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最
先
端
研
究
探
訪
［
取
材
］

　

何
度
も
現
地
へ
足
を
運
び
、
施
設

の
ス
タ
ッ
フ
や
利
用
者
へ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
や
調
査
を
重
ね
る
中
で
浮
か

び
上
が
る
問
題
点
を
報
告
書
に
ま
と

め
、
現
状
に
即
し
た
医
療
や
福
祉
再
編

の
た
め
の
提
言
を
行
う
傍
ら
、『
子
供

と
貧
困
の
戦
後
史
』
や
『
は
じ
き
出
さ

れ
た
子
供
た
ち
』
と
い
っ
た
社
会
問
題

を
扱
っ
た
歴
史
書
の
執
筆
も
。
人
と

人
、
人
と
制
度
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
た

課
題
を
地
域
性
や
歴
史
か
ら
紐
解
き
、

う
子
が
い
て
、
ど
ん
な
生
活
を
し
て
い

る
の
か
が
一
般
に
見
え
づ
ら
く
な
っ
て

い
ま
す
」。

　
隔
離
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
子
供
た
ち
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

厳
守
の
た
め
、
情
報
が
制
限
さ
れ
る
こ

と
で
、
周
囲
の
理
解
が
進
ま
な
い
と
い

う
ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
ま
す
。

大
学
生
は
夢
を
描
け
る

ロ
ー
ル
モ
デ
ル

　
土
屋
先
生
は
児
童
養
護
施
設
へ
研
究

室
の
学
生
た
ち
を
連
れ
て
行
き
、
積
極

的
に
子
供
た
ち
と
一
緒
に
遊
ば
せ
る
と

言
い
ま
す
。

　
「
大
学
生
は
施
設
の
子
供
た
ち
に

と
っ
て
貴
重
な
存
在
。
施
設
の
子
の
大

学
進
学
率
は
10
％
程
度
。
子
供
の
貧
困

問
題
も
大
き
な
論
点
で
す
が
、
そ
れ
以

前
に
自
身
の
将
来
を
描
き
づ
ら
い
こ
と

が
問
題
。
子
供
た
ち
は
様
々
な
事
情
を

抱
え
て
い
る
た
め
、
勉
強
に
集
中
で
き

な
か
っ
た
り
、
勉
強
す
る
習
慣
自
体
が

な
い
子
も
い
ま
す
。『
あ
ん
な
風
に
な

り
た
い
な
』『
こ
ん
な
選
択
肢
も
あ
る

ん
だ
』
と
思
え
る
身
近
な
ロ
ー
ル
モ
デ

ル
が
大
学
生
。
中
に
は
遊
び
だ
け
で
な

く
、
学
習
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
勉
強

の
サ
ポ
ー
ト
を
行
う
大
学
生
も
い
ま
す

が
、
そ
う
し
た
子
も
含
め
て
〝
自
分
の

た
め
に
毎
回
来
て
く
れ
る
人
が
い
る
〟

と
い
う
こ
と
が
、
子
供
た
ち
に
と
っ
て

と
て
も
大
切
な
の
で
す
」。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら

見
え
て
く
る
も
の

　
「
研
究
と
い
う
よ
り
は
社
会
活
動
で

す
ね
」
と
い
う
土
屋
先
生
。
自
ら
す
だ

ち
く
ん
に
扮
し
、
児
童
養
護
施
設
の
お

祭
り
を
盛
り
上
げ
る
姿
や
、
高
齢
者
施

設
を
学
生
と
共
に
訪
れ
、
介
護
予
防
の

た
め
の
体
操
や
ゲ
ー
ム
を
楽
し
む
写
真

か
ら
、
地
域
の
人
と
の
信
頼
関
係
が
見

て
と
れ
ま
す
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
検
証
を

重
ね
て
い
ま
す
。

児
童
養
護
施
設
へ
の
偏
見

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
厳
守
の
ジ
レ
ン
マ

　
土
屋
先
生
の
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
の
ひ

と
つ
に
児
童
養
護
施
設
が
あ
り
ま
す
。

　
徳
島
県
内
で
は
徳
島
市
内
と
阿
南
、

小
松
島
に
全
体
の
7
分
の
6
く
ら
い
が

あ
る
そ
う
で
す
が
、
認
知
度
は
低
く
、

施
設
の
子
供
た
ち
に
対
し
て
も
「
不
良

の
集
ま
り
」「
育
ち
の
悪
い
子
」と
い
っ

た
偏
見
を
も
つ
人
も
少
な
か
ら
ず
い
る

と
言
い
ま
す
。

　
「
施
設
に
は
親
か
ら
虐
待
を
受
け
て

精
神
的
に
傷
つ
い
て
い
る
子
も
い
る
の

で
、
そ
の
子
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に

は
触
れ
な
い
と
い
う
の
が
鉄
則
で
す

が
、
そ
れ
を
除
け
ば
元
気
な
お
子
さ
ん

が
多
い
と
い
う
印
象
で
す
。

　
本
当
は
も
っ
と
オ
ー
プ
ン
に
し
て
、

施
設
の
状
況
を
知
っ
て
も
ら
え
れ
ば

偏
見
も
な
く
な
る
と
思
う
の
で
す
が
、

1
9
9
4
年
に
発
効
さ
れ
た
『
子
ど

も
の
権
利
条
約
』
に
よ
り
、
施
設
の
様

子
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
載
せ
た
り
、
子

供
の
写
真
を
撮
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
た
め
、
ど
う
い

も
う
一
度
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
土
屋

先
生
は
言
い
ま
す
。

　
「
施
設
の
職
員
は
親
代
わ
り
に
は
な

れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
集
団
の

中
で
生
活
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い
と

い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
。

　
1
人
の
お
子
さ
ん
に
対
し
て
複
数
の

職
員
さ
ん
が
常
駐
し
て
い
る
の
で
、
い

ろ
ん
な
角
度
で
ケ
ア
で
き
る
良
さ
も
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
里
親
の
所
に
い
く
と
い

い
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
が
、

欧
米
に
倣
う
に
し
て
も
、
も
う
ち
ょ
っ

と
調
査
し
な
い
と
判
断
し
か
ね
ま
す

ね
」。

　
現
在
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
と
い
う

預
か
る
子
供
の
人
数
が
上
限
6
人
と

い
っ
た
小
規
模
な
施
設
が
、
対
面
的
な

や
り
と
り
も
し
や
す
い
た
め
、
県
内
で

も
増
や
し
て
い
こ
う
と
い
う
動
き
は
あ

る
の
だ
と
か
。
ま
だ
1
ヵ
所
し
か
な
い

そ
う
で
す
が
、
そ
こ
を
応
援
し
て
い
き

た
い
と
言
い
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
は
誰
で
も

参
加
O
K

で
き
る
こ
と
を
で
き
る
範
囲
で

　
こ
う
し
た
児
童
養
護
施
設
の
他
に
高

齢
者
福
祉
の
活
動
に
も
携
わ
り
、
介
護

予
防
の
た
め
高
齢
者
が
集
ま
り
、
体
操

を
し
た
り
、
脳
ト
レ
を
行
う
『
い
き
い

き
サ
ロ
ン
』
の
サ
ポ
ー
ト
も
行
っ
て
い

ま
す
。

　
高
齢
者
は
一
人
で
引
き
こ
も
り
が
ち

な
人
が
多
い
た
め
、
そ
こ
へ
も
ま
た
学

生
と
共
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

　
「
徳
島
は
医
療
や
福
祉
に
関
し
て
も

エ
リ
ア
格
差
が
大
き
い
。
徳
島
市
内
は

比
較
的
医
者
や
介
護
士
の
数
が
多
い
ん

で
す
が
、
と
て
も
偏
在
し
て
い
て
、
南

や
西
に
行
く
と
大
変
な
状
況
に
な
っ
て

い
る
。

　
だ
か
ら
単
純
に
学
生
を
連
れ
て
行
く

だ
け
で
も
と
て
も
喜
ば
れ
る
し
、
そ
こ

で
き
ち
ん
と
調
査
を
し
て
、
提
言
を

行
っ
て
い
ま
す
」。

　
こ
う
し
た
社
会
問
題
に
興
味
を
持
っ

て
い
る
人
は
、
施
設
の
イ
ベ
ン
ト
や
お

祭
り
に
参
加
し
て
み
る
と
い
い
の
だ
そ

う
。

　
「
施
設
で
は
地
域
と
関
わ
り
を
も
ち
、

一
般
の
方
々
に
も
施
設
の
こ
と
を
知
っ

て
も
ら
お
う
と
年
に
1
回
、
お
祭
り
や

イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
へ

行
っ
て
み
て
、
何
か
し
た
い
と
思
っ

た
ら
、
ち
ょ
っ
と
お
手
伝
い
を
す
る
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
も
い
い
で
す
よ
ね
。

1
ヵ
月
に
1
回
で
も
い
い
し
、
毎
回
行

か
な
く
て
も
い
い
。

　
そ
う
い
う
風
に
支
え
て
く
だ
さ
る
可

能
性
の
あ
る
方
が
い
る
と
思
う
だ
け

で
、
ス
タ
ッ
フ
や
職
員
の
力
に
な
る
こ

と
が
あ
る
と
、
覚
え
て
お
い
て
も
ら
え

た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
」。

里
親
制
度
と
児
童
福
祉
施
設

メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
の

再
検
証
を

　
家
庭
で
の
養
育
が
困
難
な
場
合
、
子

供
は
里
親
が
引
き
取
る
の
が
一
般
的
と

思
っ
て
い
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
?

　
「
日
本
は
欧
米
に
比
べ
て
、
施
設
率

が
ス
ゴ
く
高
い
ん
で
す
ね
。
約
85
％
が

施
設
、
里
親
は
15
％
く
ら
い
。
イ
ギ
リ

ス
だ
と
9
割
が
里
親
で
施
設
は
1
割
程

度
。世
界
的
な
見
地
か
ら
は
ア
メ
リ
カ
、

イ
ギ
リ
ス
型
の
児
童
福
祉
の
シ
ス
テ
ム

が
良
し
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、『
日
本

は
子
供
の
人
権
に
配
慮
し
た
ケ
ア
が
で

き
て
い
な
い
』
と
、
国
連
か
ら
勧
告
を

受
け
て
い
る
ん
で
す
」。

　
施
設
は
ダ
メ
で
、
里
親
が
い
い
と
い

う
単
純
な
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
併
せ
て

「年に1回お祭りがあり、教育委員会の人や地域の人を
お招きして、理解を深めてもらう機会にしています。施設を
学生に見せたり、職員さんにもヒアリングができるチャンス
でもあります」。

医療や福祉の再編のため
実情を調査し、提言を行う
大学院 社会産業理工学研究部 社会総合科学域 准教授

土屋 敦 （つちや あつし）

施設の子供たちを喜ばせようとすだちくんに
扮する土屋先生。介護予防のため、高齢者と共に折り紙など手先を使う遊びを楽しむ学生たち。

土屋先生が執筆した歴史書。『子供と貧困の戦
後史』や『はじき出された子供たち　社会的養護
児童と「家庭」概念の歴史社会学』など。児童養
護施設は第二次世界大戦の時に親を亡くした戦
災遺児を育てるために始まった。『子供と貧困の
戦後史』にはその歴史が書かれている。

施設でのインタビューやアンケートをまとめた調査
報告書。「職員さんは自分の施設については詳し
いですが、他の施設と比べてどういう特徴があっ
て、どういう難点があるということはわからないの
で、調書をもとにお知らせしています」。


