つ
け
ら
れ
た
り
、
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
自
分
が
本
当
に
落
ち
着
け
る

場
所
が
必
要
な
ん
で
す
ね
。
こ
ち
ら
が
押
し
付
け
ち
ゃ
う
と
ダ
メ
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
私
は
「
聴
く
」

と
い
う
こ
と
を
徹
底
し
た
い
の
で
す
。

私
は
こ
れ
ま
で
約
二
百
人
の
労
働
者
に
ア
パ
ー
ト
に
入
る
た
め
の
お
金
を
貸
し
て
き
ま
し
た
。
ほ

と
ん
ど
返
っ
て
き
ま
し
た
。
ひ
と
り
の
人
が
「
嬉
し
か
っ
た
の
は
、
借
用
書
も
と
ら
ず
に
ア
パ
ー
ト

へ
入
る
お
金
を
ポ
ン
と
貸
し
て
く
れ
た
こ
と
。
わ
し
を
信
じ
て
く
れ
た
こ
と
。
だ
か
ら
お
金
を
返
さ

ん
こ
と
に
は
落
ち
着
か
ん
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
ア
パ
ー
ト
探
し
や
生
活
の
安
定
を
き
っ
か
け

に
し
て
、
最
終
的
に
「
自
分
も
か
け
が
え
の
な
い
大
切
な
人
間
や
」
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
も
ら
う

こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
し
た
。

あ
ら
た
め
て
自
分
の
人
生
を
誰
の
た
め
に
使
う
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
労
働
者
が
生
き
て

こ
ら
れ
た
人
生
に
ふ
れ
て
、
私
も
多
く
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
釜
ヶ
崎
は
、
学

校
だ
と
思
い
ま
す
。

看
護
師
に
な
っ
た
の
は
、
ネ
パ
ー
ル
で
医
療
活
動
を
し
た
か
っ
た
か
ら
で
す
が
、
私
が
追
い
求
め

て
い
た
の
は
、
ネ
パ
ー
ル
と
い
う
国
と
か
場
所
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
こ
こ
釜
ヶ
崎
で
、
私
が
本
当
に
求

め
て
い
た
も
の
と
出
会
い
つ
つ
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

（
取
材
　
中
島
悦
子
）

いりさ　あけみ
ネパールで医療活動をしていた岩村昇医師にあこがれ、看護師
になる。その後、岩村医師の勧めで、1980年よりボランティ
ア・ケースワーカーとして大阪・釜ヶ崎で日雇い労働者の相談
活動に従事。当初４年間はキリスト教釜ヶ崎越冬委員会に所属
し、その後６年間は支援会に支えられ、以後は個人で活動を続
けている。
著書に『地下足袋の詩』（東方出版）、『ねえちゃんごくろうさ
ん』（キリスト新聞社）、『貧魂社会ニッポンへ──釜ヶ崎から
の発信』（共著、アットワークス）などがある。
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特 集

やめてんか！　
福祉の市場化は

～特別養護老人ホームの規制緩和は、
福祉全体にかけられた問題～

昨今の国の福祉政策は、人としての生活、家族、そして、つながる社会

が抜け落ちている「非社会福祉」と言えます。特別養護老人ホームの待機

者増の解決策に、ある新聞が“市場化を促進することが、雇用確保と待機

問題解決の一石二鳥”のような主張をしました。

「“新しい公共”は、民間の力を引き出すことが新しいとしているが、

結局、国の責任でしなければならないことを財政が厳しいという理由で放

棄している。社会福祉法人が公の責任を追求しながらこれまで果たしてき

た役割まで“社会事業法人”に変えようとする。もう一方で、保育や介護

を内需拡大で企業が展開しやすいようにする政策を進め、社会福祉法人の

意見をほとんど聞かない」「都市でも地方でも、この凄まじい変化は昭和

の時代と少し様相が違う。単なる福祉の切り捨てでなく、福祉を悪くしな

がら収奪していく」……9月4日の総合社会福祉研究所定期総会で出され

た意見です。

特別養護老人ホームの法人規制撤廃や最低限の生活確保の放棄（ナショ

ナル・ミニマムの事実上解体）は、高齢者問題にとどめず、保育や障害分

野等の市場化と連動する国民への攻撃だということを私たちは見通さなけ

ればなりません。今、何が起ころうとしているのか、自分たちの分野にもイ

メージを広げ、その本質と狙いを緊急座談会から考え合いたいと思います。

(編集主幹)
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い
の
こ
の
里
は
、
全
室
個
室
ユ
ニ
ッ

ト
ケ
ア
で
は
な
く
、
四
人
部
屋
と
個
室

が
混
在
す
る
従
来
型
の
特
養
で
す
。
今

は
全
室
個
室
が
原
則
で
す
よ
ね
。
私
は

介
護
保
険
が
は
じ
ま
る
前
か
ら
老
人
福

祉
の
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
当
時
、

個
室
は
二
〜
三
割
し
か
認
め
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
個
室
は
あ
く
ま
で
も

認
知
症
な
ど
が
あ
っ
て
四
人
部
屋
の
よ

う
な
共
同
生
活
が
困
難
な
方
に
対
す
る

特
別
な
居
室
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の

で
す
。

し
か
し
、
憲
法
二
五
条
で
言
う
と
こ

ろ
の
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の

生
活
」
を
営
む
た
め
の
住
空
間
の
あ
り

方
と
し
て
、
個
室
を
基
本
と
す
る
声
が

高
ま
り
、
今
の
よ
う
な
一
〇
〇
％
個
室

個
室
化
問
題
―
―
待
機
者
を
理
由
に
、

最
低
基
準
を
な
し
崩
し
的
に
緩
和

正
森

当
法
人
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
い
の
こ
の
里
（
以
下
「
い
の
こ
の
里
」）

は
、
介
護
保
険
が
ス
タ
ー
ト
し
た
二
〇

〇
〇
年
の
一
一
月
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し

た
。
八
〇
床
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

（
以
下
「
特
養
」）
の
他
に
、
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
一
一
床
、
あ
わ
せ
て
九
一
床
の

ベ
ッ
ド
を
持
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
一

二
人
定
員
の
認
知
症
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
派
遣
、
診
療
所

（
内
科
・
小
児
科
）、
ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン

タ
ー
な
ど
、
総
合
的
な
高
齢
者
福
祉
の

取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

特別養護老人ホームを
市場化のもとにさらしてもよいのか！
【対談者】

正森
まさもり

克也
かつ や

（21世紀・老人福祉の向上をめざす施設連絡会事務局長／

社会福祉法人こばと会法人事務局長）

石倉
いしくら

康次
やす じ

（立命館大学教授／総合社会福祉研究所理事長）

最
近
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
め
ぐ
る
状
況


