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 １Ｐ … 金閣寺 

       ２Ｐ … ２月１１日情勢学習会の当日プログラム 

３Ｐ … 児童福祉における障害乳幼児施策の位置づけ 

４Ｐ … 厚生労働省の動向と名古屋の現状 
            ５Ｐ …  保育士・幼稚園教諭養成カリ改訂に見る問題 
                  ６Ｐ …  保護者からの感想 

          ７-８Ｐ … 療育や保育の内容への統制の強まり 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春
の
足
音
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
梅
が
咲
き
、
桜
の
つ
ぼ
み
が
ふ
く

ら
み
、
青
葉
の
新
芽
が
出
番
を
待
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
も
一
年

を
終
え
、
新
し
い
ス
テ
ー
ジ
に
緊
張
し
て
い
る
時
期
で
す
。
マ
マ
や
パ

パ
も
子
ど
も
た
ち
の
成
長
に
、
泣
い
た
り
笑
っ
た
り
。
叱
っ
て
も
子
ど

も
は
育
た
な
い
こ
と
を
学
び
な
が
ら
の
一
年
で
し
た
。
療
育
や
保
育

の
仕
事
に
一
年
間
が
ん
ば
っ
て
き
た
皆
さ
ん
の
今
年
度
は
い
か
が
で

し
た
か
？ 

 

「持
ち
込
ま
せ
な
い
会
」は
、
そ
ん
な
皆
さ
ん
に
支
え
ら
れ
て
い
る
な

と
実
感
し
た
の
が
、
前
号
で
同
封
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
会
費
の
振
込

用
紙
。
次
々
と
皆
さ
ん
の
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
た
金
額
が
書
き
込
ま

れ
た
用
紙
が
返
っ
て
き
ま
す
。
お
か
げ
さ
ま
で
活
動
を
進
め
る
金
額

を
蓄
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。 

 

今
号
は
２
月
11
日
に
開
催
し
た
学
習
会
の
内
容
を
コ
ン
パ
ク
ト
に

ま
と
め
て
い
ま
す
。
想
像
を
超
え
て
、
子
ど
も
を
巡
る
情
勢
は
大
変

な
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
参
加
で
き
な
か
っ
た
皆
さ
ん
は
ぜ
ひ
情
勢

を
共
有
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
各
地
で
の
皆
さ
ん
の
ね
ば
り
強
い
活

動
、
自
治
体
に
向
け
た
運
動
な
ど
を
「
持
ち
込
ま
せ
な
い
会
」を
通
し

て
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

ど
の
地
域
に
生
ま
れ
て
も
、
子
ど
も
た
ち
の
豊
か
な
発
達
と
育
ち

が
保
障
さ
れ
る
社
会
に
な
る
よ
う
に
、
力
を
合
わ
せ
ま
し
ょ
う
。  
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１３時３０分 開会 

１３時３５分 報告１ 井原哲人さん  

「児童福祉における障害児施策の位置づけ」 

 

１４時３５分 報告２ 加藤 淳さん  

「厚労省の動向と名古屋市の現状」 

 

１５時００分 報告３ 藤林清仁さん  

「幼稚園教員・保育士養成新カリキュラムについて」 

 

１５時１５分～１５時３０分 休憩 

 

１５時３０分 各地からの発言 

１６時１５分 まとめ 白石正久 
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政
府
は
、
閣
議
決
定
に
お
い
て
幼
児

「
教
育
」
を
「
無
償
化
す
る
」
方
針
を
示

し
ま
し
た
が
、
あ
わ
せ
て
障
害
乳
幼
児

の
通
園
に
つ
い
て
も
「
無
償
化
を
進
め

て
い
く
」
こ
と
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
で
、

問
題
は
な
く
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

今
回
の
無
償
化
の
背
景
は
、
経
済
政

策
と
し
て
の
人
材
育
成
（
労
働
力
育

成
）
、
子
育
て
世
帯
の
負
担
軽
減
（
少

子
化
対
策
）
、
貧
困
の
世
代
間
連
鎖
の

防
止
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
財
源
に
消
費
税
増
税
分
が
あ
て
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
少
子

化
対
策
な
ら
予
算
が
確
保
で
き
る
た

め
で
も
あ
り
ま
す
。
政
府
は
、
２
０
０

０
年
代
に
入
っ
て
介
護
・年
金
・医
療
等

を
含
め
た
社
会
保
障
関
係
予
算
の
抑

制
を
明
確
に
し
て
い
ま
し
た
。
現
在
で

は
、
高
齢
者
人
口
の
増
加
に
対
応
す

る
た
め
の
予
算
の
「
自
然
増
」
の
み
許

容
し
、
し
か
も
「
真
に
必
要
な
場
合
」
に

の
み
サ
ー
ビ
ス
給
付
を
限
定
化
す
る
と

し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ

て
、
児
童
福
祉
施
策
は
、
将
来
の
労
働

力
養
成
お
よ
び
社
会
保
障
の
支
え
手

（
保
険
料
・
税
金
の
納
付
者
）
の
確
保
の

観
点
か
ら
少
子
化
対
策
と
し
て
予
算
増

が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
経
済
的
な
効
果
を
求
め

た
少
子
化
対
策
と
し
て
の
性
格
を
強
め

て
い
く
と
、
施
策
対
象
と
し
て
障
害
児

は
後
景
に
追
い
や
ら
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
新
旧
の
「
少
子
化
社
会
対
策
大

綱
」
を
比
べ
る
と
、
２
０
０
４
年
に
は
、
本

文
中
に
「
障
害
児
と
そ
の
家
族
や
ひ
と

り
親
家
庭
と
い
っ
た
多
様
な
家
庭
の
ニ

ー
ズ
に
応
え
ら
れ
る
社
会
を
創
り
上
げ

て
い
く
こ
と
が
、
す
べ
て
の
子
ど
も
と
子

育
て
を
大
切
に
す
る
社
会
づ
く
り
に
つ

な
が
る
と
の
認
識
に
立
ち
、
こ
う
し
た

特
に
支
援
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
と
そ

の
家
庭
に
対
す
る
支
援
の
充
実
を
図

る
」
と
の
記
載
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
２
０
１
５
年
の
大
綱
の
本
文
で
は
、

「
障
害
」
「
発
達
」
の
ワ
ー
ド
は
な
く
な

り
、
少
子
化
に
対
す
る
政
府
の
危
機
感

が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
現

在
、
待
機
児
対
策
等
で
保
育
所
は
拡
大

す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
根
底

を
疑
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。 

   

さ
て
、
障
害
乳
幼
児
の
福
祉
施
策
で

は
、
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
量
が
圧
倒
的
に

不
足
し
て
い
る
中
に
あ
っ
て
障
害
児
福

祉
計
画
に
よ
る
量
的
整
備
へ
の
期
待
が

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
財
源

が
確
保
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

介
護
保
険
制
度
へ
の
接
近
を
図
り
、
介

護
保
険
事
業
者
が
障
害
児
関
連
事
業

の
指
定
を
容
易
に
取
れ
る
よ
う
な
「
共

生
型
児
童
発
達
支
援
」
が
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
事
業

者
の
指
定
権
限
を
も
つ
都
道
府
県
に
た

い
し
て
、
障
害
児
福
祉
計
画
の
達
成
が

困
難
に
な
る
場
合
な
ど
は
新
た
に
事
業

者
の
指
定
を
し
な
く
て
も
良
い
と
す
る

権
限
を
与
え
ま
し
た
。
市
町
村
は
、
サ

ー
ビ
ス
供
給
量
を
増
や
し
た
い
と
思
っ

て
も
、
事
前
に
都
道
府
県
と
相
談
し
て

計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

お
り
、
都
道
府
県
の
許
容
す
る
範
囲
で

の
計
画
（現
状
維
持
）に
な
る
可
能
性
が

強
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

２
０
１
６
年
の
児
童
福
祉
法
改
正
に
よ

っ
て
子
ど
も
の
権
利
条
約
に
関
す
る
規

定
が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
が
、
同
条
約

の
４
つ
の
柱
の
一
つ
で
あ
る
意
見
表
明

権
を
軸
と
す
る
「
参
加
す
る
権
利
」
が

ど
こ
ま
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か

は
疑
問
で
す
。
保
育
所
等
の
整
備
量
を

示
す
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画

で
は
、
審
議
会
な
い
し
保
護
者
や
事
業

者
の
意
見
を
「
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
障
害
児
福
祉

計
画
で
は
同
様
の
規
定
は
あ
り
ま
せ

ん
。
児
童
福
祉
法
に
お
い
て
障
害
児
は

序
列
化
さ
れ
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
改
め
て
保
育
関
係
者
を
含
め
て
子

ど
も
観
を
語
り
合
う
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。 

         

児
童
福
祉
に
お
け
る
障
害
乳
幼
児
施
策
の
位
置
づ
け 

井
原
哲
人
（白
梅
学
園
大
学
） 

 

３ 

◎
少
子
化
対
策
か
ら 

「障
害
」が
消
え
た 

―
無
償
化
の
背
景 

◎
子
ど
も
の
た
め
の
施
策
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（１
）児
童
発
達
支
援
に
つ
い
て 

延
長
し
な
い
と
さ
れ
た
「
食
事
提
供

加
算
」
は
、
関
係
者
の
運
動
の
成
果
で
ひ

と
ま
ず
継
続
に
な
っ
た
。
次
の
３
年
後
の

見
直
し
に
向
け
て
、
そ
の
必
要
性
を
明

ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
成
人

さ
れ
た
方
た
ち
の
生
活
保
障
と
乳
幼
児

の
「
食
育
」
で
は
意
味
が
違
う
こ
と
を
あ

わ
せ
て
訴
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
。  

 
 

「
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
」
の

基
礎
資
格
で
、
保
育
士
の
保
育
園
の
経

験
は
児
童
福
祉
施
設
と
し
て
換
算
で
き

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
も
訴
え
続

け
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
よ
う
や
く
実
現

し
た
。 

制
度
設
計
と
し
て
「
出
来
高
払
い
」

は
、
と
り
わ
け
１
～
２
歳
の
子
ど
も
に
と

っ
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
保
育
園
・
幼

稚
園
と
の
違
い
は
差
別
で
あ
る
。
利
用

計
画
・
個
別
支
援
計
画
・
契
約
の
３
条
件

で
規
定
し
た
通
園
日
数
分
の
報
酬
が
確

保
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
提
案
を

し
た
が
、
「
そ
う
い
う
制
度
で
あ
る
」
と

い
う
返
答
。
し
か
し
、
「
欠
席
時
対
応
加

算
」
の
月
４
回
の
上
限
を
拡
大
す
る
方

向
で
検
討
中
で
あ
る
と
の
こ
と
だ
っ
た

（
報
酬
改
定
で
、
重
症
児
を
支
援
す
る

事
業
所
の
場
合
条
件
付
き
で
８
回
ま
で

認
め
る
と
さ
れ
た
）。 

ま
た
、
職
員
配
置
基
準
か
ら
無
資
格

の
「指
導
員
」は
外
さ
れ
た
が
、
「高
卒
２

年
」
で
「
児
童
指
導
員
」
を
標
榜
で
き

る
。
日
数
・
時
間
に
つ
い
て
は
、
市
町
村

で
確
認
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
。 

（２
）相
談
支
援
に
つ
い
て 

相
談
支
援
専
門
員
の
基
礎
資
格
と
し

て
、
障
害
児
保
育
の
経
験
は
「
知
事
が

認
め
た
も
の
」
で
読
め
る
と
の
こ
と
。
分

野
別
研
修
は
実
施
し
て
い
る
が
、
義
務

化
は
し
て
い
な
い
の
で
人
数
が
限
ら
れ

て
い
る
。
ケ
ア
マ
ネ
の
手
法
を
学
ぶ
研
修

と
し
て
位
置
付
け
て
お
り
、
「
児
発
管
」

研
修
も
同
様
の
方
向
で
あ
る
。
障
害
児

相
談
支
援
に
は
、
子
ど
も
と
家
族
を
支

え
る
専
門
性
が
必
要
で
あ
り
心
配
で
あ

る
。 家

庭
訪
問
に
つ
い
て
、
保
健
師
の
訪

問
記
録
を
共
有
す
る
な
ど
の
、
機
関
連

携
を
前
提
と
し
た
や
り
か
た
も
効
果
的 

で
は
な
い
か
と
提
案
を
し
た
が
、
あ
く

ま
で
も
原
則
で
あ
り
、
実
施
す
る
よ
う

に
と
の
回
答
。 

（３
）母
子
保
健
に
つ
い
て 

 

「
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
で
き
、
全
国
に
設

置
が
進
ん
で
い
る
。
「
利
用
者
支
援
事

業
」
を
根
拠
に
、
専
任
者
配
置
さ
れ
れ

ば
人
件
費
を
つ
け
る
。 

（４
）保
育 

 
 

「
保
育
所
保
育
指
針
」
の
改
定
で
、
障

害
児
・
医
療
ケ
ア
等
の
扱
い
に
つ
い
て
は

「手
引
き
」で
示
す
。
鋭
意
作
成
中
。 

  

放
デ
イ
単
価
は
切
り
下
げ
、
児
発
は

横
ば
い
。
医
療
ケ
ア
児
へ
の
支
援
に
関
し

て
看
護
師
配
置
加
算
、
居
宅
訪
問
型
児

童
発
達
支
援
が
創
設
さ
れ
た
一
方
で
、

対
象
の
状
況
や
支
援
時
間
、
な
ど
に
よ

る
減
算
が
目
立
っ
て
い
る
。 

専
門
性
、
質
の
担
保
を
目
指
し
て
配

置
職
員
を
保
育
士
ま
た
は
児
童
指
導

員
に
限
る
一
方
で
、
規
制
緩
和
を
進
め

る
共
生
型
事
業
が
創
設
さ
れ
た
。
極
め

て
矛
盾
し
た
内
容
で
あ
り
、
制
度
が
ど

こ
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
し
っ
か
り
見
て

い
く
必
要
が
あ
る
。 

 
 

 
 

 

「
第
一
期
名
古
屋
市
障
害
児
福
祉
計

画
」
（
２
０
１
８
―
２
０
）
を
作
成
中
。
国

が
示
し
た
案
の
ま
ま
、
既
存
10
か
所
の

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
維
持
。
１
か

所
以
上
の
重
心
デ
イ
の
整
備
、
保
育
所

等
訪
問
の
推
進
の
み
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
並
行
し
て
児
童
福
祉
施
策
全
般
に

わ
た
る
「
わ
く
わ
く
プ
ラ
ン
２
０
２
０
」

（
２
０
２
０
―
２
４
）
を
作
成
し
て
い
る
。

待
機
児
対
策
、
事
業
と
セ
ン
タ
ー
の
役

割
の
明
確
化
、
老
朽
化
し
た
児
発
セ
ン

タ
ー
（
あ
つ
た
、
ち
よ
だ
）
の
立
て
替
え

な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
る
方
向
。
し
か

し
、
待
機
児
対
策
と
し
て
提
案
さ
れ
て

い
る
の
は
定
員
を
超
え
た
受
け
入
れ
の

み
で
あ
る
。 

公
立
地
域
療
育
セ
ン
タ
ー
の
民
間
移

管
が
提
案
さ
れ
た
。
ま
ず
北
部
地
域
療

育
セ
ン
タ
ー
か
ら
、
６
年
後
に
移
行
と

さ
れ
て
い
る
。
既
存
の
民
間
地
域
療
育

セ
ン
タ
ー
が
２
０
１
５
年
度
か
ら
カ
ッ
ト

さ
れ
て
い
る
補
助
金
で
赤
字
続
き
で
あ

る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
医
師
は
じ
め
医

療
系
ス
タ
ッ
フ
確
保
に
つ
い
て
、
市
が
方

向
を
も
た
な
い
限
り
は
進
ま
な
い
話
で

あ
る
。  

 
 

☆
国
・
自
治
体
の
責
任
で
。
発
達
支
援

が
必
要
な
子
ど
も
（
特
に
０
―
２
歳
）
に

も
保
育
園
と
同
じ
条
件
で
、
毎
日
通
え

る
よ
う
に
。 

 

４ 

厚
生
労
働
省
の
動
向
と
名
古
屋
の
現
状 

 

加
藤 

淳
（
全
国
発
達
支
援
通
園
事
業
連
絡
協
議
会
事
務
局
長
）  

 

 

１
． 

厚
労
省
と
の
懇
談
か
ら 

(

１
／
15 
全
通
連) 

 

２
．
報
酬
改
定
に
つ
い
て 

 

３
．
名
古
屋
市
の
状
況 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

「
保
育
所
保
育
指
針
」
と
「
幼
稚
園
教

育
要
領
」
に
共
通
し
た
「
幼
児
期
の
終
わ

り
ま
で
に
育
っ
て
ほ
し
い
姿
」
が
作
ら
れ

ま
し
た
。
「
健
康
な
心
と
体
」
「
自
立
心
」

「
協
同
性
」
「
道
徳
性
・
規
範
意
識
の
芽
生

え
」
「
社
会
生
活
と
の
関
わ
り
」
「
思
考
力

の
芽
生
え
」
「
自
然
と
の
関
わ
り
・
生
命

尊
重
」
「
数
量
や
図
形
、
標
識
や
文
字
な

ど
へ
の
関
心
・
感
覚
」
「
言
葉
に
よ
る
伝
え

あ
い
」
「
豊
か
な
感
性
と
表
現
」
の
10
項

目
で
す
。 

こ
の
「
10
の
姿
」
は
子
ど
も
に
と
っ
て

の
「
到
達
目
標
で
は
な
い
」
と
い
う
委
員

の
念
押
し
発
言
を
よ
く
聞
き
ま
す
。
子

ど
も
の
目
標
で
は
な
く
、
保
育
士
が

「
10
の
姿
を
め
ざ
す
保
育
が
な
さ
れ
て

い
る
か
ど
う
か
」
を
評
価
す
る
、
週
案
の

中
に
し
っ
か
り
と
反
映
さ
れ
て
い
る
か
確

認
す
る
た
め
に
使
う
と
い
う
説
明
も
あ

り
ま
す
。 

 

 

す
べ
て
の
大
学
の
幼
稚
園
を
含
め
た

教
職
課
程
で
共
通
的
に
資
質
能
力
を
明

確
化
す
る
こ
と
で
全
国
的
な
水
準
を
確

保
す
る
た
め
に
、
「
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」

と
い
う
、
授
業
内
で
教
え
る
べ
き
内
容

を
文
部
科
学
省
が
明
記
し
た
も
の
が
で

き
ま
し
た
。
こ
の
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の

作
ら
れ
た
背
景
と
し
て
、
文
部
科
学
省

は
「
学
芸
的
側
面
が
過
度
に
強
調
さ
れ

た
」
授
業
や
「
担
当
教
員
の
関
心
に
基
づ

い
た
授
業
」
へ
の
「
批
判
」
が
あ
る
た
め
、

教
授
内
容
を
定
め
た
と
説
明
し
て
い
ま

す
。 ま

た
、
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
内
容
を

踏
ま
え
た
「授
業
設
計
・実
施
」
「教
員
採

用
選
考
」「実
施
視
察
」
を
行
い
、
活
用
し

て
い
く
方
針
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
「
全
体
目
標
」
「
一

般
目
標
」
「
到
達
目
標
」
が
細
か
く
規
定

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
を
す
べ
て
シ
ラ

バ
ス
に
含
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。 

５ 

 

    

幼
稚
園
教
諭
養
成
課
程
の
中
に
、
「特

別
の
支
援
を
必
要
と
す
る
幼
児
、
児
童

及
び
生
徒
に
対
す
る
理
解
」
と
い
う
科

目
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
科
目
名
称
の
例
で
は
「
特

別
支
援
教
育
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
対

象
は
「
障
害
の
あ
る
子
ど
も
」
に
限
定
せ

ず
「
母
国
語
や
貧
困
の
問
題
」
も
「
特
別

の
教
育
的
ニ
ー
ズ
」
の
あ
る
子
ど
も
に
つ

い
て
も
学
ぶ
科
目
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

た
だ
し
、
内
容
面
に
お
い
て
は
、
「
自

立
活
動
」
の
内
容
を
理
解
さ
せ
る
と
い

う
「
到
達
目
標
」
も
あ
り
、
乳
幼
児
を
意

識
し
た
内
容
を
担
当
者
が
意
識
し
て
い

か
な
い
と
、
学
校
教
育
へ
の
適
応
を
め
ざ

し
た
講
義
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
も

あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

 

    

新
し
い
保
育
士
養
成
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

で
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
基
本
を
教

え
る
「
相
談
援
助
」
は
な
く
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
役
割
は
重
要
に
な
り
ま

す
。
「
少
子
高
齢
化
に
よ
り
家
族
支
援
の

対
象
は
子
育
て
と
介
護
に
な
る
。
高
齢

者
も
集
え
る
場
に
」
保
育
所
を
す
る
と

い
う
考
え
方
も
聞
か
れ
ま
す
。 

ま
た
、
「
子
育
て
支
援
」
と
い
う
科
目

に
は
制
度
や
政
策
に
関
す
る
こ
と
は
入

ら
ず
、
直
接
的
な
支
援
が
中
心
と
な
っ

て
い
ま
す
。 

    

保
育
士
・幼
稚
園
教
諭
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
訂
に
見
る
問
題 

 

藤
林
清
仁
（同
朋
大
学
）  

 

 

（１
）「幼
児
期
の
終
わ
り
ま
で
に 

育
っ
て
ほ
し
い
姿
」に
向
け 

た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム 

 
（２
）コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
登
場 

 

（３
）「特
別
の
支
援
を
必
要
と
す 

る
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
に 

対
す
る
理
解
」と
い
う
科
目 

 

（４
）「保
育
所
を
地
域
福
祉
の 

拠
点
に
」と
い
う
考
え
方 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学ぶことの大切さ…親として、子どもの育ちを支えるために 
鹿児島障害児者父母の会 副代表 崎原知子 

 

名古屋で開催された「障害乳幼児の療育に応益負担を持ち込ませない会」

の学習会にはじめて参加しました。その中で「子どもに求める 10 の姿」を

はじめて知りました。私は「障害や弱さのある子どもが生きにくくなるので

はないか」「子ども達が心豊かに育つための療育のよさをなくしてしまうの

ではないか」という危機感を強くもちました。また、幼児教育の無償化と言

いながら、「療育の場」は対象になっていないことへの憤りを感じました。 

私の住む鹿児島県伊佐市は、市長の方針で「利用料負担なし」での療育が

行われています。そのために「療育＝無料」と思っていたり「応益負担」と

いう言葉を知らなかったりするお母さんが多いです。私は、今回の学習会で

学んだ現在の情勢をお母さんたちだけではなく、子どもの育ちに関わる方々

へ伝え、子どもの育ちを大切にすることを共有したいと思います。そして、

「私たち親にできることは何か」を考え、「心豊かな育ちを支える療育の場

作り」「療育の無料化」に向けての運動をみんなで手をつないでがんばりた

いと思います。 

難しさの中に、充実感いっぱいの学習会 
鹿児島障害児者父母の会 事務局 川添美奈子 

 

副代表の崎原さんと一緒に、はじめて全国規模の学習会に参加しました。

発表するわけでもないのに、なぜか緊張している自分がいました。今回、「児

童福祉法」「厚生労働省の意向」「幼児教育におけるカリキュラム」という

キーワードは、親である私にとっては「難しいのではないか。理解できるか」

と不安でした。しかし、講師の方々がユーモアを交えてわかりやすく話して

くださったので、自分なりに「子どもを育てるために大切なこと」を感じと

ることができました。特に「子どもを将来の確実な働き手：納税者」にする

ために投資する、「その子らしさ」が、蚊帳の外に追いやられていることを

知ることができました。「その子のもつ子どもらしさ」を育てる場こそが必

要で、それが療育の場ということを、親として伝え続けようと思いました。 

「私なりにできること」「がんばりすぎずに続けられること」を仲間のお

母さん・お父さんたちと一緒に取り組みたいと、強く思いました。最初の緊

張感が、充実感に変わった学習会。本当に参加してよかったです。 
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児
童
発
達
支
援
（
児
童
発
達
支
援
事

業
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
）
、
放
課

後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
「
待
機
児
ゼ
ロ
」

を
謳
う
保
育
事
業
の
拡
大
な
ど
は
す
べ

て
、
国
と
地
方
公
共
団
体
の
責
任
を
縮

小
し
、
経
営
と
運
営
の
主
体
を
民
間
の

営
利
活
動
に
転
じ
て
い
く
と
い
う
点
で
、

「
新
自
由
主
義
」
の
典
型
的
政
策
で
あ

る
。
「
新
自
由
主
義
」
は
「
金
は
出
さ
な
い

が
、
口
も
出
さ
な
い
」
が
基
本
で
あ
り
、

そ
の
通
り
児
童
発
達
支
援
や
放
課
後
等

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
営
利

法
人
の
参
入
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
想

定
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
よ
う
な
「
実

践
」
を
招
来
さ
せ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
今
回
の
学
習
集
会
で
明
ら
か

に
な
っ
た
よ
う
に
、
「
自
由
」
を
掲
げ
つ

つ
、
同
時
に
保
育
士
や
幼
稚
園
教
諭
の

養
成
課
程
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
い
て
、
「
保

育
所
保
育
指
針
」
「
幼
稚
園
教
育
要
領
」

「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
教
育
・
保

育
要
領
」
の
改
訂
を
契
機
と
し
た
統
制

が
強
ま
っ
て
い
る
。 

   

「
国
旗
・
国
家
に
親
し
む
」
と
い
う
幼
児

期
の
発
達
に
お
い
て
妥
当
性
の
理
解
に

苦
し
む
事
項
が
そ
の
典
型
だ
が
、
い
っ
そ

う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「幼

児
期
の
終
わ
り
ま
で
に
育
っ
て
ほ
し
い

姿
」が
鳴
り
物
入
り
で
登
場
し
た
こ
と
で

あ
る
。
詳
細
は
、
藤
林
報
告
を
参
照
さ

れ
た
い
が
、
た
と
え
ば
「
自
立
心
」
は
「
身

近
な
環
境
に
主
体
的
に
関
わ
り
様
々
な

活
動
を
楽
し
む
中
で
、
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
自
覚
し
、
自
分
の
力
で

行
う
た
め
に
考
え
た
り
、
工
夫
し
た
り

し
な
が
ら
、
諦
め
ず
に
や
り
遂
げ
る
こ

と
で
達
成
感
を
味
わ
い
、
自
信
を
も
っ
て

行
動
す
る
よ
う
に
な
る
」
と
説
明
さ
れ

る
。
都
道
府
県
主
催
の
伝
達
講
習
な
ど

で
は
、
あ
く
ま
で
も
考
慮
す
べ
き
こ
と
で

あ
り
、
目
標
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の

説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
そ
う
だ
が
、
た

と
え
ば
「
ベ
ネ
ッ
セ
」
の
Ｈ
Ｐ
を
開
け
ば
、

「
姿
」
が
「
力
」
と
読
み
替
え
ら
れ
て
解
説

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
自
立
心
」
を
読
ん

で
、
「
な
る
ほ
ど
大
切
な
こ
と
だ
」
と
感

じ
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
何
人

か
の
「
発
達
心
理
学
者
」
は
無
条
件
の
賛

意
を
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「自
覚
」「自

分
の
力
で
行
う
」
「
諦
め
ず
に
や
り
遂
げ

る
」
「
達
成
感
」
「
自
信
」
な
ど
と
語
ら
れ

る
「
姿
」
の
一
つ
ひ
と
つ
は
、
子
ど
も
の
内

面
に
お
い
て
葛
藤
、
失
敗
、
挫
折
、
衝
突

な
ど
の
長
い
心
の
軌
跡
の
う
え
に
芽
生

え
て
く
る
心
で
あ
り
、
そ
の
苦
し
い
心
の

過
程
に
こ
そ
、
大
切
な
意
味
が
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
あ
り
よ
う
も
子
ど
も
一
人

ひ
と
り
で
み
な
違
う
。
「
自
信
」
の
な
い

子
ど
も
が
「
弱
い
」
子
ど
も
で
は
な
く
、

目
に
見
え
な
い
粘
り
強
さ
を
内
に
持
っ

て
い
た
り
、
「
自
信
」
が
な
い
か
ら
こ
そ
と

も
い
え
る
仲
間
へ
の
優
し
さ
を
抱
い
て
い

た
り
す
る
。
つ
ま
り
、
「
姿
」
と
し
て
語
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
子
ど
も
の
人
格
の

多
様
性
と
内
心
の
自
由
を
侵
し
か
ね
な

い
事
項
が
、
単
一
の
人
格
目
標
と
し
て

並
べ
立
て
ら
れ
て
い
る
。
「
５
歳
」
に
お
い

て
、
こ
れ
ら
の
「
姿
」
が
求
め
ら
れ
る
な

ら
ば
、
子
ど
も
も
保
育
者
・
幼
稚
園
教

諭
も
相
当
に
苦
し
い
現
実
を
生
き
る
こ

と
に
な
ら
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
人
間
の
あ

り
よ
う
、
人
格
の
形
に
ま
で
踏
み
入
ろ

う
と
す
る
「
指
針
」
な
ど
が
、
な
ぜ
こ
れ

ほ
ど
の
宣
伝
の
も
と
で
登
場
し
て
き
た

の
か
。 

    

従
来
、
「
保
育
所
保
育
指
針
」
は
厚
生

労
働
省
、
「
幼
稚
園
教
育
要
領
」
は
文
部

科
学
省
の
管
轄
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は

異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
是
非
に

は
議
論
も
あ
る
が
、
今
回
の
「
姿
」
が
共

通
の
内
容
と
し
て
入
れ
込
ま
れ
た
こ

と
、
「
児
童
発
達
支
援
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

に
も
そ
の
要
約
が
記
述
さ
れ
た
こ
と
な

ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
省
庁
で
は
な
い

「
第
三
の
力
」
に
よ
っ
て
、
つ
よ
く
方
向
づ

け
ら
れ
た
改
訂
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
「
国
旗
・
国
歌
に
親
し
む
」
が
、
議

論
な
く
「保
育
所
保
育
指
針
」に
入
れ
ら

れ
た
こ
と
も
含
め
て
、
「
第
三
の
力
」
と

は
何
か
を
詮
索
す
る
こ
と
は
大
切
で
は

な
い
か
。 

 

「
姿
」
を
単
な
る
方
向
と
し
て
で
は
な

く
「
目
標
」
と
し
て
扱
う
こ
と
は
、
文
部

科
学
省
の
Ｈ
Ｐ
で
の
「
例
示
」
に
よ
っ
て
明

確
で
あ
る
。
そ
の
実
施
を
強
く
求
め
る

た
め
に
、
学
校
に
求
め
ら
れ
て
い
る
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
同
じ
に
、
目

標
の
達
成
の
程
度
を
点
検
・
評
価
し
、
指

 

療
育
や
保
育
の
内
容
へ
の
統
制
の
強
ま
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

代
表
・白
石
正
久
（龍
谷
大
学
）  

 

 

 

◎
自
由
と
統
制 

◎
人
格
の
形
に
踏
み
入
る
「指
針
」 

◎
「第
三
の
力
」
と
は 

７ 



 

 

 

 

 

 

 

 

導
の
あ
り
方
を
修
正
し
て
、
あ
く
ま
で

目
標
達
成
の
改
善
を
目
指
す
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

サ
イ
ク
ル
を
、
幼
児
期
に
も
持
ち
込
も

う
と
し
て
い
る
。
保
育
目
標
や
保
育
計

画
の
妥
当
性
を
点
検
す
る
た
め
に
、
「
副

主
任
」
な
ど
の
職
位
を
誘
導
し
て
つ
く
ら

せ
、
下
位
の
保
育
者
を
管
理
し
よ
う
と

し
て
い
る
。 

 

学
校
で
の
「
道
徳
」
の
教
科
化
と
呼
応

し
て
、
子
ど
も
の
人
格
形
成
と
内
心
の

自
由
に
踏
み
込
も
う
と
す
る
動
き
は
、

「
森
友
学
園
問
題
」
で
白
日
の
下
に
さ
ら

さ
れ
た
よ
う
に
、
省
庁
と
は
別
の
力
が

上
か
ら
働
い
て
い
る
か
ら
だ
と
も
言
わ

れ
て
い
る
。
自
民
党
が
国
会
に
出
そ
う

と
し
て
い
る
「
家
庭
教
育
支
援
法
」
案

は
、
そ
の
第
２
条
に
お
い
て
「
家
庭
教
育

は
、
父
母
そ
の
他
の
保
護
者
の
第
一
義

的
責
任
に
お
い
て
、
父
母
そ
の
他
の
保
護

者
が
子
の
生
活
の
た
め
に
必
要
な
習
慣

を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
自
立

心
を
育
成
し
、
心
身
の
調
和
の
と
れ
た

発
達
を
図
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
に
よ

り
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
な
っ
て
い

る
。
家
庭
に
ま
で
「
姿
」
の
達
成
を
求
め

よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
案
文
は
、

太
平
洋
戦
争
の
開
始
と
と
も
に
制
定
さ

れ
た
「
戦
時
家
庭
教
育
指
導
要
項
」
（
１

９
４
２
年
）
と
瓜
二
つ
だ
と
い
う
。
さ
ら

に
、
読
者
は
気
づ
か
れ
る
と
思
う
が
、
第

一
次
安
倍
内
閣
の
も
と
で
の
教
育
基
本

法
改
悪
に
よ
っ
て
入
っ
た
第
10
条
、
そ
し

て
児
童
福
祉
法
改
定
に
よ
る
「
第
一
次

的
責
任
は
父
母
」
の
条
文
に
も
、
す
べ
て

「
第
三
の
力
」
が
働
い
て
い
る
と
み
る
の

は
う
が
っ
た
見
方
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に

上
記
の
動
き
の
中
心
に
あ
る
「
親
学
推

進
議
員
連
盟
」
の
会
長
は
、
安
倍
晋
三

氏
で
あ
る
。 

＊ 

 

日
本
の
「新
自
由
主
義
」は
、
そ
の
な
か

に
国
民
の
内
心
の
自
由
を
統
制
す
る
と

い
う
「
自
由
」と
は
異
な
っ
た
ベ
ク
ト
ル
を

隠
し
持
ち
、
同
時
に
単
な
る
保
守
で
は

な
く
、
「ウ
ル
ト
ラ
」と
も
い
え
る
右
翼
で

あ
り
、
復
古
的
な
色
彩
を
持
っ
て
い
る
。

幼
児
期
の
終
わ
り
ま
で
に
求
め
ら
れ
る

「
姿
」
は
、
障
害
の
あ
る
子
ど
も
た
ち

を
、
実
践
と
制
度
利
用
に
お
い
て
、
排
除

す
る
は
た
ら
き
を
す
る
こ
と
は
、
想
像

に
難
く
な
い
。
上
記
の
よ
う
な
見
え
に
く

い
動
き
に
も
視
野
を
広
げ
て
、
私
た
ち

の
運
動
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。 

 

８ 


