
児
童
虐
待
の
現
状

◎
児
童
虐
待
相
談
対
応
件
数
の
増
加

→
平
成
2
5
年
度
の
虐
待
対
応
件
数
は
７
３
,８
０
２
件
。

→
統
計
を
取
り
始
め
て
毎
年
増
加
。
平
成
1
1
年
度
の
6
.3
倍
。
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◎
第
１
次
か
ら
第
１
０
次
報
告
ま
で
の
児
童
虐
待
に
よ
る
死
亡
事
例
等
の
検
証
結
果
に
つ
い
て

＜
特
徴
＞

○
心
中
を
除
く
死
亡
事
例
の
う
ち
０
歳
児
の
割
合
は

44
.0
％
、
中
で
も
０
日
児
の
割
合
は

17
.2
％
。

さ
ら
に
、
３
歳
児
以
下
の
割
合
は

75
.3
％
を
占
め
て
い
る
。

○
加
害
者
の
割
合
は
実
母
が

55
.7
％
と
最
も
多
い
。

○
加
害
者
と
な
っ
た
養
育
者
が
地
域
か
ら
孤
立
し
て
い
た
場
合
が

38
.6
％
で
あ
る
。
（
※
第

2次
か
ら
第

10
次
報
告
ま
で
の
集
計
）

重
篤
な
事
例
を
防
ぐ
た
め
に
は
、

◆
虐
待
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
妊
娠
期
か
ら
着
目
す
る
こ
と

◆
育
児
に
関
す
る
知
識
の
不
足
や
育
児
そ
の
も
の
へ
の
不
安
を
解
消
す
る
た
め
の
取
組
を
行
う
こ
と

◆
関
係
機
関
の
効
果
的
な
連
携
に
よ
る
支
援
を
行
う
こ
と

な
ど
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

子
ど
も
虐
待
に
よ
る
死
亡
事
例
等
の
検
証
結
果
等
に
つ
い
て

◎
児
童
虐
待
に
よ
る
死
亡
事
例
及
び
児
童
数
の
推
移

注
１
）
第

1次
報
告
か
ら
第

5次
報
告
ま
で
は
暦
年
。
第

6次
以
降
は
年
度

注
２
）
第

1次
は
Ｈ

15
.7

.1
～
Ｈ

15
.1

2.
31
の

6か
月
間

注
３
）
第

5次
は
Ｈ

19
.1

.1
～
Ｈ

20
.3

.3
1の

15
か
月
間
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子
ど
も
虐
待
に
よ
る
死
亡
事
例
等
の
検
証
結
果
等
に
つ
い
て
（
第
１
０
次
報
告
）
の
概
要

社
会
保
障
審
議
会
児
童
部
会
児
童
虐
待
等
要
保
護
事
例
の
検
証
に
関
す
る
専
門
委
員
会

（
平
成
２
６
年
９
月
）

子
ど
も
虐
待
に
よ
る
死
亡
事
例
等
の
検
証
結
果
等
に
つ
い
て
（
第
１
０
次
報
告
）
の
概
要

社
会
保
障
審
議
会
児
童
部
会
児
童
虐
待
等
要
保
護
事
例
の
検
証
に
関
す
る
専
門
委
員
会

（
平
成
２
６
年
９
月
）

対
象

厚
生
労
働
省
が
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
児
童
相
談
所
設
置
市
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す

る
調
査
に
よ
り
把
握
し
た
、
平
成
2
４
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２
５
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
1
2
か
月
間
に
発
生
し
、

又
は
表
面
化
し
た
児
童
虐
待
に
よ
る
死
亡
７
８
事
例
（
９
０
人
）
を
対
象
と
し
た
。

第
１
０
次
報
告

（
参
考
）
第
９
次
報
告

心
中
以
外

の
虐
待
死

心
中
に
よ
る

虐
待
死

（
未
遂
を
含
む
）

計
心
中
以
外

の
虐
待
死

心
中
に
よ
る

虐
待
死

（
未
遂
を
含
む
）

計

例
数

４
９

２
９

７
８

５
６

２
９

８
５

人
数

５
１

３
９

９
０

５
８

４
１

９
９

調
査
票
に
よ
る
調
査
の
後
、
関
係
都
道
府
県
等
に
お
い
て
検
証
が
実
施
さ
れ
た
事
例
の
中
で
、
関
係
機
関
の
関
与
が
あ
っ

た
一
部
の
事
例
に
つ
い
て
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
た
。

集
計
結
果
に
よ
る
分
析

個
別
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
分
析

調
査
票
等
に

よ
る
調
査

都
道
府
県
等
の
検
証

方
法
の
確
認
・
分
析

事
例
の
事
実
確
認
・分
析

課
題
・
提
言

調
査
・
分
析
方
法
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集
計
結
果
に
よ
る
分
析

-
「
心
中
以
外
の
虐
待
死
」
・
「
心
中
に
よ
る
虐
待
死
」
の
事
例
-

事
例

の
分

析
個
別
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
結
果
の
分
析

ー
４
事
例
か
ら
ー

○
死
亡
し
た
子
ど
も
の
年
齢
は
、
０
歳
が
２
２
人
（
4
３
.1
％
）
と
最
も
多
く
、
０
歳
か
ら
２
歳
を
合
わ

せ
る
と
３
２
人
（
6
２
.７
％
）
と
大
部
分
を
占
め
た
。

○
虐
待
の
種
類
は
、
身
体
的
虐
待
が
3
２
人
（
6
２
.７
％
）
、
ネ
グ
レ
ク
ト
が
1
４
人
（
2
7
.５
％
）
。

直
接
死
因
は
、
「
出
生
後
放
置
」
や
「
低
酸
素
症
」
等
の
「
そ
の
他
」
１
１
人
（
有
効
割
合
2
6
.8
％
）

を
除
き
、
「
頭
部
外
傷
」
８
人
（
同
1
9
.5
％
）
が
最
も
多
く
、
「
胸
部
外
傷
」
、
「
頚
部
絞
厄
に
よ
る

窒
息
」
「
頚
部
絞
扼
以
外
に
よ
る
窒
息
」
「
出
血
性
シ
ョ
ッ
ク
」
「
低
栄
養
に
よ
る
衰
弱
」
「
火
災
に

よ
る
熱
傷
・
一
酸
化
炭
素
中
毒
」
が
各
３
人
（
同
7
.3
％
）
で
あ
っ
た
。

○
主
た
る
加
害
者
は
、
「
実
母
」
が
３
８
人
（
7
4
.5
％
）
と
最
も
多
く
、
次
い
で
「
実
父
」
と
「
実
母

と
実
父
」
が
そ
れ
ぞ
れ
３
人
（
5
.9
％
）
で
あ
っ
た
。

○
実
母
の
抱
え
る
問
題
（
複
数
回
答
）
と
し
て
、
「
妊
婦
健
康
診
査
未
受
診
」
、
「
母
子
健
康
手
帳
の

未
発
行
」
、
「
望
ま
な
い
妊
娠
」
が
多
か
っ
た
。

○
加
害
の
動
機
と
し
て
は
、
「
保
護
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
る
死
亡
」
と
「
泣
き
や
ま
な
い
こ
と
に
い
ら

だ
っ
た
た
め
」
が
多
か
っ
た
。

○
死
亡
し
た
子
ど
も
の
年
齢
は
、
０
歳
か
ら
1
3
歳
ま
で
の
各
年
齢
に
分
散
し
て
い
る
傾
向
。

○
直
接
死
因
は
、
「
頚
部
絞
厄
に
よ
る
窒
息
」
が
1
3
人
（
有
効
割
合
3
8
.2
％
）
で
最
も
多
く
、
次
い

で
「
中
毒
（
火
災
に
よ
る
も
の
を
除
く
）
」
が
1
0
人
（
同
2
9
.4
％
）
で
あ
っ
た
。

○
主
た
る
加
害
者
は
、
「
実
母
」
が
2
4
人
（
6
1
.5
％
）
と
最
も
多
く
、
次
い
で
「
実
父
」
が
６
人

（
1
5
.4
％
）
で
あ
っ
た
。

○
加
害
の
動
機
（
複
数
回
答
）
と
し
て
は
、
「
保
護
者
自
身
の
精
神
疾
患
、
精
神
不
安
」
、
「
経
済
的

困
窮
」
が
各
1
2
人
（
3
0
.8
％
）
と
多
か
っ
た
。

○
児
童
相
談
所
の
関
与
は
、
心
中
以
外
の
虐
待
死
事
例
が
1
5
例
（
3
0
.6
％
）
、
心
中
に
よ
る
虐
待
死

事
例
が
1
0
例
（
3
4
.5
％
）
で
あ
り
、
市
町
村
（
児
童
福
祉
担
当
部
署
）
の
関
与
は
、
心
中
以
外
の
虐

待
死
事
例
が
1
3
例
（
2
6
.5
％
）
、
心
中
に
よ
る
虐
待
死
事
例
が
８
例
（
2
7
.6
％
）
で
あ
っ
た
。

○
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
事
例
は
、
心
中
以
外
の
虐
待
死
事
例
で
８
例

（
1
6
.3
％
）
、
心
中
に
よ
る
虐
待
死
事
例
で
５
例
（
1
7
.2
％
）
で
あ
っ
た
。

○
死
亡
し
た
子
ど
も
の
年
齢
は
、
０
歳
が
２
２
人
（
4
３
.1
％
）
と
最
も
多
く
、
０
歳
か
ら
２
歳
を
合
わ

せ
る
と
３
２
人
（
6
２
.７
％
）
と
大
部
分
を
占
め
た
。

○
虐
待
の
種
類
は
、
身
体
的
虐
待
が
3
２
人
（
6
２
.７
％
）
、
ネ
グ
レ
ク
ト
が
1
４
人
（
2
7
.５
％
）
。

直
接
死
因
は
、
「
出
生
後
放
置
」
や
「
低
酸
素
症
」
等
の
「
そ
の
他
」
１
１
人
（
有
効
割
合
2
6
.8
％
）

を
除
き
、
「
頭
部
外
傷
」
８
人
（
同
1
9
.5
％
）
が
最
も
多
く
、
「
胸
部
外
傷
」
、
「
頚
部
絞
厄
に
よ
る

窒
息
」
「
頚
部
絞
扼
以
外
に
よ
る
窒
息
」
「
出
血
性
シ
ョ
ッ
ク
」
「
低
栄
養
に
よ
る
衰
弱
」
「
火
災
に

よ
る
熱
傷
・
一
酸
化
炭
素
中
毒
」
が
各
３
人
（
同
7
.3
％
）
で
あ
っ
た
。

○
主
た
る
加
害
者
は
、
「
実
母
」
が
３
８
人
（
7
4
.5
％
）
と
最
も
多
く
、
次
い
で
「
実
父
」
と
「
実
母

と
実
父
」
が
そ
れ
ぞ
れ
３
人
（
5
.9
％
）
で
あ
っ
た
。

○
実
母
の
抱
え
る
問
題
（
複
数
回
答
）
と
し
て
、
「
妊
婦
健
康
診
査
未
受
診
」
、
「
母
子
健
康
手
帳
の

未
発
行
」
、
「
望
ま
な
い
妊
娠
」
が
多
か
っ
た
。

○
加
害
の
動
機
と
し
て
は
、
「
保
護
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
る
死
亡
」
と
「
泣
き
や
ま
な
い
こ
と
に
い
ら

だ
っ
た
た
め
」
が
多
か
っ
た
。

○
死
亡
し
た
子
ど
も
の
年
齢
は
、
０
歳
か
ら
1
3
歳
ま
で
の
各
年
齢
に
分
散
し
て
い
る
傾
向
。

○
直
接
死
因
は
、
「
頚
部
絞
厄
に
よ
る
窒
息
」
が
1
3
人
（
有
効
割
合
3
8
.2
％
）
で
最
も
多
く
、
次
い

で
「
中
毒
（
火
災
に
よ
る
も
の
を
除
く
）
」
が
1
0
人
（
同
2
9
.4
％
）
で
あ
っ
た
。

○
主
た
る
加
害
者
は
、
「
実
母
」
が
2
4
人
（
6
1
.5
％
）
と
最
も
多
く
、
次
い
で
「
実
父
」
が
６
人

（
1
5
.4
％
）
で
あ
っ
た
。

○
加
害
の
動
機
（
複
数
回
答
）
と
し
て
は
、
「
保
護
者
自
身
の
精
神
疾
患
、
精
神
不
安
」
、
「
経
済
的

困
窮
」
が
各
1
2
人
（
3
0
.8
％
）
と
多
か
っ
た
。

○
児
童
相
談
所
の
関
与
は
、
心
中
以
外
の
虐
待
死
事
例
が
1
5
例
（
3
0
.6
％
）
、
心
中
に
よ
る
虐
待
死

事
例
が
1
0
例
（
3
4
.5
％
）
で
あ
り
、
市
町
村
（
児
童
福
祉
担
当
部
署
）
の
関
与
は
、
心
中
以
外
の
虐

待
死
事
例
が
1
3
例
（
2
6
.5
％
）
、
心
中
に
よ
る
虐
待
死
事
例
が
８
例
（
2
7
.6
％
）
で
あ
っ
た
。

○
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
事
例
は
、
心
中
以
外
の
虐
待
死
事
例
で
８
例

（
1
6
.3
％
）
、
心
中
に
よ
る
虐
待
死
事
例
で
５
例
（
1
7
.2
％
）
で
あ
っ
た
。

１
乳
幼
児
健
康
診
査
未
受
診
等
の
リ
ス
ク
が
高
い
家
庭

へ
の
対
応

乳
幼
児
健
康
診
査
未
受
診
以
外
に
も
複
数
の
リ
ス
ク

要
因
を
有
し
て
い
た
家
庭
に
対
し
て
、
関
係
機
関
が
保

有
す
る
情
報
の
共
有
が
な
さ
れ
ず
、
虐
待
発
生
の
リ
ス

ク
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た

２
転
居
を
繰
り
返
し
社
会
的
に
孤
立
し
が
ち
な
家
庭
へ
の
対
応

転
居
を
繰
り
返
す
と
い
う
事
実
を
把
握
し
な
が
ら
も
、

こ
れ
ら
の
家
庭
に
対
す
る
情
報
共
有
や
協
議
を
行
う
な

ど
の
対
応
が
な
さ
れ
ず
支
援
が
途
切
れ
て
い
た

３
家
庭
全
体
に
対
す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
と
適
切

な
対
応

子
ど
も
と
家
族
全
体
を
支
援
対
象
者
と
し
て
捉
え
た

上
で
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
不
足
し
て
い
た

４
精
神
疾
患
の
あ
る
養
育
者
等
の
支
援
を
必
要
と
し
て

い
る
家
庭
へ
の
対
応

精
神
疾
患
が
あ
り
希
死
念
慮
（
自
殺
企
図
）
を
抱
く

実
母
か
ら
の
相
談
に
対
し
て
、
育
児
困
難
や
虐
待
を
念

頭
に
置
い
た
上
で
、
危
機
感
を
も
っ
た
対
応
が
な
さ
れ

な
か
っ
た

５
児
童
相
談
所
に
お
け
る
組
織
的
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト

児
童
相
談
所
に
お
い
て
、
相
談
受
理
後
の
情
報
共
有

や
援
助
方
針
等
に
関
す
る
組
織
的
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と

チ
ェ
ッ
ク
体
制
が
不
十
分
だ
っ
た

６
市
町
村
職
員
の
専
門
性
及
び
対
応
能
力

子
ど
も
の
健
康
状
態
等
か
ら
予
測
可
能
な
虐
待
の
リ

ス
ク
に
つ
い
て
、
十
分
な
認
識
が
不
足
し
て
い
た

７
市
町
村
に
お
け
る
関
係
部
署
間
の
情
報
共
有

市
町
村
内
部
の
関
係
部
署
間
に
お
い
て
、
情
報
共
有

に
関
す
る
連
携
体
制
が
構
築
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

８
関
係
機
関
間
の
連
携
体
制

要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
を
活
用
せ
ず
、
関
係

機
関
の
連
携
に
基
づ
く
支
援
が
行
わ
れ
な
か
っ
た

９
自
治
体
に
お
け
る
検
証
の
実
施

検
証
に
必
要
な
基
本
的
な
情
報
の
収
集
が
不
足
し
て
お
り
、
効

果
的
な
手
法
や
検
討
体
制
が
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

１
乳
幼
児
健
康
診
査
未
受
診
等
の
リ
ス
ク
が
高
い
家
庭

へ
の
対
応

乳
幼
児
健
康
診
査
未
受
診
以
外
に
も
複
数
の
リ
ス
ク

要
因
を
有
し
て
い
た
家
庭
に
対
し
て
、
関
係
機
関
が
保

有
す
る
情
報
の
共
有
が
な
さ
れ
ず
、
虐
待
発
生
の
リ
ス

ク
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た

２
転
居
を
繰
り
返
し
社
会
的
に
孤
立
し
が
ち
な
家
庭
へ
の
対
応

転
居
を
繰
り
返
す
と
い
う
事
実
を
把
握
し
な
が
ら
も
、

こ
れ
ら
の
家
庭
に
対
す
る
情
報
共
有
や
協
議
を
行
う
な

ど
の
対
応
が
な
さ
れ
ず
支
援
が
途
切
れ
て
い
た

３
家
庭
全
体
に
対
す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
と
適
切

な
対
応

子
ど
も
と
家
族
全
体
を
支
援
対
象
者
と
し
て
捉
え
た

上
で
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
不
足
し
て
い
た

４
精
神
疾
患
の
あ
る
養
育
者
等
の
支
援
を
必
要
と
し
て

い
る
家
庭
へ
の
対
応

精
神
疾
患
が
あ
り
希
死
念
慮
（
自
殺
企
図
）
を
抱
く

実
母
か
ら
の
相
談
に
対
し
て
、
育
児
困
難
や
虐
待
を
念

頭
に
置
い
た
上
で
、
危
機
感
を
も
っ
た
対
応
が
な
さ
れ

な
か
っ
た

５
児
童
相
談
所
に
お
け
る
組
織
的
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト

児
童
相
談
所
に
お
い
て
、
相
談
受
理
後
の
情
報
共
有

や
援
助
方
針
等
に
関
す
る
組
織
的
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と

チ
ェ
ッ
ク
体
制
が
不
十
分
だ
っ
た

６
市
町
村
職
員
の
専
門
性
及
び
対
応
能
力

子
ど
も
の
健
康
状
態
等
か
ら
予
測
可
能
な
虐
待
の
リ

ス
ク
に
つ
い
て
、
十
分
な
認
識
が
不
足
し
て
い
た

７
市
町
村
に
お
け
る
関
係
部
署
間
の
情
報
共
有

市
町
村
内
部
の
関
係
部
署
間
に
お
い
て
、
情
報
共
有

に
関
す
る
連
携
体
制
が
構
築
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

８
関
係
機
関
間
の
連
携
体
制

要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
を
活
用
せ
ず
、
関
係

機
関
の
連
携
に
基
づ
く
支
援
が
行
わ
れ
な
か
っ
た

９
自
治
体
に
お
け
る
検
証
の
実
施

検
証
に
必
要
な
基
本
的
な
情
報
の
収
集
が
不
足
し
て
お
り
、
効

果
的
な
手
法
や
検
討
体
制
が
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

１
心
中
以
外
の
虐
待
死

１
心
中
以
外
の
虐
待
死

２
心
中
に
よ
る
虐
待
死
（
未
遂
を
含
む
）

２
心
中
に
よ
る
虐
待
死
（
未
遂
を
含
む
）

３
関
係
機
関
の
関
与

３
関
係
機
関
の
関
与
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第
1
0
次
報
告
の
特
集
に
お
け
る
事
例
概
要

0
日
・
0
か
月
児
死
亡
事
例

精
神
疾
患
の
あ
る
養
育
者
に
お
け
る
事
例

第
1
次
か
ら
第
1
0
次
報
告
ま
で
の
心
中
以
外
の
虐
待
死
事
例
に
お
い
て
、
0

日
・
0
か
月
児
事
例
が
一
定
数
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
今
後
の
対
策
を
考

え
る
上
で
重
要
な
検
証
対
象
と
捉
え
、
蓄
積
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
検
証
を
行
っ
た
。

１
対
象

第
1
次
か
ら
第
1
0
次
報
告
ま
で
の
心
中
以
外
の
虐
待
死
事
例
に
お
け
る
0

日
・
0
か
月
児
事
例
：
1
1
1
人

２
事
例
の
概
要

○
心
中
以
外
の
死
亡
事
例
全
体
に
占
め
る
0
歳
児
の
割
合
は
4
割
以
上

○
0
歳
児
の
虐
待
死
に
占
め
る
0
日
・
0
か
月
児
の
割
合
は
4
割

○
0
日
・
0
か
月
児
事
例
の
中
で
は
日
齢
0
日
児
が
8
割
以
上

３
加
害
者
の
状
況

○
加
害
者
の
約
9
割
は
実
母

○
実
母
の
年
齢
別
内
訳
は
1
9
歳
以
下
が
約
3
割
、
3
5
～
3
9
歳
が
約
2
割

○
親
族
と
同
居
し
て
い
た
割
合
は
8
割
（
※
）

４
妊
娠
・
出
産
に
係
る
問
題

○
母
子
健
康
手
帳
の
未
発
行
、
妊
婦
健
康
診
査
の
未
受
診
な
ど
が
9
割
（
※
）

○
望
ま
な
い
妊
娠
が
約
7
割
、
若
年
（
1
0
代
）
出
産
の
経
験
あ
り
が
約
4
割

○
過
去
に
も
遺
棄
を
し
て
い
る
事
例
が
約
1
割

○
ト
イ
レ
、
風
呂
場
等
の
自
宅
出
産
の
割
合
が
約
6
割
強
、
医
療
機
関
で
の

出
産
は
1
割
に
満
た
な
い

（
※
）
は
第
1
0
次
報
告
に
お
け
る
調
査
結
果
の
み
の
値

養
育
者
の
病
状
の
変
化
が
育
児
困
難
や
子
ど
も
の
虐
待
に
つ
な
が
る
可
能
性
や
、
過

去
の
死
亡
事
例
に
お
い
て
も
、
一
定
の
割
合
で
精
神
疾
患
の
あ
る
養
育
者
に
よ
る
死
亡

事
例
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
検
証
を
行
っ
た
。

１
対
象

第
5
次
か
ら
第
1
0
次
報
告
ま
で
の
実
母
に
よ
る
虐
待
死
事
例
の
中
で
、
実
母
に
精
神

疾
患
の
あ
っ
た
事
例
：
7
3
例
、
7
9
人

（
心
中
以
外
の
虐
待
死
：
3
1
例
、
3
2
人
心
中
に
よ
る
虐
待
死
：
4
2
例
、
4
7
人
）

２
死
亡
時
の
子
ど
も
の
年
齢

○
0
歳
児
が
約
2
割
で
あ
る
が
、
1
7
歳
ま
で
の
各
年
齢
に
分
散

３
実
母
の
診
断
名
及
び
年
齢

○
心
中
以
外
の
事
例
で
は
統
合
失
調
症
（
1
5
例
）
、
心
中
事
例
に
お
い
て

は
う
つ
病
（
2
0
例
）
が
最
多

○
実
母
の
年
齢
は
3
0
歳
以
上
が
約
8
割

４
支
援
者
の
状
況
と
そ
の
内
訳

○
い
ず
れ
か
の
支
援
者
が
い
た
事
例
が
約
9
割
（
内
訳
は
配
偶
者
や
親
、
行
政
の
相

談
担
当
課
が
多
い
）

５
関
係
機
関
の
関
わ
り

○
医
療
機
関
と
市
町
村
の
母
子
保
健
担
当
部
署
が
各
6
割
、
児
童
相
談
所
及

び
市
町
村
の
児
童
福
祉
担
当
部
署
が
約
3
～
4
割

【
支
援
策
】

○
妊
娠
か
ら
出
産
に
至
る
ま
で
、
切
れ
目
の
な
い
相
談
・
支
援
が
行
え

る
体
制
の
整
備
と
相
談
窓
口
に
関
す
る
周
知

○
妊
婦
が
産
科
医
療
機
関
を
受
診
し
た
機
会
を
捉
え
、
切
れ
目
な
く
行

政
サ
ー
ビ
ス
に
結
び
つ
く
よ
う
医
療
機
関
と
行
政
と
の
連
携
を
強
化

○
妊
婦
や
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
や
相
談
の
場
、
養
子

縁
組
や
里
親
制
度
に
関
す
る
適
切
な
情
報
提
供

○
思
春
期
か
ら
の
性
に
関
す
る
正
確
な
情
報
提
供

【
支
援
策
】

○
地
域
に
お
け
る
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た

支
援
（
養
育
者
の
主
治
医
と
市
町
村
職
員
や
児
童
相
談
所
等
と
の
連
携
に
よ
る
支
援
）

○
希
死
念
慮
（
自
殺
企
図
）
の
あ
る
養
育
者
の
場
合
、
家
庭
に
お
け
る

養
育
の
限
界
を
丁
寧
に
見
極
め
た
上
で
の
、
適
切
か
つ
迅
速
な
対
応

○
親
子
の
再
統
合
を
行
う
場
合
は
、
施
設
退
所
後
の
養
育
負
担
の
増
加

や
養
育
者
自
身
の
病
状
変
化
に
配
慮
し
た
地
域
に
お
け
る
支
援
体
制
の

整
備
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課
題

と
提

言

地
方
公
共
団
体
へ
の
提
言

国
へ
の
提
言

１
虐
待
の
発
生
及
び
深
刻
化
予
防

○
望
ま
な
い
妊
娠
に
係
る
相
談
体
制
の
充
実
、
相
談
窓
口
の
周
知

○
妊
婦
健
康
診
査
の
受
診
に
係
る
啓
発
の
強
化

○
妊
娠
期
か
ら
の
保
健
、
医
療
、
福
祉
分
野
に
お
け
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
確
実

な
対
応
と
連
携
の
強
化

○
精
神
疾
患
の
あ
る
養
育
者
等
の
支
援
を
必
要
と
す
る
家
庭
に
対
す
る
相
談

及
び
支
援
体
制
の
強
化

○
虐
待
の
発
生
予
防
に
つ
な
が
る
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
広

報
・
情
報
提
供
の
着
実
な
実
施

○
児
童
虐
待
に
係
る
通
告
義
務
・
通
告
先
・
相
談
窓
口
等
に
関
す
る
広
報
及

び
啓
発
の
よ
り
一
層
の
強
化

２
虐
待
の
早
期
発
見
・
早
期
の
適
切
な
対
応
と
支
援
の
充
実

○
乳
幼
児
健
康
診
査
及
び
就
学
時
の
健
康
診
断
未
受
診
等
の
家
庭
の
把
握
と

対
応

○
居
住
実
態
が
把
握
で
き
な
い
児
童
・
家
庭
に
対
す
る
要
保
護
児
童
対
策
地

域
協
議
会
を
活
用
し
た
フ
ォ
ロ
ー
体
制
の
整
備

３
職
員
の
専
門
性
の
確
保
と
資
質
の
向
上

○
市
町
村
職
員
の
児
童
虐
待
に
対
す
る
専
門
的
な
知
識
や
相
談
援
助
技
術
の

向
上

○
市
町
村
に
お
け
る
虐
待
対
応
担
当
部
署
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能
の
強
化

１
虐
待
の
発
生
及
び
深
刻
化
予
防

○
養
育
支
援
に
関
す
る
妊
娠
期
か
ら
の
包
括
的
な
相
談
及
び
支
援
体
制

の
充
実

○
精
神
疾
患
の
あ
る
養
育
者
等
の
支
援
を
必
要
と
す
る
家
庭
に
対
す
る

相
談
及
び
支
援
体
制
の
強
化

○
虐
待
の
発
生
予
防
の
た
め
の
広
報
・
啓
発

２
虐
待
の
早
期
発
見
・
早
期
対
応
と
支
援
の
充
実

○
虐
待
発
生
の
リ
ス
ク
が
高
い
家
庭
の
早
期
発
見
・
早
期
対
応

○
居
住
実
態
が
把
握
で
き
な
い
児
童
・
家
庭
に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー
体
制

の
整
備

○
児
童
相
談
所
に
お
け
る
虐
待
対
応
の
専
門
性
及
び
中
核
的
機
関
と
し
て
の

役
割
機
能
の
強
化

○
丁
寧
か
つ
迅
速
な
相
談
体
制
の
強
化
に
向
け
た
児
童
相
談
所
及
び
市
町
村

（
虐
待
対
応
担
当
部
署
、
母
子
保
健
担
当
部
署
）
に
お
け
る
人
員
体
制
の
充
実

４
虐
待
対
応
に
お
け
る
関
係
機
関
の
効
果
的
な
連
携

○
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
（
子
ど
も
を
守
る
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
に
お
け

る
個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
の
積
極
的
な
活
用
と
効
果
的
な
実
務
者
会
議
の
あ
り
方

○
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
（
子
ど
も
を
守
る
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

に
お
け
る
入
所
措
置
解
除
時
の
支
援
体
制
整
備

○
児
童
相
談
所
と
市
町
村
に
お
け
る
専
門
性
を
活
か
し
た
役
割
分
担
と
連

携
・
協
働
の
徹
底

○
地
域
を
ま
た
が
る
転
居
事
例
に
関
す
る
地
方
公
共
団
体
間
で
の
情
報
共
有

の
徹
底
と
支
援
を
要
す
る
家
庭
へ
の
切
れ
目
の
な
い
継
続
支
援
の
実
施

５
虐
待
防
止
を
目
的
と
し
た
検
証
の
積
極
的
な
実
施
と
検
証
結
果
の
活
用

○
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
検
証
の
確
実
な
実
施

○
検
証
を
実
施
す
る
た
め
の
効
果
的
な
手
法

○
地
域
を
ま
た
が
る
転
居
事
例
に
お
け
る
検
証
の
地
方
公
共
団
体
間
に
お
け
る
協
力

○
検
証
報
告
の
積
極
的
な
活
用
に
よ
る
虐
待
死
事
例
の
再
発
防
止

３
職
員
の
専
門
性
の
確
保
と
資
質
・
能
力
の
向
上

４
虐
待
対
応
に
お
け
る
関
係
機
関
の
効
果
的
な
連
携

○
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
（
子
ど
も
を
守
る
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
）
の
活
用
の
徹
底
と
調
整
機
関
の
機
能
強
化

○
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
（
子
ど
も
を
守
る
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
）
の
調
整
機
関
と
各
関
係
機
関
に
お
け
る
連
携
体
制
の
強
化

５
虐
待
防
止
を
目
的
と
し
た
検
証
の
積
極
的
な
実
施
と
検
証
結
果
の
活
用

○
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
検
証
の
確
実
な
実
施
に
向
け
た
方
策
の
検
討

○
検
証
報
告
書
の
積
極
的
な
活
用
に
向
け
た
検
討
と
周
知
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○
子
ど
も
の
身
体
、
特
に
、
顔
や
首
、
頭
等
に

外
傷
が
認
め
ら
れ
る

○
子
ど
も
が
保
育
所
等
に
来
な
く
な
っ
た

○
施
設
等
へ
の
入
退
所
を
繰
り
返
し
て
い
る

○
き
ょ
う
だ
い
に
虐
待
が
あ
っ
た

子
ど
も
の
側
面

○
児
童
委
員
、
近
隣
住
民
等
か
ら
様
子
が
気
に
か
か

る
旨
の
情
報
提
供
が
あ
る

○
生
活
上
に
何
ら
か
の
困
難
を
抱
え
て
い
る

○
転
居
を
繰
り
返
し
て
い
る

○
孤
立
し
て
い
る

生
活
環
境
等
の
側
面

○
関
係
機
関
や
関
係
部
署
が
把
握
し
て
い
る
情
報
を

共
有
で
き
ず
得
ら
れ
た
情
報
を
統
合
し
虐
待
発
生

の
リ
ス
ク
を
認
識
で
き
な
か
っ
た

○
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
（
子
ど
も
を
守
る

地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
に
お
け
る
検
討
の
対
象
事

例
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た

○
家
族
全
体
を
捉
え
た
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
不

足
し
て
お
り
、
危
機
感
が
希
薄
で
あ
っ
た

援
助
過
程
の
側
面

○
妊
娠
の
届
出
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
母
子
健
康

手
帳
が
未
発
行
で
あ
る

○
妊
婦
健
康
診
査
が
未
受
診
で
あ
る
又
は
受
診
回

数
が
極
端
に
少
な
い

○
関
係
機
関
か
ら
の
連
絡
を
拒
否
し
て
い
る

（
途
中
か
ら
関
係
が
変
化
し
た
場
合
も
含
む
）

○
望
ま
な
い
妊
娠

○
医
師
、
助
産
師
の
立
会
い
な
く
自
宅
等
で
出
産

し
た

○
乳
幼
児
健
康
診
査
や
就
学
時
の
健
康
診
断
が
未

受
診
で
あ
る
又
は
予
防
接
種
が
未
接
種
で
あ
る

（
途
中
か
ら
受
診
し
な
く
な
っ
た
場
合
も
含
む
）

○
精
神
疾
患
や
強
い
抑
う
つ
状
態
が
あ
る

○
過
去
に
自
殺
企
図
が
あ
る

○
子
ど
も
の
発
達
等
に
関
す
る
強
い
不
安
や
悩
み
を

抱
え
て
い
る

○
子
ど
も
を
保
護
し
て
ほ
し
い
等
、
養
育
者
が
自
ら

相
談
し
て
く
る

○
虐
待
が
疑
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
養
育
者
が

虐
待
を
否
定

○
訪
問
等
を
し
て
も
子
ど
も
に
会
わ
せ
な
い

○
多
胎
児
を
含
む
複
数
人
の
子
ど
も
が
い
る

養
育
者
の
側
面

※
子
ど
も
が
低
年
齢
で
あ
る
場
合
や
離
婚
等
に
よ
る
一
人
親
の
場
合
で
あ
っ
て
、
上
記
ポ
イ
ン
ト
に
該
当
す
る
と
き
に
は
、

特
に
注
意
し
て
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。第
1
次
か
ら
第
1
0
次
報
告
を
踏
ま
え
て

子
ど
も
虐
待
に
よ
る
死
亡
事
例
等
を
防
ぐ
た
め
の
リ
ス
ク
と
し
て
留
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト

217



児
童

相
談

所
全

国
共

通
ダ
イ
ヤ
ル

の
３
桁

化
に
つ
い
て

○
３
桁

化
後

の
仕

組
み

３
桁

番
号

に
か

け
る
と
、
発

信
し
た
電

話
の

市
内

局
番

等
か

ら
当

該
地

域
を
特

定
し
、
管

轄
の

児
童

相
談

所
に
電

話
を
転

送
。

※
一

部
の

ＩＰ
電

話
か

ら
は

つ
な
が

り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
プ
ッ
シ
ュ
信

号
が

出
せ

な
い
電

話
か

ら
は

郵
便

番
号

等
の

入
力

が
で
き
ま
せ

ん
。

※
一

部
、
現

行
の

共
通

ダ
イ
ヤ
ル

に
未

加
入

の
地

域
が

あ
り
ま
す
。

（
未

加
入

の
場

合
は

、
児

童
相

談
所

の
電

話
番

号
が

ア
ナ
ウ
ン
ス
さ
れ

ま
す
。
）

３
桁

化
後

の
イ
メ
ー
ジ

【
主
な
転

送
パ
タ
ー
ン
】

①
固
定
電
話
か
ら
発

信
し
た
場

合
・

発
信
し
た
電
話
の

市
内

局
番

等
か

ら
管

轄
が
特
定
で
き
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
児
童
相
談
所
へ
転
送

・
特

定
で
き
な
い
場

合
は

、
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
沿

っ
て
発
信
者
に
居
住
地
の
地
域
番
号
を
入
力
し
て
も
ら
い
、
管

轄
児

童
相

談
所

を
特

定
②

携
帯
電
話
等
か

ら
発

信
し
た
場

合
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
沿
っ
て
、
発
信
者
に
居
住
地
の
郵
便
番
号
（
７
桁
）
を
入

力
し
て
も
ら
い
、
管

轄
児

童
相

談
所

を
特

定

○
虐

待
を
受

け
た
と
思

わ
れ

る
子

ど
も
を
見

つ
け
た
時

や
子

育
て
に
悩

ん
だ
と
き
な
ど
に
、
躊

躇
せ

ず
に
児

童
相

談
所

に
通

告
・
相

談
で
き
る
よ
う
、
全

国
共

通
の

番
号

に
よ
っ
て
管

轄
の

児
童

相
談

所
に
電

話
を
転

送
す
る
、

「
児

童
相

談
所

全
国

共
通

ダ
イ
ヤ
ル

」
（
０
５
７
０
－

０
６
４
－

０
０
０
）
を
平

成
２
１
年

１
０
月

１
日

よ
り
運

用
し
て
い
る
。

○
今

般
、
覚

え
や

す
い
３
桁

番
号

に
す
る
こ
と
で
、
よ
り
広

く
一

般
に
周

知
し
、
迅

速
か

つ
適

切
に
通

告
・
相

談
が

で
き
る
よ
う
、
平

成
２
６
年

度
補

正
予

算
に
お
い
て
必

要
と
な
る
開

発
費

等
を
計

上
。

○
平

成
2

7
年

7
月

か
ら
の

３
桁

番
号

の
運

用
開

始
に
あ
わ

せ
て
、

2
4
時

間
・

3
6

5
日

ど
の

よ
う
な
時

間
帯

で
あ
っ
て
も
、
児

童
相

談
所

へ
の

通
告

・
相

談
に
つ
い
て
、
相

談
業

務
を
行

う
職

員
が

対
応

で
き
る
体

制
の

確
保

に
努

め
ら
れ

た
い
。

通 信 事 業 者

利 用 者 が 居 住 す る

地 域 を 管 轄 す る

児 童 相 談 所

3
桁

番
号

（
１
X
Y
）
を
ダ
イ
ヤ
ル

＊
利 用 者

転
送

＊
音

声
案

内
に
し
た
が

っ
て
所

在
地

の
入

力
が

必
要

な
場

合
が

あ
る
。

共
通

ダ
イ
ヤ
ル

に
つ
い
て
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○
依
然
と
し
て
深
刻
な
児
童
虐
待
の
状
況
を
踏
ま
え
、
本
年
８
月
２
９
日
、
関
係
府
省
庁
（
内
閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
警
察
庁
）
に

よ
る
第
１
回
児
童
虐
待
防
止
対
策
に
関
す
る
副
大
臣
等
会
議
を
開
催
。

○
居
住
実
態
が
把
握
で
き
な
い
児
童
の
所
在
把
握
と
、
児
童
虐
待
の
未
然
防
止
、
重
篤
化
防
止
の
た
め
の
早
期
対
応
の
観
点
か
ら
、
関
係
省
庁
で
連
携
し
て
取
り
組
む

べ
き
具
体
的
な
対
応
策
以
下
の
と
お
り
と
り
ま
と
め
た
。

１
．
児
童
虐
待
防
止
対
策
に
つ
い
て

Ⅰ
．
妊
娠
期
か
ら
の
切
れ
目
な
い
支
援
の
あ
り
方
に
つ
い
て

◇
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
総
合
相
談
や
継
続
的
支
援
を
実
施
す
る
た
め
、
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
の
充
実
及
び
利
用
者
支
援
事
業
の
活
用
を
促
進
。

◇
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
本
格
的
展
開
と
併
せ
、
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
や
産
後
ケ
ア
事
業
を
実
施
し
、
親
の
負
担
を
軽
減
す
る
。

◇
医
療
機
関
に
よ
る
特
定
妊
婦
に
関
す
る
情
報
提
供
を
市
区
町
村
へ
行
う
こ
と
が
、
刑
法
第
1
3
4
条
（
秘
密
漏
示
）
や
個
人
情
報
保
護
法
第
2
3
条
（
第
三
者
提
供
の

制
限
）
等
に
抵
触
し
な
い
こ
と
及
び
特
定
人
に
関
す
る
情
報
の
医
療
機
関
か
ら
行
政
へ
の
積
極
的
な
提
供
に
つ
い
て
周
知
。

◇
特
定
妊
婦
の
み
な
ら
ず
、
見
守
り
な
ど
一
定
の
支
援
が
必
要
な
妊
婦
に
つ
い
て
も
、
妊
婦
本
人
の
同
意
を
得
た
上
で
、
医
療
機
関
が
、
直
接
妊
婦
に
関
す
る

情
報
を
自
治
体
へ
提
供
し
、
ま
た
、
自
治
体
か
ら
支
援
の
状
況
に
つ
い
て
医
療
機
関
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
双
方
向
の
仕
組
み
を
推
進
。

等

Ⅱ
．
初
期
対
応
の
迅
速
化
や
的
確
な
対
応
の
た
め
の
関
係
機
関
の
連
携
強
化
に
つ
い
て

◇
遅
延
な
く
初
期
対
応
を
実
施
す
る
た
め
に
、
共
通
ア
セ
ス
メ
ン
ト
ツ
ー
ル
を
整
備
。
（
児
童
相
談
所
と
市
町
村
に
お
い
て
、
児
童
虐
待
の
内
容
や
世
帯
の
状
態
、
緊
急

度
等
を
表
す
共
有
ラ
ン
ク
表
を
整
備
）

◇
見
落
と
し
や
抜
け
落
ち
を
防
止
す
る
た
め
、
職
種
別
、
介
入
時
点
に
応
じ
た
、
子
ど
も
の
安
全
確
認
や
安
全
確
保
、
児
相
・
市
町
村
・
警
察
の
連
携
、
協
力
体
制
の

要
点
等
を
整
理
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
。

◇
子
ど
も
や
家
庭
に
関
す
る
最
新
情
報
を
確
実
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
情
報
共
有
モ
デ
ル
事
業
を
創
設
。

等

Ⅲ
．
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
機
能
強
化
に
つ
い
て

◇
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
好
事
例
集
の
作
成
。

◇
支
援
内
容
が
重
複
す
る
場
合
等
に
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
調
整
機
関
が
優
先
し
て
対
応
す
べ
き
支
援
機
関
を
選
定
す
る
際
の
判
断
が
よ
り
円
滑
に

行
え
る
よ
う
機
能
を
強
化
。

◇
支
援
に
関
す
る
一
定
の
判
断
を
す
る
際
の
外
部
有
識
者
の
活
用
を
促
進
。

児
童
虐
待
防
止
対
策
に
関
す
る
副
大
臣
等
会
議
の
と
り
ま
と
め
等
に
つ
い
て
（
１
）
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Ⅳ
．
児
童
相
談
所
が
、
虐
待
通
告
や
子
育
て
の
悩
み
相
談
に
対
し
て
確
実
に
対
応
で
き
る
体
制
整
備
に
つ
い
て

◇
児
童
相
談
所
へ
の
相
談
を
よ
り
し
や
す
く
す
る
た
め
の
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル
を
３
桁
化
。

◇
児
童
相
談
所
の
夜
間
休
日
対
応
の
た
め
の
体
制
強
化
。

◇
児
童
相
談
所
が
、
よ
り
困
難
な
ケ
ー
ス
を
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
、
予
防
や
軽
度
な
支
援
が
必
要
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
地
域
子
育
て
支
援
事
業
や
利
用
者
支
援

事
業
の
積
極
的
な
活
用
を
促
進
。

等

Ⅴ
．
緊
急
時
に
お
け
る
安
全
確
認
、
安
全
確
保
の
迅
速
な
実
施
に
つ
い
て

◇
児
童
相
談
所
が
立
入
調
査
、
一
時
保
護
等
を
実
施
す
る
際
、
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
警
察
に
同
行
等
の
援
助
要
請
を
行
う
ほ
か
、
警
察
で
は
、
児
童
の
安
全

が
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
権
限
を
行
使
し
で
き
る
限
り
の
措
置
を
講
ず
る
な
ど
、
相
互
に
連
携
し
て
、
児
童
の
安
全
確
認
・
安
全
確
保
を
最
優
先
と
し
た
対
応

を
徹
底
。

◇
短
期
間
で
臨
検
・
捜
索
を
実
施
し
て
い
る
実
例
を
踏
ま
え
、
臨
検
・
捜
索
の
執
行
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
の
取
り
組
み
の
周
知
や
実
施
の
た
め
の
Ｑ
＆
Ａ
を

作
成
。

等

【
引
き
続
き
検
討
す
る
事
項
】

◆
支
援
が
必
要
と
思
わ
れ
る
妊
婦
情
報
を
関
係
者
が
行
政
に
提
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
努
力
義
務
化

◆
児
童
相
談
所
の
調
査
に
対
す
る
回
答
の
義
務
化

◆
臨
検
・
捜
索
手
続
き
の
簡
素
化
→
緊
急
時
の
児
童
の
安
全
確
認
、
安
全
確
保
を
迅
速
化
等

※
以
上
の
事
項
に
つ
い
て
、
被
虐
待
児
の
自
立
支
援
を
中
心
と
し
た
事
項
と
併
せ
て
、
厚
生
労
働
省
の
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
あ
り
方
に
関
す
る
専
門
委
員
会
」
に

お
い
て
議
論
す
る
。

２
．
居
住
実
態
が
把
握
で
き
な
い
児
童
へ
の
対
応

居
住
実
態
が
把
握
で
き
な
い
児
童
に
つ
い
て
、
市
町
村
間
で
情
報
を
共
有
し
把
握
す
る
仕
組
み
を
新
た
に
整
理
し
た
。

児
童
虐
待
防
止
対
策
に
関
す
る
副
大
臣
等
会
議
の
と
り
ま
と
め
等
に
つ
い
て
（
２
）
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１．児童虐待防止対策について

児童虐待防止対策等について（案）

○ 児童虐待の問題は、平成２５年度における児童相談所の相談対応件数が、73,802件と過去最高
となっており、また虐待により死亡に至る事例も100件前後で推移している等、依然として深刻な
状況にあり、また、居住実態が把握できない児童への対応も喫緊の課題となっていたところである。

○ このような状況を踏まえ、本年８月２９日に児童虐待防止対策に関する副大臣等会議を開催し、

１． 厚生労働省を中心に、実効的な児童虐待防止対策の構築に向けた検討に着手するとともに、

児童虐待防止対策について関係省庁が連携して対策を強化すること。

２． 居住実態が把握できない児童について、政府一体となって全力で把握に努めること。

３． 年内を目途に一定のとりまとめを行うこと。

の対応方針を申し合わせた。

○ これを受けて、居住実態が把握できない児童への取組みと併せて、児童虐待を未然に防ぐと

ともに、虐待を受けたとしても重篤化する前に迅速に発見し、的確に対応するための対応策に

ついて、関係省庁で連携して検討を行うとともに、厚生労働省において、同年９月１９日に社会保障

審議会児童部会の下に設置した児童虐待防止対策のあり方に関する専門委員会においても、

関係省庁の参加のもと、５回にわたる議論を行い、同年１１月２８日に「これまでの議論の

とりまとめ」（参考）を行ったところである。

○ 今般、当副大臣等会議においては、厚生労働省が設置した社会保障審議会児童部会児童

虐待防止対策のあり方に関する専門委員会による「これまでの議論のとりまとめ」を踏まえ、

下記の５項目を中心に、関係省庁で連携して速やかな実施に向けて取り組むべき対応策に

ついて、別添１のとおりとりまとめた。

Ⅰ．妊娠期からの切れ目ない支援のあり方

Ⅱ．初期対応の迅速化や的確な対応のための関係機関の連携強化

Ⅲ．要保護児童対策地域協議会の機能強化

Ⅳ．児童相談所が、虐待通告や子育ての悩み相談に対して確実に対応できる体制整備

Ⅴ．緊急時における安全確認、安全確保の迅速な実施

平成２６年１２月２６日
児童虐待防止対策に
関する副大臣等会議
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２．「居住実態が把握できない児童」への対応について

○ 「居住実態が把握できない児童」への対応については、児童や児童の属する家庭が、特に支援

を必要としている場合もあることから、早急に児童の所在を明らかにし、その状況等を把握する

必要があるため、同年１１月１３日の当副大臣等会議において、厚生労働省が実施した調査

結果を公表するとともにその結果を踏まえ、関係省庁が連携して取り組むべき対応策を

とりまとめた。（別添２）。
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＜速やかな実施に向けて取り組む主な対応策＞

妊娠期からの切れ目ない支援

虐待による死亡事例における０歳児の割合は44.0％（心中を除いた死亡事例）を占め、とりわけ
０日児死亡事例は17.2％を占める。また、その０日児死亡事例では、望まない妊娠の占める割合が
71.3％となっている。（※）
死亡事例の背景としては、母親が妊娠期から一人で悩みを抱えていたり、産前産後の心身の不調や

家庭環境の問題が指摘されている。これらを踏まえ、妊娠期からの切れ目ない支援のため、以下の
取組を実施する。
（※）「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」（社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護
事例の検証に関する専門委員会）第１次報告から第10次報告の集計

① 妊娠から出産・子育てに至る切れ目ない支援の仕組み

◇ 妊娠期から子育て期にわたる総合相談や継続的支援を実施するため、妊娠・出産包括

支援事業の充実（※１）及び利用者支援事業の活用を促進【厚生労働省】

◇ 精神科医療機関と産科医療機関や小児科医療機関との間の情報共有を促進

【厚生労働省】

② 妊娠期からの相談しやすい体制の整備

◇ 行政がこれまで以上に医療機関から特定妊婦（※２）に関する情報を入手し、支援に

つなげることを可能とするため、医療機関による特定妊婦に関する情報提供を市区町村へ

行うことが、刑法第134条（秘密漏示）や個人情報保護法第23条（第三者提供の制限）等
に抵触しないこと及び特定人に関する情報の医療機関から行政への積極的な提供に

ついて周知 【厚生労働省】

◇ 特定妊婦のみならず、見守りなど一定の支援が必要な妊婦についても、妊婦本人の

同意を得た上で、医療機関が、直接妊婦に関する情報を自治体へ提供し、また、自治体

から支援の状況について医療機関へフィードバックする双方向の仕組みを推進

【厚生労働省】

◇ 学習指導要領に基づき、児童生徒の発達の段階を踏まえた性に関する指導を充実

【文部科学省】

③ 支援が必要な家庭の情報を共有して支援につなぐ仕組み

◇ スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー配置の充実【文部科学省】

◇ 保育指針において、保育所から就学先となる小学校へ送付されることとなっている

保育所児童保育要録における「養護（生命の保持及び情緒の安定）に関する事項」欄に、

児童虐待に関する情報が確実に記載されるよう徹底【厚生労働省】

◇ 進学・転学等の際の学校等の間の情報共有や、学校と児童相談所等関係機関の連携の

促進、適切な通告の実施などについて改めて周知徹底【文部科学省】

（※１）平成２６年度中に着手

（※２）出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦
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初期対応の迅速化や的確な対応のための関係機関の連携強化

「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」の報告書では、市町村と児童相談所の双方が
相手方の支援を期待してしまい、対応が後手に回ってしまったなど、それぞれの役割を十分に果たし
得なかった結果、重大な事態を招いた事例が散見されている。また、同報告書では、市町村や児童
相談所が受けた相談について十分なアセスメントが行われず、虐待の危機感を持たないまま重大事態に
至った事例も見られた。こうしたことからも迅速、的確に初期対応が行われるような取組が求められる。

一方、市町村や児童相談所の体制については、一人の職員が対応できるケースには限界がある中で、
そもそも相談件数に比して、充分な人員体制が整っていないことや専門性の高い職員が不足していること、
さらには、研修の機会が少ないことなどが指摘されている。これらを踏まえ、初期対応の迅速化や的確な
対応のための関係機関の連携強化のため、以下の取組を実施する。

① 見落としや初期対応の遅れをなくすための関係機関の連携

◇ 遅延なく初期対応を実施するために、共通アセスメントツールを整備

（児童相談所と市町村において、児童虐待の内容や世帯の状態、緊急度等を表す共有

ランク表を整備）【厚生労働省】

◇ 見落としや抜け落ちを防止するため、職種別、介入時点別に応じた、子どもの安全確認や

安全確保、児相・市町村・警察の連携、協力体制の要点等を整理したマニュアルを作成

【厚生労働省】

◇ 子どもや家庭に関する最新情報を確実に把握できるようにするため、要保護児童対策

地域協議会の情報共有モデル事業を創設【厚生労働省】

◇ 切迫性、危険性の判断能力向上に資するための警察官OB等の配置については、自治体
からの相談や要望に応じて、積極的に対応【警察庁】

② 市町村と児童相談所との役割分担の明確化と必要な支援を実施できる体制強化

◇ 市町村と児童相談所の役割分担を明確化するため、マニュアルを整備【厚生労働省】

要保護児童対策地域協議会の機能強化

要保護児童対策地域協議会（以下「協議会」という。）は、支援が必要な子どもの状況や対応について、
地域の関係機関間で情報を共有し、支援の内容を協議することを目的としている。

「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」の報告書によると、死亡事例の中には協議会
に要保護児童として登録されていなかったり、登録されていても関係機関間での情報共有や役割分担が
十分に行われていない事例が見受けられた。一方、市町村によっては協議会の実務者会議において
進行管理する事例数が年々増加し、個々の事例について十分な検討を行う余裕がない状況にあることが
指摘されている。これらを踏まえ、要保護児童対策地域協議会の機能強化のため、以下の取組を実施
する。

① 要保護児童対策地域協議会参加機関が役割分担による支援を迅速かつ確実に実施する

ための工夫

◇ 要保護児童対策地域協議会の好事例集の作成【厚生労働省】

② 協議会調整機関の専門性強化と支援の役割分担の明確化

◇ 支援内容が重複する場合等に要保護児童対策地域協議会調整機関が優先して対応

すべき支援機関を選定する際の判断がより円滑に行えるよう機能を強化【厚生労働省】

◇ 支援に関する一定の判断をする際の外部有識者の活用を促進【厚生労働省】
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児童相談所が、虐待通告や子育ての悩み相談に対して確実に対応できる体制整備

平成25年度における児童相談所の児童虐待相談対応件数は、平成11年度に比べて約6.3倍であるの
に対して、児童福祉司の配置人数は同期間に約2.3倍となっている。また、児童心理司の配置人数は
児童福祉司の配置人数の44.5％（平成26年４月1日現在）となっている。
厚生労働省は、より相談しやすくするため、児童相談所全国共通ダイヤルの３桁化を検討しており、
こうした動きも踏まえた夜間休日を含む対応体制を強化することが課題。

また、児童相談所が介入によって保護者と対立した後では、長期にわたる継続的な支援に移行する
際に、保護者が支援を受け入れにくいという課題がある。これらを踏まえ、児童相談所が、虐待通告や
子育ての悩み相談に対して確実に対応できる体制整備のため、以下の取組を実施する。

① 児童相談所が専門的な支援を確実に行えるための体制強化

◇ 児童相談所への相談をよりしやすくするための児童相談所全国共通ダイヤルの３桁化

（※）【厚生労働省】

◇ 児童相談所の夜間休日対応のための体制強化【厚生労働省】

◇ 児童相談所の業務について、例えば夜間休日対応を民間団体に委託する等、民間団体

等への委託を積極的に進めるよう、事例集等を作成【厚生労働省】

◇ 児童相談所や市町村の人員体制の強化【厚生労働省】

◇ 緊急時の援助要請に基づく執行力を向上するために、児童相談所と警察の一層の相互

理解と連携強化を促進【厚生労働省・警察庁】

② 専門的な支援を効果的に行うための役割分担の明確化

◇ 要支援の事例では、利用者支援事業のケース会議に確実に引き継ぎ、分担して対応する

ことを促進【厚生労働省】

（見守りや相談、助言等により対応が可能な事例については、利用者支援事業のケース

会議により支援等をフォロー）

◇ 児童相談所が、より困難ケースを受け止められるよう、予防や軽度な支援が必要な

ケースについては地域子育て支援拠点事業や利用者支援事業の積極的な活用を促進

【厚生労働省】

（※）平成２６年度中に着手
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緊急時における安全確認、安全確保の迅速な実施

出頭要求から臨検・捜索に至る手続きの実施数は、平成20年度から平成25年度までの６年間で、出頭
要求が187事例、再出頭要求が19事例、臨検・捜索は７事例となっている。また、臨検・捜索事例７件の、
出頭要求から臨検・捜索までの所要日数は１～70日と様々であった。
これらを踏まえ、緊急時における安全確認、安全確保の迅速な実施のため、以下の取組を実施する。

○ 臨検・捜索を迅速に執行するための工夫

◇ 児童相談所が立入調査、一時保護等を実施する際、必要と認める場合には、警察に同行

等の援助要請を行うほか、警察では、児童の安全が疑われる場合には、その権限を行使し

できる限りの措置を講ずるなど、相互に連携して、児童の安全確認・安全確保を最優先

とした対応を徹底 【厚生労働省、警察庁】

◇ 短期間で臨検・捜索を実施している実例を踏まえ、臨検・捜索の執行を円滑に実施する

ための取り組みの周知や実施のためのQ＆Ａを作成 【厚生労働省】

◇ 警察職員や児童相談所に配置されている警察官OB等が、児童相談所職員に対して
臨検・捜索等を迅速に執行するために必要な裁判所への許可状請求手続き等の知識、

書類作成、職務執行等について指導・助言を行い、更にはロールプレイ方式の実践的訓練

を実施するなどによる児童相談所職員の能力向上への協力、更なる連携強化の促進

【警察庁】

子どもの人権

◇ 全国の法務局において、人権相談所を引き続き開設し、児童虐待を含む、あらゆる人権

問題について相談に応じる。子どもたちからのアクセスがしやすいように引き続き以下の取組

を実施 【法務省】

・子どもの人権１１０番

・子どもの人権ＳＯＳミニレター

・インターネット人権相談受付窓口（ＳＯＳ－ｅメール）

◇ 引き続き、児童虐待などの情報をいち早く把握し、人権侵害の疑いのある事案については、

調査を行い、児童相談所や学校と連携をとりつつ、事案に応じた適切な措置を実施【法務省】

◇ ２１世紀の社会を担う子どもたちの人権を守るため、「子どもの人権を守ろう」を啓発活動の

年間強調事項の一つとして掲げて、積極的に様々な取組を実施 【法務省】
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○ 下記の事項についても、「社会保障審議会児童部会児童虐待防止
対策のあり方に関する専門委員会」におけるとりまとめを踏まえ、
取り組む 【厚生労働省】

◇ 取組の好事例集作成（産科医療機関とのネットワークを構築し、特定妊婦等に関する情報
提供を受け、その後の継続支援へつなげている自治体の実践例等）

◇ 妊娠に関する相談を促したり、相談窓口に関する広報・啓発を実施
◇ 取組の好事例集作成（妊娠SOS相談等）
◇ 命の尊さや妊娠・出産や避妊に関する内容に加えて「妊娠した場合の対応等について」の
広報・啓発を促進

◇ 助産施設（入院助産制度）の更なる周知
◇ 特定妊婦と同居している保護者（特定妊婦の親）等が、特定妊婦に対して健診を促したり、
保健センターや市区町村の児童福祉担当部署に連絡や相談を行うよう広報・啓発を実施

◇ 乳幼児健康診査で把握された「経過観察が必要な子ども」については今後ともフォローアップ
を確実に実施

◇ 取組の好事例集作成（乳幼児健康診査の未受診者フォローに関する取組の実践例等）
◇ 乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業の着実な実施
◇ 子育て支援員研修制度の創設
◇ インターネットや動画を活用し、最新の知見に基づく研修教材を配信する等の工夫
◇ 医師・助産師・看護師等が、特定妊婦に関する情報を行政に提供することを努力義務と
することを検討（※）

◇ 特定妊婦と同居している保護者等に対し、特定妊婦が健診の受診、保健センターや市町村の
児童福祉担当部署に対して相談することを促すこと、更には保護者等自らが相談、情報提供を
行う責務を明確化することを検討（※）

◇ 虐待の重篤化を防ぐポイント等を分析整理し、具体的改善策を自治体に提示
（施設退所後の一定期間に必要な面接頻度や安全確認方法、保護者が約束に違反した
場合の対応等）

◇ 死亡事例の検証において、発生要因の分析を深め、発生予防に向けた効果的な手法を開発
◇ 児童相談所への民間からの人材活用を促進

◇ 自治体間や公的機関同士での情報共有の促進について、個人情報保護法等の関係と併せて
周知

◇ 要支援事例について、利用者支援事業や妊娠・出産包括支援事業を積極的に活用することを
促進

◇ 調整機関が関係機関に対して必要な措置をとるよう求めることができることを明確化すること
を検討（※）

妊娠期からの切れ目ない支援

初期対応の迅速化や的確な対応のための関係機関の連携強化

要保護児童対策地域協議会の機能強化
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◇ 児童相談所への保健師等の配置について、有効事例をマニュアルに明記し積極的な配置を
促進

◇ 児童家庭支援センターの設置促進
◇ 児童相談所の調査に対する回答義務を検討（※）
◇ 安全確認や家族支援等、機能面から児童相談所の業務を分離する仕組みを検討（※）

◇ 臨検・捜索の実施状況等について調査を実施

◇ 臨検・捜索手続を見直し、立入調査や再出頭要請を経ずとも、裁判官の許可状に基づき

臨検・捜索を可能とすることを検討（※）

（※）については、厚生労働省の社会保障審議会児童部会児童虐待防止対策のあり方に関する

専門委員会において、被虐待児の自立に向けた支援策と併せて、引き続き議論

緊急時における安全確認、安全確保の迅速な実施

児童相談所が、虐待通告や子育ての悩み相談に対して確実に対応できる体制整備
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地
市
町
村
Ａ
（
住
民
票
を
残
し
た
ま
ま
移
動
。
生
活
実
態
な
し
）
】

母
子
保
健

部
門

福
祉
部
門

教
育

委
員
会

住
民
基
本
台
帳
担
当
部
門

母
子
保
健
部
門

乳
幼
児
健
診
等

福
祉
部
門

児
童
手
当
、
児
童
扶
養
手
当
、

生
活
保
護
等

教
育
委
員
会

就
学
時
健
診
、

就
学
事
務
等

住
民
基
本
台
帳
担
当
部
門

【
居
所
市
町
村
Ｂ
（
住
民
票
は
な
い
が
当
地
で
生
活
）
】

a

b
b

b

b
b

d
d

d

ｃ
ｅ

③
③

③

②
①

④
⑤

転
出
入
の
手
続
き
を
せ
ず
に
居
所
を
移
す

◎
居
住
実
態
が
把
握
で
き
な
い
児
童
で
あ
っ
て
、
市
町
村
内
で
の
関
係
部
門
に
よ
る
情
報
共
有
、
調
査
等
を
行
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
所
在
が
把
握
で
き
な
い
場
合
は
、
海
外
に
出

国
し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
転
出
入
の
手
続
き
を
し
な
い
ま
ま
別
の
市
町
村
に
居
所
を
移
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

◎
こ
の
場
合
、
居
所
市
町
村
に
お
い
て
、
母
子
保
健
や
児
童
福
祉
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
た
り
、
学
校
に
通
っ
て
い
る
こ
と
等
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
そ
の
居
住
実

態
を
把
握
し
た
場
合
に
は
、
居
所
市
町
村
と
住
所
地
市
町
村
が
情
報
共
有
す
る
な
ど
し
て
、
居
住
実
態
の
把
握
に
努
め
る
。

a
居
住
実
態
が
把
握
で
き
な
い
児
童
（
家
庭
）
の
存
在
を
確
認

ｂ
市
町
村
内
の
関
係
部
門
間
で
情
報
を
共
有
し
、
居
住
実
態
把
握
の
た
め
の
調
査
を
実
施

ｃ
居
所
市
町
村
よ
り
④
の
連
絡
を
受
け
、
住
民
基
本
台
帳
と
突
合

ｄ
居
住
実
態
が
把
握
で
き
た
旨
を
関
係
部
門
間
で
情
報
共
有

e
本
人
か
ら
の
届
出
等
に
基
づ
き
、
住
民
票
を
消
除

①
母
子
保
健
や
児
童
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
申
込
、
就
学
手
続
き
等

②
①
の
際
に
転
出
入
手
続
き
に
つ
い
て
の
状
況
確
認
及
び
助
言

③
福
祉
部
門
等
と
住
民
基
本
台
帳
担
当
部
門
等
の
情
報
共
有
に
つ
い
て
は
、
Ｄ
Ｖ
に
よ
る
避
難
や

そ
の
後
の
支
援
を
実
施
す
る
観
点
等
か
ら
、
本
人
が
同
意
し
な
い
こ
と
に
合
理
的
な
理
由
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
本
人
の
意
向
を
尊
重

④
住
所
地
市
町
村
へ
連
絡

⑤
本
人
か
ら
の
届
出
等
に
基
づ
き
、
住
民
票
を
記
載

転
出
入
の
手
続
き
（
ｅ
⑤
）

④

d
d

＜
イ
メ
ー
ジ
図
＞

２
．
「居
住
実
態
が
把
握
で
き
な
い
児
童
」の
市
町
村
間
の
取
組
【総
務
省
・文
科
省
・厚
労
省
】

居
住
実
態
が
把
握
で
き
な
い
児
童
へ
の
今
後
の
対
応
に
つ
い
て

１
．
「居
住
実
態
が
把
握
で
き
な
い
児
童
」に
関
す
る
調
査
結
果
等
に
つ
い
て

「
居
住
実
態
が
把
握
で
き
な
い
児
童
」
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
児
童
や
児
童
の
属
す
る
家
庭
が
、
特
に
支
援
を
必
要
と
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
早
急
に
児
童
の
所
在
を
明

ら
か
に
し
、
そ
の
状
況
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
で
は
、
関
係
省
庁
（
総
務
省
、
法
務
省
、
文
部
科
学
省
、
警
察
庁
）の
協
力
の
も
と
、

26
年
５
月
１
日
時
点
の
当
該

市
町
村
に
つ
い
て
住
民
票
が
あ
る
が
、
居
住
実
態
が
把
握
で
き
な
い
児
童
に
つ
い
て
、
所
在
把
握
等
の
た
め
の
調
査
を
実
施
。

26
年

11
月
の
副
大
臣
等
会
議
に
お
い
て
、
調
査
結
果
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
関
係
省
庁
が
連
携
し
て
取
り
組
む
べ
き
対
応
策
と
併
せ
、
下
記
の
と
お
り
、
市
町

村
間
の
連
携
に
よ
り
情
報
を
共
有
し
把
握
す
る
新
た
な
取
組
を
と
り
ま
と
め
た
。

229

SASADA NORIAKI
テキスト ボックス
資料45



社
会
的
養
護
の
充
実
に
つ
い
て

１
．
施
設
に
お
け
る
家
庭
的
養
護
の
推
進

○
児
童
養
護
施
設
の
小
規
模
化
等
の
推
進
【
一
部
新
規
】

社
会
的
養
護
が
必
要
な
子
ど
も
を
、
よ
り
家
庭
的
な
環
境
で
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
児
童
養
護
施
設
等
に
お
け
る
ケ
ア
単
位
の
小

規
模
化
・
地
域
分
散
化
等
、
家
庭
的
養
護
の
推
進
を
図
る
。

職
員
配
置
の
改
善
等
、
「
社
会
保
障
の
充
実
」
（
①
）

地
域
小
規
模
児
童
養
護
施
設
等
を
実
施
す
る
場
合
の
既
存
の
建
物
の
賃
借
料
や
施
設
整
備
費
に
対
す
る
助
成
（
①
・
③
）

児
童
養
護
施
設
の
小
規
模
化
等
、
施
設
入
所
児
童
等
の
生
活
環
境
改
善
を
図
る
た
め
の
補
助
（
②
）

社
会
的
養
護
に
お
け
る
「
社
会
保
障
の
充
実
」
１
４
２
億
円
（
国
費
）

○
量
的
拡
充

○
質
の
改
善

①
児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
配
置
の
改
善
（
５
．
５
：
１
→
４
：
１
等
）

②
小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
、
地
域
小
規
模
児
童
養
護
施
設
の
実
施
箇
所
数
の
増
（
４
１
年
度
ま
で
に
全
施
設
を
小
規
模
化
し
、
本

体
施
設
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
里
親
等
を
１
／
３
ず
つ
に
す
る
）

③
民
間
児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
給
与
の
改
善
（
平
均
＋
３
％
相
当
）

④
児
童
養
護
施
設
及
び
乳
児
院
に
お
け
る
里
親
支
援
担
当
職
員
（
１
名
）
の
配
置
の
推
進
（
２
７
年
度
か
ら
１
５
年
か
け
て
全
施
設

で
実
施
）

①
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等

１
，
０
７
６
億
円

②
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業

４
７
億
円

③
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金

５
７
億
円

な
ど

（
※
以
下
の
（
）
内
の
丸
数
字
は
上
記
各
事
業
に
対
応
）

○
社
会
的
養
護
の
平
成
２
７
年
度
予
算
案
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２
．
里
親
委
託
の
推
進
等

○
里
親
支
援
機
関
事
業
の
拡
充
【
一
部
新
規
】
（
②
）

里
親
登
録
さ
れ
て
い
る
が
、
児
童
を
委
託
さ
れ
て
い
な
い
里
親
（
未
委
託
里
親
）
に
対
し
て
、
委
託
に
向
け
た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
実
施
す
る

事
業
を
新
た
に
実
施
し
、
里
親
委
託
の
推
進
を
図
る
（

10
か
所
）
。

○
里
親
支
援
相
談
員
の
配
置
の
推
進
（
①
）

施
設
に
地
域
支
援
の
拠
点
機
能
を
持
た
せ
、
里
親
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
へ
の
相
談
等
の
支
援
体
制
の
充
実
を
図
る
た
め
、
児
童
養
護

施
設
及
び
乳
児
院
に
里
親
支
援
専
門
相
談
員
を
配
置
し
、
里
親
委
託
の
推
進
及
び
里
親
支
援
の
充
実
を
図
る
。

３
．
被
虐
待
児
童
等
へ
の
支
援
の
充
実

○
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
等
事
業
の
推
進
【
一
部
新
規
】
（
②
）

・
地
域
に
お
け
る
保
護
者
等
か
ら
の
虐
待
等
に
関
す
る
相
談
・
支
援
体
制
を
強
化
す
る
た
め
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
の
か
所
数
の
増

を
図
る
（

10
1か
所
→

10
6か
所
）
。

・
退
所
児
童
等
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
事
業
の
か
所
数
の
増
（

20
か
所
→

27
か
所
）
を
図
る
と
と
も
に
、
児
童
養
護
施
設
退
所
児
童
等
に
対
す
る
ア

フ
タ
ー
ケ
ア
の
強
化
と
し
て
、
自
立
援
助
ホ
ー
ム
に
心
理
担
当
職
員
を
配
置
し
、
心
理
面
か
ら
の
自
立
支
援
の
充
実
を
図
る
（

33
か
所
）
。

○
児
童
養
護
施
設
等
入
所
児
童
に
対
す
る
学
習
支
援
の
充
実
（
①
）

養
育
環
境
等
に
よ
り
、
十
分
な
学
習
機
会
が
確
保
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
児
童
養
護
施
設
等
入
所
児
童
（
※
１
）
の
退
所
後
の
社
会
的
自
立

に
つ
な
げ
る
た
め
、
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
に
お
い
て
、
学
習
支
援
の
充
実
を
図
る
。

・
小
学
生
等
（
※
２
）
に
対
す
る
学
習
支
援
（
学
習
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
）
（
１
人
当
た
り
月
額
＠
８
千
円
）

・
高
校
生
等
（
※
２
）
に
対
す
る
学
習
支
援
（
学
習
塾
代
等
）
（
1
人
当
た
り
月
額
＠
１
５
千
円
）

・
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
児
童
養
護
施
設
等
入
所
児
童
（
中
学
生
・
高
校
生
）
に
対
す
る
学
習
支
援
（
個
別
学
習
指
導
）
（
１
人
当
た

り
月
額
２
５
千
円
）

※
１
里
親
委
託
児
童
及
び
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
入
所
児
童
を
含
む
。

※
２
母
子
生
活
支
援
施
設
は
中
学
生
を
含
む
。
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○
就
職
支
度
費
の
支
給
対
象
の
拡
大
【
新
規
】
（
①
）

新
た
に
、
自
立
援
助
ホ
ー
ム
入
所
者
に
つ
い
て
も
、
就
職
に
際
し
て
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
の
解
除
と
な
っ
た
場
合
に
、
就
職
支
度

費
の
支
弁
対
象
と
す
る
。

○
児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
の
人
材
確
保
対
策
（
②
）

社
会
的
養
護
を
担
う
人
材
の
確
保
の
た
め
、
児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
の
資
質
向
上
の
た
め
の
研
修
事
業
を
実
施
す
る
ほ
か
、
①
児

童
養
護
施
設
等
へ
の
就
職
を
希
望
す
る
学
生
等
の
実
習
を
受
け
入
れ
る
施
設
に
お
い
て
、
実
習
を
指
導
す
る
職
員
の
代
替
職
員
を
雇
い

上
げ
る
経
費
、
②
学
生
等
の
就
職
を
促
進
す
る
た
め
、
実
習
を
受
け
た
学
生
等
を
非
常
勤
職
員
と
し
て
雇
い
上
げ
る
経
費
へ
の
補
助
等
を

行
う
。

（
参
考
）
児
童
養
護
施
設
等
の
耐
震
化
整
備
の
推
進
（
平
成
2
6
年
度
補
正
予
算
）

○
児
童
養
護
施
設
等
の
耐
震
化
等
整
備
の
推
進

８
．
８
億
円

自
力
避
難
が
困
難
な
児
童
が
多
数
入
所
す
る
児
童
養
護
施
設
等
に
お
け
る
防
災
対
策
等
の
推
進
の
た
め
、
耐
震
化
等
に
要
す
る
費
用

の
補
助
を
行
う
。
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（
１

）
里

親
委
託
推

進
の

方
策

・
良
い
マ
ッ
チ

ン
グ

の
た

め
に
は

、
多

数
の

候
補

が
必
要

・
登
録
さ
れ
た

多
様

な
里

親
の
状

況
が

把
握

さ
れ

、
里
親
と

児
童

相
談
所
と
支
援
者

と
の

間
に
信

頼
関

係
が

成
立

し
て

い
る
こ

と
が
重

要
・

里
親
委
託
率

を
大

幅
に

伸
ば
し

て
い

る
自

治
体

で
は
、

児
童
相
談

所
へ
の
専

任
の
里

親
担
当
職

員
の
設

置
や
、

里
親

支
援
機

関
の

充
実

、
体
験

発
表

会
や
、
市

町
村

と
連
携

し
た

広
報
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
や

市
民

活
動

を
通
じ

た
口
コ
ミ

な
ど
、
様

々
な
努

力
を
行
い

成
果
を

上
げ

て
い
る

。

○
里
親
ト
レ
ー

ニ
ン

グ
事

業
（
新

規
）

（
社

会
福

祉
法
人

、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

等
へ
委
託

可
）
の

活
用
に
よ

り
、

委
託

可
能

な
里

親
を
確

保
○

里
親
委

託
率

を
大
幅

に
伸

ば
し

た
自

治
体

の
取
り

組
み
を
ま

と
め
た
「

里
親
委

託
率

ア
ッ
プ

の
取

組
報

告
書

」
（

Ｈ
２
５

．
２

）
の
周

知
等

○
里
親
支
援
の
体
制
整
備
に
つ
い
て

（
２

）
里

親
支

援
の
重
要
性

・
里

親
に

委
託

さ
れ

る
子
ど

も
は

、
虐

待
を

受
け
た

経
験
な
ど

に
よ
り
、

心
に
傷

を
持
つ
子

ど
も
が

多
く

、
様
々

な
形
で

育
て

づ
ら
さ

が
出
る

場
合
が

多
い

。
ま
た
、

社
会

的
養

護
の
担

い
手

で
あ

る
こ

と
や
、

中
途
か
ら

の
養
育
で

あ
る
こ

と
の
理
解

も
重
要
。

・
そ

の
た

め
、

養
育

里
親
に

は
、

研
修

、
相

談
、
里

親
同
士
の

相
互
交
流

な
ど
の

里
親
支
援

が
重
要

で
あ

り
、
里

親
が
養

育
に

悩
み
を

抱
え
た

と
き
に

孤
立

化
を
防

ぐ
支

援
が

重
要

○
里
親
支
援
の

取
組
内

容
（

児
童
相

談
所

運
営

指
針
、
里
親

委
託
ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
に
規
定
）

（
主
な

取
組

内
容
例
）

・
委

託
里
親
へ

の
定

期
的

な
訪
問

の
訪

問
回

数
を

、
委
託

後
の

経
過

年
数
等
に

応
じ
て

設
定
（
委

託
直

後
の

２
か
月

間
は

２
週

に
１

回
程

度
、
委

託
の

２
年
後

ま
で
は

毎
月

な
い

し
２
か

月
に

１
回

程
度

、
そ
の

後
は

概
ね

年
２
回
程

度
、
そ

の
ほ

か
、

里
親
に

よ
る
養

育
が

不
安

定
に

な
っ

た
場
合

な
ど

に
は

、
こ
れ
に

加
え

て
必
要
に

応
じ

て
訪

問
）

・
委

託
里

親
に

対
す

る
複
数

の
相
談

窓
口
の

提
示

・
里

親
サ
ロ
ン

、
里

親
研

修
・
里

親
セ

ミ
ナ

ー
の

開
催
、

テ
キ

ス
ト

の
配
布

な
ど

・
レ

ス
パ

イ
ト

（
里

親
の

休
養

の
た
め
の
一

時
預

か
り

）

○
里
親
支
援
を

実
行

す
る
た

め
の

体
制

整
備

・
里

親
支

援
の

取
組

の
中
心

と
な

る
児

童
相

談
所
に

お
け
る
里

親
担
当
者

の
配
置
（

専
任
又

は
兼

任
。
で

き
る

だ
け

専
任

が
望

ま
し

い
）

・
里

親
支
援
機
関
に

お
け

る
里
親
委

託
等

推
進
員

の
配

置
・

児
童
養
護
施

設
及

び
乳

児
院
に

配
置
す

る
里
親

支
援
専

門
相
談
員

の
活

用
→

児
童

相
談
所

の
里

親
担

当
者
等

と
、

里
親

委
託

等
推
進

員
、
施
設

の
里
親
支

援
専
門
相
談
員

（
※

）
が
、

定
期

的
訪

問
を

含
め

た
里
親

支
援

を
分
担

連
携
し

て
行

う
。

こ
の

た
め

、
定
期
的
に

会
議

を
行

う
な

ど
、
ケ

ー
ス
の
情

報
の
共
有

に
努
め

る
。

※
里

親
支

援
専

門
相

談
員
配

置
か

所
数

Ｈ
２
４
：
１
１
５
か
所

→
 
Ｈ
２
５
：
２
２
６
か
所

→
 
Ｈ
２
６
：
３
２
５
か

所
・

里
親
会

、
児
童

家
庭

支
援

セ
ン
タ

ー
、

里
親

支
援

専
門
相

談
員
を
置

く
施
設
な

ど
を
、

里
親
支
援

機
関
に

指
定

し
、
里

親
名
簿

そ
の

他
の
必

要
な
情

報
を
共
有

（
児
童
福
祉
法

第
１

２
条
第

５
項

に
お

い
て

、
里
親
支

援
の

業
務
の
委
託

先
に

は
守

秘
義

務
が
設

け
ら
れ
て

い
る
）
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①
自
立
生
活
能
力
を
高
め
る
養
育
に
つ
い
て

・
安
心
感
あ
る
場
所
で
、
大
切
に
さ
れ
る
体
験
を
提
供
し
、
自
己
肯
定
感
を
育
み
自
分
ら
し
く
生
き
る
力
、
他
者
を
尊
重
し
共
生
し
て
い
く
力
、

生
活
ス
キ
ル
、
社
会
的
ス
キ
ル
の
獲
得
な
ど
、
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
基
本
的
な
力
を
育
む
養
育
を
行
う
こ
と
が
必
要

○
自
立
支
援
の
充
実
に
つ
い
て

②
特
別
育
成
費
、
大
学
等
進
学
支
度
費
、
就
職
支
度
費
に
つ
い
て

・
就
職
に
役
立
つ
資
格
の
取
得
や
、
進
学
希
望
の
場
合
の
学
習
塾
の
利
用
も
で
き
る
よ
う
、
高
校
生
の
特
別
育
成
費
の
充
実
や
、
大
学
等

進
学
支
度
費
、
就
職
支
度
費
の
大
幅
な
増
額
が
必
要

→
平
成
２
４
年
度
か
ら
、
ａ
．
就
職
や
進
学
に
役
立
つ
資
格
取
得
や
講
習
等
の
経
費
を
支
給
（
２
６
年
度
：
５
６
，
５
７
０
円
）
、
ｂ
．
就
職
支
度

費
と
大
学
進
学
等
自
立
生
活
支
度
費
を
改
善
（
２
６
年
度
：
２
７
６
，
１
９
０
円
）

→
平
成
２
７
年
度
予
算
案
で
、
ａ
．
児
童
養
護
施
設
入
所
児
童
等
に
対
す
る
学
習
支
援
（
小
学
生
に
対
す
る
学
習
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
高
校
生
に

対
す
る
学
習
塾
代
等
）
を
充
実
、
ｂ
．
自
立
援
助
ホ
ー
ム
入
所
者
に
つ
い
て
、
就
職
支
度
費
の
支
弁
対
象
に
追
加

③
措
置
延
長
や
、
自
立
援
助
ホ
ー
ム
の
活
用
に
つ
い
て

・
生
活
が
不
安
定
な
場
合
は
、
１
８
歳
以
降
も
、
２
０
歳
に
達
す
る
ま
で
の
措
置
延
長
を
活
用

・
児
童
養
護
施
設
の
中
に
は
、
高
校
に
進
学
し
な
か
っ
た
り
、
高
校
を
中
退
す
る
と
、
１
８
歳
前
で
も
退
所
さ
せ
る
施
設
も
あ
る
が
、
自
立
生
活

能
力
が
な
い
ま
ま
退
所
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
べ
き

→
平
成
２
３
年
１
２
月
に
、
措
置
延
長
、
措
置
継
続
、
再
措
置
等
の
積
極
的
な
実
施
に
つ
い
て
自
治
体
に
通
知
（児
童
養
護
施
設
の
高
校

卒
業
児
童
に
係
る
措
置
延
長
児
童
数
Ｈ
２
２
：１
５
３
人
→
Ｈ
２
３
：１
８
２
人
→
Ｈ
２
４
：２
６
３
人
）

・
自
立
援
助
ホ
ー
ム
は
、
児
童
の
自
立
し
た
生
活
を
支
援
す
る
場
と
し
て
、
整
備
を
推
進
（Ｈ
２
２
：７
３
か
所
→
Ｈ
２
５
：１
１
３
か
所
）

④
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
の
推
進
に
つ
い
て

・
平
成
１
６
年
の
児
童
福
祉
法
改
正
で
、
各
施
設
の
業
務
に
、
退
所
者
へ
の
相
談
支
援
を
規
定

・
児
童
養
護
施
設
に
、
今
後
、
自
立
支
援
担
当
職
員
を
置
き
、
施
設
入
所
中
か
ら
の
自
立
支
援
や
、
退
所
後
の
相
談
支
援
な
ど
の
ア
フ
タ
ー

ケ
ア
を
担
当
さ
せ
る
体
制
を
整
備

・
退
所
児
童
等
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
事
業
を
推
進
。
退
所
者
等
の
自
助
グ
ル
ー
プ
を
、
施
設
単
位
や
広
域
単
位
で
育
成

→
平
成
２
７
年
度
予
算
案
で
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
の
強
化
と
し
て
、
自
立
援
助
ホ
ー
ム
に
心
理
担
当
職
員
を
配
置

・
身
元
保
証
人
確
保
対
策
事
業
の
活
用

→
平
成
２
４
年
度
か
ら
、
申
込
期
間
を
１
年
に
延
長
し
、
就
職
時
の
身
元
保
証
の
期
間
を
最
長
５
年
、
賃
貸
住
宅
等
の
賃
借
時
の
連
帯

保
証
の
期
間
を
最
長
４
年
ま
で
に
延
長
可
能
と
し
た
。

・
奨
学
金
の
情
報
を
施
設
団
体
で
整
理
し
、
各
施
設
へ
提
供
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家
庭
的
な
養
育
環
境
の
推
進
等
を
図
る
た
め
、
児
童
養
護
施
設
等
に
お
い
て
は
、
「
社
会
的
養
護
の
課
題
と
将
来
像
」
で
示
さ
れ
て
い
る
職
員
配
置
の
目
標
水
準

（
５
．
５
：
１
→
４
：
１
等
）
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
家
庭
的
な
環
境
の
下
で
職
員
と
の
個
別
的
な
関
係
を
重
視
し
た
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
、
き
め
細
や
か
な
ケ
ア
を
提
供

す
る
小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
や
、
本
体
施
設
の
支
援
の
下
で
地
域
の
民
間
住
宅
な
ど
を
活
用
し
て
家
庭
的
養
護
を
行
う
地
域
小
規
模
児
童
養
護
施
設
の
配
置
を
推
進

す
る
。

概
要

○
児
童
養
護
施
設
等
の
受
け
入
れ
児
童
数
の
拡
大

虐
待
を
受
け
た
児
童
な
ど
要
保
護
児
童
等
が
入
所
す
る
児
童
養
護
施
設
、
乳
児
院
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
等
や
里
親
に
つ
い
て
、
受
け
入
れ
児
童
数

の
拡
大
を
図
る
。

○
児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
配
置
を
改
善
（
５
．
５
：
１
→
４
：
１
等
）

児
童
養
護
施
設
等
に
お
い
て
、
家
庭
的
な
養
護
環
境
を
推
進
等
を
図
る
た
め
「
社
会
的
養
護
の
課
題
と
将
来
像
」
で
示
さ
れ
て
い
る
職
員
配
置
の
目
標
水
準

（
５
．
５
：
１
→
４
：
１
等
）
を
実
現
す
る
。

○
民
間
児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
給
与
の
改
善
（
＋
３
％
）

民
間
児
童
養
護
施
設
等
に
勤
務
す
る
職
員
に
対
し
、
民
間
施
設
給
与
等
改
善
費
の
加
算
（
平
均
＋
３
％
相
当
）
を
実
施
す
る
。

○
小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
、
地
域
小
規
模
児
童
養
護
施
設
の
増
加

施
設
に
お
け
る
ケ
ア
単
位
の
小
規
模
化
・
地
域
分
散
化
の
推
進
を
図
る
た
め
、
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
、
き
め
細
や
か
な
ケ
ア
を
提
供
す
る
小
規
模
グ
ル
ー
プ

ケ
ア
、
地
域
の
民
間
住
宅
な
ど
を
活
用
し
た
地
域
小
規
模
児
童
養
護
施
設
な
ど
の
実
施
を
推
進
す
る
。

・
小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア

1
,0
5
9
か
所
→

1
,0
9
1
か
所
（
+
3
2
か
所
）

・
地
域
小
規
模
児
童
養
護
施
設

2
9
3
か
所
→

2
9
9
か
所
（
+
6
か
所
）

・
賃
貸
対
象
施
設

1
4
4
か
所
→

1
5
0
か
所
（
+
6
か
所
）

○
里
親
支
援
担
当
職
員
の
配
置

施
設
の
地
域
支
援
の
拠
点
機
能
を
持
た
せ
、
里
親
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
へ
の
相
談
等
の
支
援
体
制
を
充
実
を
図
る
た
め
、
児
童
養
護
施
設
及
び
乳
児
院
に
里

親
支
援
専
門
相
談
員
を
配
置
す
る
。

・
里
親
支
援
担
当
職
員

1
8
3
か
所
→
2
2
1
か
所
（
+
3
8
か
所
）

事
業
内
容

○
社
会
的
養
護
に
お
け
る
「
社
会
保
障
の
充
実
」
に
つ
い
て
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施
設
種
別

従
来

現
行

（
２
４
年
度
）

「
社
会
的
養
護
の
課
題
と

将
来
像
」
の
目
標
水
準

（
２
７
年
度
予
算
案
）

直
近
の
改
正
時
期

（
措
置
費
）

児
童
養
護
施
設

児
童
指
導
員
・
保
育
士

０
歳
児
：

１
．
７
：
１

１
・
２
歳
児
：

２
：
１

３
歳
以
上
幼
児
：

４
：
１

小
学
校
以
上
：

６
：
１

児
童
指
導
員
・
保
育
士

０
・
１
歳
児
：

１
．
６
：
１

２
歳
児
：

２
：
１

３
歳
以
上
幼
児

４
：
１

小
学
生
以
上
：

５
．
５
：
１

児
童
指
導
員
・
保
育
士

０
・
１
歳
児
：

１
．
３
：
１

２
歳
児
：

２
：
１

３
歳
以
上
幼
児
：

３
：
１

小
学
生
以
上
：

４
：
１

※
小
規
模
ケ
ア
加
算
等
と
あ
わ
せ
て

概
ね
３
：
１
な
い
し
２
：１
相
当

昭
和
５
１
年

乳
児
院

看
護
師
・
保
育
士
・
児
童
指
導
員

０
・
１
歳
児
：

１
．
７
：
１

２
歳
児
：

２
：
１

３
歳
以
上
幼
児
：

４
：
１

看
護
師
・
保
育
士
・
児
童
指
導
員

０
・
１
歳
児
：

１
．
６
：
１

２
歳
児
：

２
：
１

３
歳
以
上
幼
児
：

４
：
１

看
護
師
・
保
育
士
・
児
童
指
導
員

０
・
１
歳
児
：

１
．
３
：
１

２
歳
児
：

２
：
１

３
歳
以
上
幼
児
：

３
：
１

※
小
規
模
ケ
ア
加
算
等
と
あ
わ
せ
て

概
ね
１
：
１
相
当

昭
和
５
１
年

情
緒
障
害
児

短
期
治
療
施
設

児
童
指
導
員
・
保
育
士

５
：
１

心
理
療
法
担
当
職
員

１
０
：
１

児
童
指
導
員
・
保
育
士

４
．
５
：
１

心
理
療
法
担
当
職
員

１
０
：
１

児
童
指
導
員
・
保
育
士

３
：
１

心
理
療
法
担
当
職
員

７
：
１

昭
和
５
１
年

児
童
自
立
支
援

施
設

児
童
自
立
支
援
専
門
員
・
児
童

生
活

支
援
員

５
：
１

児
童
自
立
支
援
専
門
員
・
児
童

生
活
支
援
員

４
．
５
：
１

児
童
自
立
支
援
専
門
員
・
児
童
生
活

支
援
員

３
：
１

心
理
療
法
担
当
職
員

１
０
：
１

昭
和
５
５
年

母
子
生
活
支
援

施
設

母
子
支
援
員

２
０
世
帯
未
満
１
人

２
０
世
帯
以
上
２
人

少
年
指
導
員

２
０
世
帯
未
満
１
人

２
０
世
帯
以
上
２
人

母
子
支
援
員

１
０
世
帯
未
満
１
人

１
０
世
帯
以
上
２
人

２
０
世
帯
以
上
３
人

少
年
指
導
員

２
０
世
帯
未
満
１
人

２
０
世
帯
以
上
２
人

母
子
支
援
員
、
少
年
指
導
員
：

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き １
０
世
帯
未
満
１
人

１
０
世
帯
以
上
２
人

２
０
世
帯
以
上
３
人

３
０
世
帯
以
上
４
人

昭
和
５
７
年

※
平
成

24
年

4月
は
措
置
費
の
配
置
基
準
を
引
上
げ
、
平
成

24
年

5月
に
設
備
運
営
基
準
（
最
低
基
準
の
条
例
の
基
準
）
を
改
正

（
参
考
）
施
設
の
人
員
配
置
の
課
題
と
将
来
像
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子
供
の
貧
困
対
策
の
観
点
か
ら
、
養
育
環
境
等
に
よ
り
、
十
分
な
学
習
機
会
が
確
保
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
児
童
養
護
施
設
等
入
所
児
童
に
対
し
、
標
準
的
な
学

力
を
備
え
さ
せ
、
退
所
後
の
自
立
支
援
の
た
め
学
習
支
援
の
充
実
を
図
る
。

事
業
の
目
的

○
小
学
生
等
（※
）に
対
す
る
学
習
支
援

学
業
に
遅
れ
が
あ
る
小
学
生
の
児
童
養
護
施
設
等
入
所
児
童
に
対
し
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
施
設
を
訪
問
す
る
な
ど
し
て
学
習
指
導
を
行
う
。

（
学
習
指
導
費
加
算
の
対
象
に
小
学
生
等
を
追
加
。
１
人
あ
た
り
月
額
＠
８
千
円
）

○
高
校
生
等
（※
）に
対
す
る
学
習
支
援

学
業
に
遅
れ
の
あ
る
高
校
生
の
児
童
養
護
施
設
等
入
所
児
童
が
学
習
塾
等
を
利
用
し
た
場
合
に
か
か
る
月
謝
等
に
対
す
る
支
援
を
行
う
。

（
特
別
育
成
費
の
項
目
と
し
て
「
補
習
費
」
を
追
加
。
１
人
あ
た
り
月
額
＠
１
５
千
円
）

○
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
児
童
養
護
施
設
等
入
所
児
（
中
学
生
及
び
高
校
生
）
に
対
す
る
学
習
支
援

対
人
関
係
が
難
し
い
発
達
障
害
が
あ
る
な
ど
、
個
別
（
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
）
の
学
習
支
援
が
必
要
な
児
童
に
対
し
て
学
習
支
援
を
行
う
。

（
特
別
育
成
費
の
項
目
と
し
て
新
た
に
設
け
る
「
補
習
費
」
に
加
算
分
を
追
加
。
１
人
あ
た
り
月
額
＠
２
５
千
円
）

※
母
子
生
活
支
援
施
設
は
、
中
学
生
も
含
む

事
業
内
容

児
童
養
護
施
設
、
児
童
自
立
支
援
施
設
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
、
里
親
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
、
母
子
生
活
支
援
施
設

対
象
施
設
等

○
児
童
養
護
施
設
等
入
所
児
童
へ
の
学
習
支
援
の
充
実
に
つ
い
て
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年
度

児
童
養

護
施

設
乳
児
院

里
親
等

※
1

合
計

入
所
児

童
数

割
合

入
所
児

童
数

割
合

委
託
児

童
数

割
合

児
童
数

割
合

(
人
)

(
％
)

(
人
)

(
％
)

(
人

)
(
％

)
(
人

)
(
％

)

平
成
１

４
年

度
末

2
8
,
9
0
3

8
4
.
7

2
,
6
8
9

7
.
9

2
,
5
1
7

7
.
4

3
4
,
1
0
9

1
0
0

平
成
１

５
年

度
末

2
9
,
2
1
4

8
4
.
0

2
,
7
4
6

7
.
9

2
,
8
1
1

8
.
1

3
4
,
7
7
1

1
0
0

平
成
１

６
年

度
末

2
9
,
7
5
0

8
3
.
3

2
,
9
4
2

8
.
2

3
,
0
2
2

8
.
5

3
5
,
7
1
4

1
0
0

平
成
１

７
年

度
末

2
9
,
7
6
5

8
2
.
5

3
,
0
0
8

8
.
4

3
,
2
9
3

9
.
1

3
6
,
0
6
6

1
0
0

平
成
１

８
年

度
末

2
9
,
8
0
8

8
2
.
2

3
,
0
1
3

8
.
3

3
,
4
2
4

9
.
5

3
6
,
2
4
5

1
0
0

平
成
１

９
年

度
末

2
9
,
8
2
3

8
1
.
8

2
,
9
9
6

8
.
2

3
,
6
3
3

1
0
.
0

3
6
,
4
5
2

1
0
0

平
成
２

０
年

度
末

2
9
,
8
1
8

8
1
.
3

2
,
9
9
5

8
.
2

3
,
8
7
0

1
0
.
5

3
6
,
6
8
3

1
0
0

平
成
２

１
年

度
末

2
9
,
5
4
8

8
0
.
8

2
,
9
6
8

8
.
1

4
,
0
5
5

1
1
.
1

3
6
,
5
7
1

1
0
0

平
成
２

２
年

度
末

2
9
,
1
1
4

7
9
.
9

2
,
9
6
3

8
.
1

4
,
3
7
3

1
2
.
0

3
6
,
4
5
0

1
0
0

平
成
２

３
年

度
末

2
8
,
8
0
3

7
8
.
6

2
,
8
9
0

7
.
9

4
,
9
6
6

1
3
.
5

3
6
,
6
5
9

1
0
0

平
成
２

４
年

度
末

2
8
,
2
3
3

7
7
.
2

2
,
9
2
4

8
.
0

5
,
4
0
7

1
4
.
8

3
6
,
5
6
4

1
0
0

平
成
２

５
年

度
末

2
7
,
4
6
5

7
6
.
2

2
,
9
4
8

8
.
2

5
,
6
2
9

1
5
.
6

3
6
,
0
4
2

1
0
0

（
資
料
）
福
祉
行
政
報
告
例
及
び
家
庭
福
祉
課
調
べ
（
各
年
度
末
現
在
）

里
親
等
委
託
率

○
里
親
制
度
は
、
家
庭
的
な
環
境
の
下
で
子
ど
も
の
愛
着
関
係
を
形
成
し
、
養
護
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
制
度

○
里
親
等
委
託
率
は
、
平
成
１
４
年
の
７
．
４
％
か
ら
、
平
成
２
６
年
３
月
末
に
は
１
５
．
６
％
に
上
昇

○
子
ど
も
・
子
育
て
ビ
ジ
ョ
ン
（
平
成

2
2
年

1
月
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
家
庭
的
養
護
の
推
進
を
図
る
た
め
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
を
含
め
た
里
親
等

委
託
率
を
、
平
成
２
６
年
度
ま
で
に
１
６
％
に
引
き
上
げ
る
目
標

※
１
「
里
親
等
」
は
、
平
成
２
１
年
度
か
ら
制
度
化
さ
れ
た
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
（
養
育
者
の
家
庭
で
５
～
６
人
の
児
童
を
養
育
）
を
含
む
。

フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
は
、
平
成
２
５
年
度
末
で
２
２
３
か
所
、
委
託
児
童
９
９
３
人
。
多
く
は
里
親
、
里
親
委
託
児
童
か
ら
の
移
行
。

※
２
平
成
２
２
年
度
は
福
島
県
分
を
加
え
た
数
値
。

○
里
親
等
委
託
率
の
推
移
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6.2%
6.3%

7.2%
7.4%

8.4%
8.4%
8.5%

9.2%
9.4%
9.6%
9.7%
9.9%
10.3%
10.3%
10.3%
10.4%
10.6%
10.7%
11.1%
11.2%

11.8%
12.0%
12.0%
12.0%

13.0%
13.2%
13.5%
13.6%
13.7%
14.0%
14.1%
14.1%
14.2%
14.6%
14.8%
14.9%
15.1%
15.1%

15.9%
16.2%
16.5%
16.6%
16.7%
16.7%
17.2%

17.8%
19.0%

19.5%
19.9%
20.2%
20.4%
20.6%

21.9%
22.1%

23.6%
24.0%

25.7%
26.1%

27.0%
27.1%

27.8%
28.1%

31.7%
31.9%

32.9%
33.3%

34.8%
36.0%

44.7%

0.
0%

5.
0%

10
.0

%

15
.0

%

20
.0

%

25
.0

%

30
.0

%

35
.0

%

40
.0

%

45
.0

%

50
.0

%

秋 田 県

堺 市
大 阪 府

京 都 府

熊 本 市

金 沢 市

岐 阜 県

神 戸 市

鹿 児 島 県

福 井 県

京 都 市

兵 庫 県

長 崎 県

名 古 屋 市

高 知 県

大 阪 市

岡 山 市

長 野 県

愛 媛 県

熊 本 県

神 奈 川 県

横 浜 市

東 京 都

奈 良 県

茨 城 県

広 島 県

山 形 県

広 島 市

佐 賀 県

愛 知 県

宮 崎 県

和 歌 山 県

北 九 州 市

埼 玉 県

群 馬 県

相 模 原 市

山 口 県

横 須 賀 市

富 山 県

石 川 県

三 重 県

岡 山 県

福 島 県

徳 島 県

福 岡 県

千 葉 市

千 葉 県

香 川 県

鳥 取 県

青 森 県

栃 木 県

札 幌 市

浜 松 市

島 根 県

仙 台 市

川 崎 市

静 岡 県

北 海 道

山 梨 県

さ い た ま 市

岩 手 県

大 分 県

滋 賀 県

福 岡 市

沖 縄 県

新 潟 市

宮 城 県

静 岡 市

新 潟 県

○
都
道
府
県
市
別
の
里
親
等
委
託
率
の
差

６
９
都
道
府
県
市
別
里
親
等
委
託
率
（
平
成
２
５
年
度
末
）

里
親
等
委
託
率
は
、
自
治
体
間
の
格
差
が
大
き
い

全
国
：
１
５
．
６
％

最
小
：
６
．
２
％
（
秋
田
県
）

最
大
：
４
４
．
７
％
（
新
潟
県
）

里
親
・
ﾌ
ｧ
ﾐﾘ
ｰ
ﾎ
ｰ
ﾑ
委
託
児
童
数

※
里
親
等
委
託
率
（
％
）
＝

乳
児
院
入
所
児
＋
児
童
養
護
施
設
入
所
児
＋
里
親
・
ﾌ
ｧ
ﾐﾘ
ｰ
ﾎ
ｰ
ﾑ
委
託
児

資
料
：
平
成
２
５
年
度
福
祉
行
政
報
告
例
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○
里
親
等
委
託
率
の
最
近
９
年
間
の
増
加
幅
の
大
き
い
自
治
体

増
加

幅
(
１

６
→
２

５
比

較
)

里
親
等

委
託

率
平
成

１
６

年
度

末
平

成
２

５
年

度
末

１
福

岡
市

2
5
.
0
%
増
加

6
.
9
%

3
1
.
9
%

２
大

分
県

2
0
.
7
%
増
加

7
.
4
%

2
8
.
1
%

３
静

岡
県

1
6
.
4
%
増
加

1
0
.
6
%

2
7
.
0
%

(
静
岡

市
・

浜
松

市
分

を
含
む

)

４
さ

い
た

ま
市

1
6
.
1
%
増
加

1
1
.
0
%

2
7
.
1
%

５
新

潟
県

1
3
.
9
%
増
加

2
6
.
4
%

4
0
.
3
%

(
新
潟

市
分

を
含

む
)

６
福

岡
県

1
3
.
2
%
増
加

4
.
0
%

1
7
.
2
%

７
香

川
県

1
3
.
0
%
増
加

6
.
5
%

1
9
.
5
%

８
栃

木
県

1
2
.
5
%
増
加

7
.
9
%

2
0
.
4
%

９
佐

賀
県

1
2
.
5
%
増
加

1
.
2
%

1
3
.
7
%

１
０

徳
島

県
1
2
.
0
%
増
加

4
.
7
%

1
6
.
7
%

○
最
近
９
年
間
で
、
福
岡
市
が
６
．
９
％
か
ら
３
１
．
９
％
へ
増
加
す
る
な
ど
、
里
親
等
委
託
率
を
大
幅
に
伸
ば
し
た
県
・
市
も
多
い
。

○
こ
れ
ら
の
自
治
体
で
は
、
児
童
相
談
所
へ
の
専
任
の
里
親
担
当
職
員
の
設
置
や
、
里
親
支
援
機
関
の
充
実
、
体
験
発
表
会
や
、

市
町
村
と
連
携
し
た
広
報
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
市
民
活
動
を
通
じ
た
口
コ
ミ
な
ど
、
様
々
な
努
力
が
行
わ
れ
て
い
る
。

※
宮
城
県

、
岩

手
県
及

び
仙

台
市

に
つ

い
て

は
、
増

加
幅
が
大

き
い
（
宮

城
県
：

2
6
.
8
％
増
（

8
.
0
％

→
3
4
.
8
％

）
、

岩
手

県
1
7
.
4
％

増
（

1
0
.
4
％

→
2
7
.
8
％

）
、

仙
台

市
：

1
2
.
0
％

増
（

1
1
.
6
％
→
2
3
.
6
％
）
）

が
、

東
日
本
大
震

災
の

影
響

に
よ

り
親
族

に
よ

る
里

親
が
増
え

た
こ
と

に
よ
る

も
の
で

あ
る

た
め

、
除
い

て
い

る
。
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