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   １ｐ    －金閣寺 

２ｐ    －７月７日「情勢を共有する学習会」報告：中村尚子  

３ｐ    －今、障害児支援で大切なこと：近藤直子 

４ｐ・５ｐ －立川市母子死亡事件から障害児支援を考える：中村尚子 

６ｐ    －＊児童福祉法に基づく「省令案」についてのパブリックコメント 

      －＊秋からの行動 １１月２６日障全協交渉に参加しましょう 
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ア
ツ
イ
ゾ
ー
！>

 
 

「暑
い
！
！
」と
し
か
こ
と
ば
が
浮
か
ば
な
い
毎
日
で
す
。
叫
ん

だ
か
ら
涼
し
く
な
る
わ
け
で
も
、
気
分
が
す
っ
き
り
す
る
わ
け
で

も
な
い
の
で
す
が
、
つ
い
口
か
ら
出
て
し
ま
い
ま
す
。
全
国
各
地

で
子
育
て
、
療
育
、
保
育
、
相
談
な
ど
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
る
皆

さ
ん
、
お
元
気
で
す
か
？ 

 

国
会
周
辺
で
「原
発
再
稼
動
反
対
！
」の
熱
い
叫
び
が
回
を
重

ね
る
ご
と
に
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
万
単
位
で
人
が
集
ま
り
、

マ
ス
コ
ミ
も
無
視
が
出
来
な
く
な
る
ほ
ど
の
熱
気
が
渦
巻
い
て
い

ま
す
。
東
日
本
大
震
災
で
の
原
発
事
故
も
ま
だ
収
束
し
て
い
な

い
と
き
に
、
も
う
再
稼
動
す
る
な
ん
て
考
え
ら
れ
な
い
事
を
野

田
政
権
は
や
っ
て
の
け
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

そ
ん
な
中
で
も
、
福
島
市
の
児
童
発
達
支
援
事
業
所
さ
く
ら

の
子
ど
も
達
は
、
今
年
は
プ
ー
ル
に
入
っ
て
楽
し
ん
で
い
る
と
電

話
で
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
陸
前
高
田
の
保
育
所
の
子
ど
も

達
は
夏
祭
り
を
園
庭
で
楽
し
ん
だ
と
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
全

国
の
子
ど
も
達
が
、
た
く
さ
ん
の
楽
し
い
思
い
出
が
作
れ
る
夏
で

あ
り
ま
す
よ
う
に
。 

<

な
ん
か
？
？
？ 

>
 

 

４
月
か
ら
の
障
害
児
支
援
の
仕
組
み
が
大
き
く
変
わ
り
ま
し

た
。
現
場
の
混
乱
は
相
当
な
も
の
で
し
た
が
、
そ
の
影
響
は
思
わ

ぬ
と
こ
ろ
に
も
出
て
い
ま
す
。
関
西
の
特
別
支
援
学
校
の
先
生
か

ら
「放
課
後
の
様
子
が
変
わ
っ
た
」と
聞
き
ま
し
た
。
下
校
時
、
校

門
の
前
に
は
「△
△
株
式
会
社
放
課
後
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
○
○
○
」

と
か
か
れ
た
送
迎
の
車
が
た
く
さ
ん
並
ぶ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、

保
護
者
の
車
も
あ
り
校
門
前
は
大
混
乱
。
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
所
が
た
く
さ
ん
誕
生
し
た
影
響
で
し
ょ
う
。
利
用
で

き
る
社
会
資
源
が
増
え
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
が
、
豊
か

な
放
課
後
の
作
り
方
を
み
ん
な
で
考
え
る
事
が
必
要
だ
と
思
い

ま
し
た
。  
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七
月
七
日
、
梅
雨
の
合
間
を
ぬ
っ
て
持
ち
込
ま
せ
な
い

会
情
勢
学
習
会
を
名
古
屋
市
で
開
催
し
ま
し
た
。
各
地

か
ら
六
〇
人
が
参
加
。
四
月
の
改
正
児
童
福
祉
法
の
動

向
な
ど
各
地
か
ら
の
声
を
含
め
て
、
全
体
情
勢
を
報
告

し
ま
す
。 

 

「
総
合
支
援
法
」
成
立
、
政
策
委
員
会
ス
タ
ー
ト 

 

ま
ず
全
体
の
障
害
者
制
度
改
革
の
動
向
で
す
。
六
月

二
〇
日
、
自
立
支
援
法
を
廃
止
し
て
「骨
格
提
言
」に
も

と
づ
く
新
法
を
と
い
う
多
く
の
人
び
と
の
願
い
を
無
視

し
て
、
「障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」(

総
合
支
援
法
）が
国
会

で
成
立
し
ま
し
た
。
二
〇
一
〇
年
一
二
月
に
自
立
支
援

法
を
改
正
し
た
（こ
の
と
き
に
児
童
福
祉
法
も
改
正
。
と

も
に
一
二
年
四
月
か
ら
施
行
）こ
と
で
「問
題
は
解
消
さ

れ
た
」の
で
大
き
な
中
身
は
変
え
な
く
て
も
よ
い
が
、
廃

止
す
る
と
言
っ
た
手
前
、
自
立
支
援
法
と
い
う
法
律
名

称
は
変
え
ま
し
ょ
う
と
い
う
の
が
政
府
の
基
本
的
な
姿

勢
で
す
。
法
律
名
を
変
え
た
だ
け
で
、
利
用
費
用
の
応

益
負
担
や
障
害
程
度
区
分
な
ど
、
自
立
支
援
法
を
無
修

正
に
引
き
継
い
で
い
ま
す
（そ
の
問
題
点
な
ど
は
前
号
の

「会
報
」参
照
）。 

 

し
か
し
、
応
益
負
担
が
な
く
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
子

ど
も
の
分
野
の
現
実
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
す
。
家
族
の

収
入
に
よ
っ
て
費
用
負
担
が
決
ま
る
児
童
分
野
は
、
な

ん
ら
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
利
用
し
た
サ
ー

ビ
ス
に
応
じ
て
支
払
う
応
益
負
担
と
い
う
し
く
み
を
維

持
し
た
ま
ま
、
収
入
に
応
じ
て
費
用
負
担
を
軽
減
す
る

制
度
設
計
の
本
質
を
問
い
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

二
〇
一
〇
年
一
月
以
来
、
障
害
者
権
利
条
約
批
准
に

照
準
を
合
わ
せ
て
、
今
後
の
制
度
改
革
を
議
論
し
て
き

た
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
会
議
は
そ
の
役
割
を
終

え
、
七
月
二
三
日
、
障
害
者
基
本
法(

二
〇
一
一
年
八
月

改
正
法
施
行
）に
規
定
さ
れ
る
「障
害
者
政
策
委
員
会
」

が
第
一
回
の
会
合
を
開
催
し
ま
し
た
。
推
進
会
議
同

様
、
委
員
の
多
く
が
障
害
当
事
者
や
団
体
の
代
表
で

す
。
し
か
し
、
運
営
を
仕
切
る
の
は
内
閣
府
（村
木
厚
子

共
生
社
会
政
策
担
当
な
ど
）と
関
係
省
庁
。
ま
た
推

進
会
議
と
は
違
い
非
公
開
で
す
。 

 

政
策
委
員
会
に
対
し
て
、
障
害
の
あ
る
子
ど
も
と

保
護
者
の
ね
が
い
を
ど
う
と
ど
け
る
か
、
ま
た
全
国

各
地
の
現
実
を
議
論
に
ど
う
反
映
さ
せ
る
か
、
持
ち

込
ま
せ
な
い
会
の
活
動
が
重
要
に
な
っ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
な
お
、
推
進
会
議
と
総
合
福
祉
部
会

で
「障
害
児
」の
分
野
を
担
当
し
て
い
た
大
谷
恭
子
弁

護
士
は
、
ひ
き
つ
づ
き
政
策
委
員
と
な
り
ま
し
た
。 

  

改
正
児
福
法
の
こ
れ
か
ら 

 

名
古
屋
学
習
会
で
、
近
藤
直
子
副
代
表
は
乳
幼
児

健
診
か
ら
早
期
療
育
へ
、
い
か
に
て
い
ね
い
に
つ
な
い

で
い
く
か
が
カ
ギ
だ
と
強
調
。
そ
の
た
め
に
、
健
診
後

の
保
健
セ
ン
タ
ー
で
の
フ
ォ
ロ
ー
教
室
や
通
園
事
業

の
プ
レ
教
室
な
ど
を
、
市
町
村
の
現
状
に
応
じ
て
開

設
し
て
い
く
こ
と
が
と
て
も
大
事
な
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
内
容
は
、
「呼
び
出
し
て
指
導
」と
い
う
の

で
は
な
く
、
子
ど
も
と
親
が
「楽
し
か
っ
た
。
ま
た
行

っ
て
み
た
い
」と
思
う
よ
う
な
も
の
に
し
た
い
も
の
で

す
。 

 

母
子
保
健
の
充
実
の
上
に
公
的
責
任
で
療
育
の
場

に
つ
な
い
で
い
く
、
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
改
正
児
福
法

の
相
談
支
援
事
業
や
児
童
発
達
支
援
を
位
置
づ
け
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
法
定
化
さ
れ
た
自
立

支
援
協
議
会
を
よ
り
よ
い
も
の
、
風
通
し
の
よ
い
も

の
に
し
て
い
っ
て
「子
ど
も
部
会
」な
ど
を
有
効
に
し
て

い
く
こ
と
も
大
切
で
す(

自
立
支
援
協
議
会
の
活
用

に
つ
い
て
は
前
号
会
報
の
宮
崎
市
か
ら
の
報
告
を
参

照
）。 

 

学
習
会
で
は
、
①
児
童
発
達
支
援
な
ど
障
害
児
通

所
支
援
の
再
編
、
②
保
育
所
等
訪
問
支
援
、
③
障
害

児
相
談
支
援
事
業
な
ど
に
焦
点
を
あ
て
て
話
し
合
い

ま
し
た
。 

◎
市
町
村
移
行
に
伴
う
手
続
き
の
遅
れ 

 

法
改
正
か
ら
一
年
三
か
月
で
の
施
行
。
準
備
の
遅

れ
は
否
め
ま
せ
ん
。
障
害
児
通
所
支
援
の
通
所
決
定

は
、
児
童
福
祉
法
は
「み
な
し
規
定
」
が
あ
る
と
は
い

え
、
市
町
村
に
と
っ
て
は
新
し
い
仕
事
で
す
。
六
月
に

や
っ
と
市
の
説
明
が
あ
っ
た
、
受
給
者
証
の
発
行
が

遅
れ
て
い
る(

「届
か
な
い
」と
苦
情
）、 

重
要
事
項
説
明
も
す
べ
て
改
め
た
の
で
そ
の
作
業
、

保
護
者
へ
の
説
明
に
手
間
取
っ
て
い
る
な
ど
の
声
が

聞
か
れ
ま
し
た
。
児
童
発
達
支
援
の
あ
る
地
域
、
な

い
地
域
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
か
ら
、
県
レ
ベ
ル
が
広

域
調
整
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
意

見
も
出
さ
れ
ま
し
た
。 

◎
児
童
発
達
支
援
事
業
が
増
え
た
？ 

 

こ
れ
ま
で
の
知
的
障
害
児
通
園
施
設
な
ど
は
お

お
む
ね
改
正
児
福
法
に
従
っ
て
、
児
童
発
達
支
援
セ

ン
タ
ー
に
移
行
し
て
も
、
子
ど
も
の
通
園
に
大
き
な

変
更
は
な
い
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
肢
体
不
自

由
児
通
園
の
中
に
は
医
療
型
で
は
な
く
児
童
発
達

支
援
セ
ン
タ
ー
に
な
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。 

 

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス(

児
童
発
達
支
援
事
業
）は

新
規
開
設
が
相
次
い
で
い
る
と
の
発
言
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
影
響
か
、
例
年
だ
と
四
月
五
月
く
ら
い

で
定
員
い
っ
ぱ
い
に
な
る
の
に
通
園
児
が
減
っ
た
と

い
う
園
か
ら
は
、
児
童
発
達
支
援
事
業
の
中
に
は
ド

ア
ツ
ー
ド
ア
の
送
迎
を
し
て
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、

「便
利
さ
」か
ら
そ
こ
を
希
望
す
る
保
護
者
も
い
る

の
で
は
な
い
か
、
し
か
し
、
あ
る
事
業
所
は
保
護
者

会
な
ど
も
な
い
、
ど
ん
な
療
育
内
容
な
の
か
不
安

が
あ
る
と
い
う
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

株
式
会
社
の
参
入
も
あ
り
ま
す
。
首
都
圏
に
あ
る

株
式
会
社
の
事
業
所
の
ひ
と
つ
は
、
駅
前
の
雑
居
ビ

ル
五
階
。
「個
別
指
導
」を
掲
げ
た
「
療
育
」が
売
り

で
す
が
園
庭
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も

「外
遊
び
」や
「散
歩
」は
療
育
の
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
は

考
え
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
こ
う
し
た
事
業
所
も
市

役
所
の
事
業
所
一
覧
に
載
り
、
受
給
者
証
と
一
緒

に
親
の
手
元
に
届
き
、
「選
択
」の
対
象
に
。
こ
こ
も

「九
割
の
給
付
費
」で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。 

◎
保
育
所
等
訪
問
支
援
の
混
迷 

 

障
害
の
な
い
子
ど
も
と
同
じ
「一
般
施
策
」の
な
か

で
障
害
の
あ
る
子
ど
も
に
特
別
な
支
援
を
す
る
と

い
う
趣
旨
で
、
総
合
福
祉
部
会
な
ど
で
も
「推
奨
」

さ
れ
た
保
育
所
等
訪
問
支
援
。
ま
だ
積
極
的
な
利

用
事
例
は
報
告
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
さ
ま
ざ
ま
な

改
善
課
題
が
あ
り
そ
う
で
す
。
こ
れ
を
推
奨
し
て

き
た
宮
田
善
広
氏
は
、
障
害
受
容
を
し
て
い
な
い
場

合
は
療
育
等
支
援
事
業
、
受
容
し
て
い
る
場
合
は

保
育
所
等
訪
問
支
援
を
、
と
説
明
し
て
い
る
そ

う
で
す
が
、
療
育
等
支
援
事
業
か
ら
手
を
引
く

と
言
っ
て
い
る
自
治
体(

大
阪
府
）や
「一
人
に
一

年
間
し
か
適
用
し
な
い
の
で
一
年
以
内
に
保
護

者
の
障
害
受
容
を
さ
せ
て
受
給
者
証
を
と
る
よ

う
に
」と
言
っ
て
い
る
自
治
体
も
あ
り
ま
す(

広
島

県
）。 

 

一
方
、
保
育
所
か
ら
「子
ど
も
を
見
て
ほ
し
い
」

と
い
う
ニ
ー
ズ
は
と
て
も
多
く
、
京
都
市
は
こ
れ

に
積
極
的
に
こ
た
え
る
方
向
の
施
策
も
は
じ
め

ま
し
た
。 

 

療
育
等
支
援
事
業
、
自
治
体
単
独
の
巡
回
相

談
事
業
な
ど
を
維
持
発
展
さ
せ
る
こ
と
と
あ
わ

せ
て
、
新
規
の
保
育
所
等
訪
問
支
援
を
活
用
し

て
い
く
こ
と
が
大
事
な
運
動
の
課
題
で
す
。 

◎
児
福
法
に
変
わ
っ
て
も 

自
立
支
援
法
の
本
質
は
不
変 

 

地
域
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
よ
う
と
児
童
発
達
支
援

事
業
を
は
じ
め
た
が
非
正
規
職
員
で
対
応
せ
ざ

る
を
得
な
い
、
「九
割
保
障
」が
見
直
さ
れ
る
方

向
な
の
で
欠
席
児
が
多
い
と
施
設
運
営
が
不
安

定
に
な
る
（毎
朝
、
欠
席
が
あ
る
と
、
通
園
日
で

は
な
い
子
ど
も
に
電
話
を
す
る
こ
と
が
日
課
、
と

い
う
声
。
電
話
さ
れ
た
親
は
喜
ん
で
通
園
す
る

の
で
、
毎
日
通
え
る
場
を
つ
く
る
こ
と
も
課

題
）、
保
育
所
等
訪
問
支
援
は
保
育
料
の
二
重
払

い
で
は
な
い
か
と
思
う
が
こ
れ
も
「応
益
負
担
」の

原
則
が
あ
る
か
ら
生
じ
て
い
る
矛
盾
と
い
え
る
、

な
ど
な
ど
、
根
本
の
自
立
支
援
法
の
根
っ
こ
が
児

童
福
祉
法
に
し
っ
か
り
移
植
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

訴
え
る
発
言
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

こ
れ
か
ら
、
も
っ
と
も
っ
と
、
子
ど
も
と
親
に
と

っ
て
、
「ほ
ん
も
の
の
療
育
と
は
何
か
」が
問
わ
れ

る
時
代
が
く
る
と
い
え
ま
す
。 

 

「こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
」「こ
れ
は
ど
う
な
っ
て

い
る
の
」な
ど
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
起
こ
っ
て
い
る

こ
と
を
、
ぜ
ひ
、
持
ち
込
ま
せ
な
い
会
に
お
寄
せ

く
だ
さ
い
。
そ
の
声
を
、
障
害
者
政
策
委
会
と
厚

生
労
働
省
に
、
じ
か
に
届
け
ま
し
ょ
う
！ 

  

１
２
年
夏
、
障
害
者
制
度
改
革
と
障
害
児
福
祉
の
情
勢 

 
                              

中
村
尚
子 
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一、乳幼児期の療育に求められるもの 

  制度がコロコロ変わることで現場は振り回されがちだと思いますが、そういう時だからこそ、子どもと

家族にとって何が大切なのか、基本を踏まえておきたいものです。 

 

① 気軽に利用できる場を身近な地域に 

乳幼児期の療育は本来身近な地域に保障されるべきものです。乳幼児は幼く、保護者も遠くには出

かけにくいものです。療育とは一人ひとりの子どもの持ち味を活かし、しんどさに手を当てて取り組む、

ていねいな子育て・保育のことです。ていねいな子育てのためにも、毎日遠くにでかけるような不自然

な生活ではなく、身近なところで相談できたり子どもが遊べたりしなくてはなりません。ところが療育の

場の整備状況には地域格差が大きく、県境を越えて療育を受けなければいけない子どももいるのが

現実です。 
 

② ていねいな子育て・保育のしくみとして大切なこと 

 ていねいな子育て・保育は、本来ゼロ歳の時期から保障されるべきものです。 

ゼロ歳時期には、生活リズムを整え保護者と楽しく交流するために、充実した目覚めを保障する遊び

や、子どもの身体の状況を踏まえた活動が求められます。ゼロ歳児から利用できる療育の場があるで  

しょうか。 

 「育てにくさ」をもつ 1・2歳児が 10％いるといわれていますが、親子の間にマイナスな循環ができや

すいのがこの時期です。落ち着きが無い、かんしゃくがひどい、噛み付く等、手のかかる子どもも、「親

子教室」や「親子療育」のような小さい集団では、楽しく集中して活動に取り組む姿を示します。そんな

子どもの姿によって親の気持ちが安定すると、親子の間に「可愛い」「好き」というプラスの循環が生ま

れます。そんな小集団の活動を、診断も費用負担も無しに利用できる仕組みが必要です。いわゆる

｢気づきの支援｣ですが、現在の療育の仕組みでは対応できず、療育支援事業で何とか取り組んでい

るのが現状です。 

 小集団生活を通して生活リズムができたら、3歳児では子どもにふさわしい「単独通園」の場を保護

者が選択すればよいのではないでしょうか。保育所・幼稚園と療育の場の連携がしっかりしていれば、

アフターケアも可能になり、安心して次の場を選択できます。 

 そうしたしくみを自治体に確立していくことが、子育てに見通しを保障するのです。 

 

二、子育てに見通しがもてる「地域システム」を 

 

① 地域の中で親子が安心して暮らすために 

 保健所・保健センター、児童発達支援センター・児童発達支援事業、保育所・幼稚園、学校がつなが

りあって、親子が身近な地域で支援を受けられるように、中学校区・小学校区の単位で何を保障すべ

きかを考えたいものです。「自立支援協議会子ども部会」を通して、子どもと親に保障すべきこと、お互

いに助け合い協力するべきことを話し合ってください。 
 

② 地域の特性を踏まえて 

 療育の場の無い地域は、療育の場作りの計画策定に取り組む必要があります。今年度厚生労働

省が、乳幼児健診と「親子教室」の実態調査を実施しますが、こうした成果も活用したいものです。 

  都市部では、新規事業所が児童発達支援事業に参入してきています。公費を投入して運営される

事業なのですから公共性が問われるべきです。行政の責任として、「自立支援協議会子ども部会」へ

の参加を事業所に義務付けるべきですし、そうした取り組みの中で相互に療育内容を交流し検討しあ

い、乳幼児期の療育の質を全体として引き上げること、身近な地域で安心して療育を受けることのでき

る基礎を固めることが求められるでしょう。手をつなぐ相手を増やしていく取り組みを展開しましょう！ 

今、障害乳幼児支援で大切なこと 
 

「障害乳幼児の療育に応益負担を持ち込ませない会」副代表 近藤直子 

３ 

＜7月 7日「持ち込ませない会」での近藤副代表の講演要旨を掲載します＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２
０
１
２
年
２
月
、
立
川
市
内
の
マ
ン

シ
ョ
ン
で
、
母
親
（45

歳
）
と
男
児
（
Ａ
く

ん
、
４
歳
）が
遺
体
で
発
見
さ
れ
た
事
件

が
あ
り
ま
し
た
。
前
後
し
て
、
高
齢
者

や
障
害
者
を
抱
え
る
家
族
の
餓
死
が
報

じ
ら
れ
、
福
祉
行
政
の
手
が
届
か
な
か

っ
た
同
種
の｢

事
故
」
と
し
て
み
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
３
月

に
立
川
市
が
公
表
し
た
こ
の
「事
例
検

証
」
の
中
間
報
告
を
読
む
と
、
行
政
窓

口
と
の
接
点
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
れ

だ
け
に
「
ど
う
し
て
救
え
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
」
と
い
う
思
い
を
強
く
も
ち
ま
し

た
。
「
中
間
報
告
」
で
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

親
子
が
、
こ
の
国
の
子
育
て
と
療
育
に

問
う
て
い
る
こ
と
は
何
か
を
考
え
て
み

よ
う
と
思
い
ま
す
。 

  
 

 
 発

見
さ
れ
た
時
点
で
、
二
人
は
死
後
、

１
～
２
か
月
と
推
定
さ
れ
、
母
親
の
死

因
は
く
も
膜
下
出
血
。
Ａ
く
ん
の
死
因

は
特
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
胃
の
中

が
か
ら
っ
ぽ
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら

く
餓
死
と
思
わ
れ
ま
す
。
冷
蔵
庫
に
は

食
料
は
残
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。 

 

発
見
の
き
っ
か
け
は
、
ガ
ス
が
使
わ
れ

て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の

管
理
会
社
か
ら
の
通
報
で
す
。
し
か

し
、
そ
れ
よ
り
前
、
新
年
５
日
に
、
市
か

ら
支
給
さ
れ
る
紙
オ
ム
ツ
の
配
達
業
者

が
、
母
親
と
連
絡
が
取
れ
ず
に
配
達
の

日
程
調
整
が
で
き
な
い
こ
と
を
市
（障

害
福
祉
課
）に
連
絡
し
て
い
ま
す
。
お
そ

ら
く
、
母
親
は
こ
の
時
点
で
す
で
に
亡

く
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

  
 

 
 Ａ
く
ん
母
子
が
立
川
市
と
接
点
を
も
っ

た
の
は
、
亡
く
な
る
２
年
前
の
２
０
１
０

年
４
月
。
大
阪
市
か
ら
の
転
入
で
、
同

市
の
保
健
師
か
ら｢

心
理
発
達
フ
ォ
ロ
ー

グ
ル
ー
プ
の
活
動
が
あ
れ
ば
参
加
し
た

い
と
の
母
親
の
希
望
が
あ
る
」と
引
き

継
ぎ
の
電
話
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。
ニ
ュ

ー
ス
で｢

オ
ム
ツ
の
支
給
」を
受
け
て
い

る
こ
と
が
報
道
さ
れ
た
た
め
、
身
体
的

に
重
度
の
障
害
児
を
想
像
し
が
ち
で
す

が
、
Ａ
く
ん
は
実
は
１
歳
半
健
診
で
フ
ォ

ロ
ー
が
必
要
と
さ
れ
た
状
態
で
し
た
。

療
育
手
帳
（愛
の
手
帳
）は
最
初
３
度
、

翌
年
１
１
年
（た
ぶ
ん
３
歳
）に
は
２
度
に

変
更
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
も
２
級
か

ら
１
級
に
認
定
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

中
間
報
告
に
報
告
し
た
市
の
部
署
は

２
部
４
課
。
そ
の
お
も
な
か
か
わ
り
は
つ

ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。 

○
福
祉
保
健
部
健
康
推
進
課
母
親
の 

求
め
に
応
じ
て
Ａ
く
ん
の
医
療
機
関

紹
介
、
母
親
の
体
調
の
相
談
、
３
歳

児
健
診 

○
同
部
障
害
福
祉
課
オ
ム
ツ
支
給
、
重

度
心
身
障
害
児
手
当
、
タ
ク
シ
ー
・

ガ
ソ
リ
ン
券
、
障
害
児
福
祉
手
当
の

申
請
、
支
給 

○
子
ど
も
家
庭
部
子
育
て
推
進
課
児 

童
扶
養
手
当
、
児
童
育
成
手
当
、
子

ど
も
手
当
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療

証
、
乳
幼
児
医
療
証
（申
請
、
現
況

届
）、
母
親
の
通
院
時
の
フ
ァ
ミ
リ
ー

サ
ポ
ー
ト
事
業
（一
時
預
か
り
） 

○
同
部
保
育
課 

母
親
の
通
院
の
た
め 

の
一
時
保
育
、
入
園
申
請
や
保
育
所

見
学
、
通
園
施
設
の
外
来
療
育 

  
 

  

Ａ
く
ん
の
障
害
の
状
態
は
正
確
に
は

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
知
的
な
面
で
重
度

の
障
害
を
も
っ
て
い
る
子
ど
も
で
、
発

語
も
少
な
か
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま

す
。
新
し
い
土
地
で
は
じ
め
た
生
活
。
最

初
に
受
診
し
た
病
院
で｢

療
育
指
導
が

必
要
」と
言
わ
れ
た
母
親
は
、
健
康
推

進
課
に｢

医
療
機
関
を
紹
介
し
て
ほ
し

い
」と
電
話
し
て
い
ま
す
。
Ａ
く
ん
は
紹

介
さ
れ
た
二
つ
の
病
院
で
、
月
１
～
２

回
の
作
業
療
法
で
と
２
週
に
１
回
の
言

語
訓
練
を
受
け
て
い
ま
し
た
。 

 

一
方
、
す
す
め
ら
れ
て
集
団
療
育
の

場
に
も
ア
ク
セ
ス
し
て
い
ま
す
。
転
入
後

３
カ
月
く
ら
い
し
て
、
通
園
施
設
（市
立

の
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）の
外
来
母
子

通
園
事
業
を
見
学
、
そ
の
後
９
回
、
こ
こ

に
参
加
。
し
か
し
、
Ａ
く
ん
が
集
団
に
な

じ
み
に
く
い
の
で
医
療
機
関
の
個
人
療

育
を
中
心
に
し
た
い
と
、
母
親
は
通
園

を
中
止
し
ま
し
た
（同
園
の
通
常
の
療

育
は
母
子
分
離
で
午
後
ま
で
）。 

 

保
育
園
へ
の
入
園
も
試
み
て
い
ま
す
。

外
来
母
子
通
園
と
同
時
期
に
１
回
目
の

申
請
を
し
て
こ
れ
は
空
き
な
し
。
２
回

目
は
２
０
１
１
年
４
月
の
入
園
を
め
ざ
し

て
申
請
し
、
こ
の
と
き
は
入
園
が
決
定

し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
終
的
に
は

Ａ
く
ん
の
病
院
で
の｢

療
育
」を
理
由
に

辞
退
。
こ
の
年
の
１
２
月
、
つ
ま
り
亡
く

な
る
１
か
月
ほ
ど
前
に
、
保
育
課
に
母

親
ら
し
い
女
性
か
ら
の
入
園
相
談
の
電

話
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
申
請
は
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
保
育
園
も
納
得
し
て
Ａ
く

ん
を
託
せ
る
場
所
だ
と
は
思
え
な
か
っ

自
己
責
任
の
子
育
て
に
終
止
符
を 

立
川
市
母
子
死
亡
事
件
か
ら
障
害
児
支
援
を
考
え
る 

中
村
尚
子 

 
お
母
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
… 

使
え
る
サ
ー
ビ
ス
は
使
っ
て
い
た 

Ａ
く
ん
と
療
育 

４ 

＜全障研しんぶん 5月号より転載＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た
よ
う
で
す
。 

 
こ
の
ほ
か
、
死
因
と
つ
な
が
る
こ
と
に

な
る
頭
痛
で
母
親
が
検
査
や
通
院
す
る

さ
い
、
保
育
園
や
市
の
事
業
で
あ
る
個

人
宅
で
の
一
時
保
育
を
た
び
た
び
利
用

し
て
い
ま
し
た
。 

  
 

  

こ
の
よ
う
に
行
政
の
窓
口
と
の
接
触

が
多
か
っ
た
の
に
「な
ぜ
…
」
と
い
う
思

い
が
わ
い
て
き
ま
す
。
こ
の｢

事
例｣

を
見

直
す
上
で
、
決
定
的
と
も
い
え
る
母
親

の
言
葉
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

「
『
療
育
に
通
う
こ
と
で
、
安
心
で
き

る
』
と
話
す
一
方
で
、
『母
と
し
て
精
一

杯
や
っ
て
い
る
の
に
、
〝
～
し
て
く
だ
さ

い
〟
や
〝
～
し
た
方
が
よ
い
〟
と
言
わ

れ
る
こ
と
が
ス
ト
レ
ス
で
つ
ら
い
』
と
話

し
て
い
ま
し
た
。
」 

 

３
歳
児
健
診
の
あ
と
の
相
談
で
漏
ら

し
た
言
葉
で
す
。
し
か
し
、
医
療
機
関
の

療
育
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
継
続
し

た
相
談
の
必
要
は
な
い
と
母
親
か
ら
言

わ
れ
、
母
子
保
健
で
は
フ
ォ
ロ
ー
は
さ

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

母
親
は
、
Ａ
く
ん
の
言
葉
が
出
る
こ
と

や
期
待
さ
れ
る
行
動
が
表
出
す
る
こ
と

を
求
め
て
、
医
療
機
関
に
通
っ
た
の
で
し

ょ
う
。
残
念
な
が
ら
、
Ａ
く
ん
は
１
歳
半

健
診
で
経
過
観
察
の
必
要
性
が
指
摘
さ

れ
た
あ
と
、
継
続
的
な
ケ
ア
や
子
ど
も

と
し
て
楽
し
く
育
つ
た
め
の
療
育
を
受

け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。｢

集

団
に
な
じ
み
に
く
い
か
ら
」と
個
別
の
訓

練
を
望
む
母
親
に
、
伴
走
し
つ
つ
心
の

内
を
受
け
と
め
る
保
健
師
や
保
育
士
と

出
会
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

ま
た
親
ど
う
し
の
友
人
を
得
る
こ
と
も

な
く
、
母
親
は
ひ
た
す
ら
一
人
で
Ａ
く

ん
と
向
き
あ
い
、
病
に
倒
れ
た
の
で
す
。 

 

市
の
一
時
預
か
り
の
事
業
を
利
用
す

る
に
も
、
わ
ざ
わ
ざ
離
れ
た
お
宅
を
紹

介
し
て
も
ら
う
な
ど
、
孤
独
を
深
め
て

い
た
よ
う
す
も
う
か
が
え
ま
す
。 

  
 

   
 「検

証
」の
中
間
報
告
と
し
て
、
関
わ
っ

た
市
の
４
課
が
、
①
親
の
健
康
状
態
の

把
握
、
②
課
内
の
情
報
共
有
と
連
携
、

③
サ
ー
ビ
ス
提
供
中
・終
了
後
の
フ
ォ
ロ

ー
の
３
点
か
ら
今
後
の
課
題
を
整
理
し

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
同
様
の
事
例
が
な

い
か
確
認
し
、
「ひ
と
り
親
家
庭
で
障
害

児
を
抱
え
る
家
庭
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ

対
応
を
す
る
」「情
報
の
共
有
化
と
継

続
的
な
点
検
」、
中
長
期
的
に
「地
域
の

見
守
り
シ
ス
テ
ム
の
構
築
」と
い
っ
た
方

策
の
必
要
性
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
こ
の｢

事
例｣

が
問
い
か
け
て

い
る
こ
と
は
、
特
別
に
困
難
を
も
つ
親

子
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、｢

見
守
る
」策
を
講
じ

る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
子
ど
も
の
障
害

を
な
ん
と
か
し
よ
う
と
一
人
で
も
が
い

て
い
た
母
親
の
姿
を
ま
ず
直
視
す
べ
き

だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
は｢

ひ
と
り
親

家
庭
」だ
け
が
抱
え
る
課
題
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

 

乳
幼
児
健
診
後
、
発
語
や
発
達
全
般

の
遅
れ
が
わ
か
っ
た
と
き
、
時
間
を
空

け
る
こ
と
な
く
子
ど
も
が
楽
し
く
通
え

る
場
に
つ
な
ぐ
こ
と
、
子
ど
も
の
育
ち
に

つ
い
て
語
り
合
う
こ
と
を
土
台
に
し
て
、

親
が
障
害
を
理
解
す
る
場
に
参
加
で
き

る
こ
と
。
そ
ん
な
場
を
つ
く
る
こ
と
こ
そ

が
行
政
の
仕
事
で
す
。 

 

４
月
か
ら
改
正
児
童
福
祉
法
の
も
と

で
、
通
園
の
場
に
通
う
こ
と
に
関
し
て
、

行
政
の
関
与
が
ま
す
ま
す
遠
の
き
ま
し

た
。
ま
た
、
障
害
種
別
の
通
園
が
一
元

化
さ
れ
て
も
、
通
園
が
待
機
に
な
る
現

実
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
待
機
に
な
っ
て

代
わ
り
の
場
を
探
す
の
も
親
の
責
任
。

そ
ん
な
な
か
で
、｢

私
が
何
と
か
し
な
け

れ
ば
」と
追
い
詰
め
ら
れ
る
親
も
い
ま

す
。
子
ど
も
・子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
の
も

と
で
は
、
保
育
園
は
障
害
が
あ
る
子
か

ら
ま
す
ま
す
遠
く
な
り
ま
す
。 

 

Ａ
く
ん
親
子
が
社
会
に
問
う
て
い
る
こ

と
、
そ
れ
は
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
療

育
へ
の
公
的
責
任
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。 
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孤
独
な
子
育
て 

療
育
の
実
施
責
任
を 

あ
い
ま
い
に
し
て
は
い
け
な

い 

全国発達支援通園事業連絡協議会 全国大会 in 京都 

大会テーマ 

「ほっこりなごんでまたいこか～変わりゆくものを支える変わらないもの

～」 

日時：10 月 6 日（土）・7 日（日） 

場所：京都全日空ホテル   参加費：５，０００円 

基調講演：近藤直子氏「発達と子育てを支える療育の役割を考える」 

その他療育の役割を考えるシンポジウムや情勢報告（厚生労働省より）など盛

りだくさんです。是非秋の京都にお越しください！ ５ 



 

 

 

 

 

 

 

 

１、児童発達支援事業の人員配置基準に関して 

① 「指導員又は保育士」を「児童福祉法」に基づく「児童指導員又は保育士」にすべき。 

 ※乳幼児期の障害児の発達支援には、健康的な生活リズムの形成と親との良い関係の形成が不

可欠です。何よりも発達上に困難を抱えた子どもの発達を理解し、子どもが楽しめる遊びと教材

を提供する専門的な力量が求められる事業です。また親の不安や悩みに応える専門的な力量も

求められます。単なるレスパイト事業やワンストップ事業ではありません。 

  したがって、従事する職員は最低でも保育士か、4年制大学で心理学・教育学・社会福祉学を学ん

だものでなければなりません。 

  こうした資格をもたない保護者たちが運営している事業所もあると聞いていますが、保護者はピア

カウンセリングを担当できるとしても、障害児支援の専門家ではありません。障害児の発達を理

解し療育内容を組織しうる専門家は、特別支援学校教員ОＢなど地域に多数おられるはずです。 

② 人員配置に関しては、旧「知的障害児通園施設」の 4対 1を基本にして、3歳未満児を含む場合

の加算制度を設けるべきです。 

 

２、人権に直結する運営基準等に関して 

① 虐待の禁止を明記すべきです。 

 

３、その他の事項に関して 

① 自立支援協議会子ども部会への参加義務の明記。 

 ※公費を用いて運営される事業においては、事業に対する自治体の責任において、事業所が地域

に役立つ運営になるようにすべきです。地域の保健センター・保育所や幼稚園、学校と連携して

事業運営がなされることが、乳幼児期の障害児支援の公共性の最低条件です。そのためには、

障害児の発達と保護者の今後の子育てにとって意味ある事業として位置づくような、自治体のシ

ステムづくりが不可欠です。事業所が「子ども部会」に参加し積極的な役割を果たすように、参加

を義務付けてください。 

＜近藤直子 大学教員＞ 

 

 

 

 

 

 

１１月２６日（月） 

障害者の生活と権利を守る連絡協議会（障全協）による 

厚生労働省との交渉があります。 

ぜひ参加して、みなさんの声を厚労省に届けましょう！！ 

時間や場所の詳細は全障研 HP「子どもの問題」に掲載します。↓↓ 

http://www.nginet.or.jp/news/opinion/child/index.html 

お知らせ 

６ 

「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準

の一部を改正する省令案」についてのパブリックコメントが募集されました。 

副代表の近藤さんが以下の内容のパブリックコメントを出されましたので掲

載します。療育の質を確保することや、地域のネットワークに児童分野を位置づ

ける必要性が書かれています。 

大切な内容ですのでみんなで共有しましょう。 

 


