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1 ．は じめ に

　児童の 発達 にお い て は ， 乳幼児期 の 愛着関係 の 形成が 極 め て 重要 で あ り，で きる限 り家庭的 な

環境 の 中で 養育され る こ とが 必要だ と い われ る。特 に ，虐待な ど家庭 で の 養育に 欠け る児童 を，

温か い 愛情 と正 しい 理解 を持 っ た家庭 の 中で養育 する里 親制度は極 め て有意義な制度だ と され て

い る 。

　欧米 を中心 と した諸外国にお い て は ， 要保護 児童の 過半数以上 が 里親 に よ っ て ケ ア が 行 われ て

い る。

　そ の ような里親制 度で ある が
， 残念 な が ら日本で は 里親へ の 委託，家庭 で の 養護が普及 し て い

る と は 言 い 難 い
。

　 口本の 里親制度は ， 昭和 22年 の 児童福祉法 の 制定に よ りと りあげ られ ， 児童養護施設や，乳 児

院 と同等に規定され た
。 同法に 基づ く里親登録者数は

， 戦後の 復興期 と い う時代背景の もと
， 戦

争孤児や浮浪児 を救済 しようとい う社 会的使命感 も手伝 っ て か ， 里親登録者数は毎年増 加 して い

た が
， 委託児童数 は 昭和 32年 を，里親 数は 昭和 35年 を ピ

ー
クに ， 減少 の

一途 をた ど っ て い る。現

在の 日本 に お い て は ， 要保護児童の約 6 ％が黒 親の も とで養育され て い るが ， 施設 にお けるケ ア

に大き くウ エ イ トが か か っ て い る状況 にあ る。

　本稿 で は
， なぜ 日本で は 里親制度が 普及 しな い の か

，
そ の 原因に つ い て考 えて い き た い 。

2 ． 日本 の 里親 制度の 概 要

（1） 国際的な里親制度の 定義

　里 親 は 国際的に は
，
1996年 で 香港 で 開か れ た 国際福祉協議会 の 特別分 科 会 で承 認 され た 「国内 ・

国際養子縁 組お よび里親 家庭養育に 関す る実務ガ イ ドラ イ ン 」の 「里親家庭養育に関す るガ イ ド

ライ ン 」で次 の よ うに定義 され て い る。

　 「『里 親 foster　family』とは ， 権 限あ る当局に よっ て 資格 を与 え られ た 成年者 で あ り，子 ど もの

最終的，恒久的 な人生設計 を支援す るため の ，合 目的か つ 十分 な計画に 基づ くサ
ー

ビ ス と して ，
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そ の 子 ど もを 自宅 に あずか り， と もに生活 しなが ら ，

一
時的に身上監 護 ， 養育 ， 情緒的支援 を提

供する もの で ある」と して い る 。

（2）　日本に お け る里親 制度の 定義

　次に 日本 の 里 親制度 の 整理 をした い
。 平成 17年 1 月 1 日に施行 され た児童福祉法 の

一
部 改正 に

よ り， 改正 前 の 児童福祉 法で は ， 里 親に つ い て ， 括弧書き の 中で定義 され て い る の み で ， 独立 し

た 定義 規定 の 条文 が なか っ た 。改正 後 の 児童福祉法 で は ， 定義の 内容 は 同 じだ が
， 総則の 中に ，

新 た に 里親 の 定義規定 が 設け られ ， 社会 的養護 に お ける里 親の 重 要性 が 明確 に され た と い え る 。

わが 国にお け る里 親制度は，児童福祉法第 6条の 3 にお い て 「保 護者の な い 児童又 は ， 保護者に

監 護 させ る こ とが 不適 当であ る と認 め られ る児童を養育する も の を希望 する もの で あ っ て
， 都道

府県が 適当 と認め る者 をい う」 とあ り，
こ れが 基本 的な里 親の 定義 とな る 。

　なお 上述 した 法律の 中に あ る 「児童」 と は
，

そ の 第 4 条で 「満 18歳に 満 た な い 者」 をい い ，細

分す る と ， 満 1歳未満 が ， 「乳児」， 満 1歳か ら小 学校入 学 ま で が「幼児」， 小 学校 1年生か ら ， 満

18歳未満 まで を 「少年」 と規定 して い る。

　 こ の よ うな こ とか ら， 知人や 親類か ら子 ど もを単に 預 か っ て い る だ けで は
，

ど れ だ け長 い 時間

子 ど もを預 か っ て い て も里親 一里 子関係 に は ならな い ，また ， 親 の再婚 に よっ て 新 し く継母 子や

継父子 の 関係に な っ て も里 子の 関係 とは言わ な い
。

　 ち なみ に ， 児童福祉 法上 の 里親制度の 対象 とな る里子 と い う呼び方で あ るが ， こ の こ とに つ い

て湯沢
1
は 「こ の 言葉 は法律上存在せ ず ， 正 式に は 『要保護 児童』 とい うべ きで す。だ が それで

は
， 養護施設や

， 乳児院に い る 子 と区別が つ か ず困 る の で ， 正 し くは 『里親家庭に 委託 され て い

る要保護児童』 と い うこ と に な ります 。 しか しそれ で は長す ぎて不便 なの で 『里 子』 と い うこ と

に な ります。」 と述べ て い る。

  　養孑 縁組 と里親 との 違 い

　養子縁組 と 里親の 違 い で ある が ，養子縁組 の 場合は 里親 と異な り期 限が な く，福祉 関係の 関与

が な い こ とにお い て大 きな違 い が あ る 。

　養子 縁組 は民法 に 基づ き成 立す る もの で あ り，普通養 子 と特別養 子 の 2つ が ある。普通養 子 と

は ， 民法 （明治 31年法律第 9号）第 792条以下に お い て規定す る養子縁組の こ とを い い ，当時か ら

家 を絶や さ ない こ とを目的 とす る養子で ある。それ に 対 し，特 別養子 は 1998 （昭和63）年に養子

制度が 大幅 に 改正 され ， 養親 とな るべ き者が 居住地の 家庭裁判所の 審判に よ り， 養子 と実方 の 父

母及 び そ の 血 族と の 親族関係を終 了 させ る制度で あ り， 養子 とな るべ き者は基本的に は 6歳未満

で あ る こ とに違 い が あ る。

　養親 と養子の 間に は実の 親子 と同じ権利 ・義務関係が 生 じ， 縁組解消 を しな い 限 りその 関係は

生涯 っ つ くこ とに な る 。

　里親制度 は 2002年10月に ， 被虐待 児の 専門 里親や 三親等以 内の 親族里親 も加 え ， 新 た に生 まれ

変わ っ た。それ まで は ， 里親制度 の 運用 に つ い て は ，
1948年 に 「家庭養育運営要綱」， そして 1998
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　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 なぜ 日本の 里 親制度は 普及 しない の か （古 川 隆幸）

年か らは 「里親 等家庭養育運営要綱」で運用 され て い た 。1998年の 要綱の 里親 等の 「等」 は何 を

指 して い るか とい うと養子縁組制 度に おけ る 「養親」 を指 し て お り，養子縁組 も家庭養育 の
一

環

として 述 べ られて きた い きさつ が ある 。

　 こ の ような養子縁組 と，里親制度に つ い て柏女
2
は 「里親 に関 して は ， 現在 の

， 養 子縁組希望里

親 と養育 里親 とを同一
の 制度体制 の 中で 運営 して い る こ との 是非，里親 に 対す る バ ッ クア ッ プ体

制 の 整備 ， 制度発展 に関す る検討等抜本的 な検討が 望 まれ る。 」と養 子縁組 と里親制度 の 曖昧 さに

つ い て，養子 を目的 と した養子縁組希望里親 と，社会的養護 を 目的 とした里親 制度 と を完全に 分

けて 考 える必要性に つ い て 指摘 して い る 。

（4） 日本 に お け る里親委託の 傾 向

　里親登録数，児童委託状況の 減少傾 向に つ い て 中川は 「全 国 の 里 親登録者お よび 児童委託状況

の 推移 を見 る と，登録里 親数が最 も多か っ た の は 1960（昭 和 35）年 で 1万 9，022人 ， 受託 里親数 は

1955 （昭和30）年が最高 で 8，283人 ， 委託 児童数 も同 じ1955年が 最高で 9，111人 で あ っ た 。 3 つ の

数値は い ずれ も ， 1955年 か ら1960年 の 問に ピ
ー

クが あ っ て
， 以後 は っ きり減少 の

一
途 をた ど っ て

い る。」
3
として い る。

　 中川は， ピークを迎 えるまで の 戦後の 里親 の 増加に つ い て ， 松本 の 研究か ら， 戦後浮浪児 など

が 多く社 会的 ニ
ーズ が 高か っ た こ と。児童福祉 施設 の 整備が 遅れ て い た こ と。ア メ リカ か ら来 た

キ ャ ロ ル 博士 の 指導の もと ， 要保護 児童 の 指導， 救済に あた る児童福祉 司 の 活動が 活発 だ っ た こ

と。を理 由に挙げて い る。

　里親数が ピ ークを迎 えた後，なぜ 減少 して い っ たか に つ い て は，難 しい 問題 で ある と しなが ら

も， 日本 に お け る コ ミ ュ ニ テ／ ケ ア の 遅れ に より， 施設に よる要保護児童の ケ アが 重 視 され ， 里

親 制度自体 の 拡充に つ い て重要視 され て こ なか っ た こ とを原 因に挙げて い る。

　さ らに ， 登録里 親数に対する児童受託里 親数 の 割合 に つ い て は
， 「里親制度創設当初 の 70％か ら

徐 々 に低下 し，や は ワ1960年頃に 50％を割 っ て ，現在 は 22〜23％に まで 下が っ て い る 。 こ れ に対

し，短期里 親に つ い て は， 1975 （昭和50）年の 創設以来，登録里親数は大 きな変動は な く， む し

ろ近年増 える傾 向に あ り ， 児童受託 率 もほ ぼ 30％を保 っ て い る。」
4
と述 べ て い る。

　児童受託率 の 減少 に つ い て 中川 は，里親及び要保護児童の 事情 ， 里親委託 を斡旋す る児童相 談

所 の 対応の あ りか た
， 児童福祉施設の 整 備状況が 関連 して い る と指摘 し， 「里親 に つ い て は，養子

縁組志向が 強 い と指摘 され て い る 。 子 ど もの 側 に つ い て は ， 戦災孤児な どの 親の い な い 子 に代 わ

っ て，親 は い るが離婚を して い た り， 親 の 虐待な ど親に よ る監護養育が不適 当な 児童が 多 くな っ

て い る。施設 等は不十分 な が らも増設さ れ て き て い る。そ こ で 児童相談 所 は
，

こ の よ うな状況 の

中で里親委託 に消極的に な っ て い るの で は な い か 。 」
5
とその 原因に つ い て 述 べ て い る 。 その

一
方

で
， 短期 里親 は わずか な が ら増 加傾 向 をた ど っ て い る 。 こ れ に つ い て は 後述 する が ， 2002年 の 制

度の 改正 に よ っ て ， 短期里親制度の 弾 力的 な活用 が可 能に な っ た こ とも影響 して い る と考 え られ

る。

（79）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Saga Women's Junior College

NII-Electronic Library Service

Saga 　 Women ’s　 Junlor 　 College

（5） 里 親制度の 改正

　 これ まで の 里親制度 は 児童福祉 法に 規定 さ れて は い た が
， 認定基準や 里 親 の 養育 に つ い て の 基

準は無 く ， 今 ま で の 里 親制度の 根 拠は ， 厚生 省の 次官通知で 厚生 省通知 に 取扱が 記載 される に と

ど ま っ て い た。

　2002年 10月よ り実施 され て い る「里 親 の 認定 に 関する省令」 （平成 14年 9 月 5 日厚生労働省令第

115号）と 「里親が 行 う養育 に 関す る最低 基準」の 省令公布 に伴 い ，新 しい 里 親制度が ス ター トし

た 。 こ の 改正 に よ り里 親制度の根 拠が厚生労働 省令 に 格上げ され，法律上 の 里親名称 は ，養育里

親 ， 親族里 親 ， 短期里 親 ， 専 門里親 の 4種 類 に決め られ た 。

　その 背景 には ， 多 くの 子 ど も達 が
， 乳児院 ， 児童養護施設等に措置 され て い る と い う現実 が あ

る。児童の 発達に お い て は
， 乳幼 児期の 愛着 関係の 形成が 極め て 重 要で あ る と い われ て お り， そ

の ため には で き る限 り早期 に家庭 的な環境の 中で養育 され る こ とが 必要 で ある とされて い る こ と

か ら ， 国が 集団養護 よ り家庭養護 に メ リ ッ トが ある こ と を認め ， 里 親制度の 活用 や グ ル
ープホ

ー

ム （地域小規模 児童養護施設）の 設置 を考 え始め た こ と ， 子育 て機能の 低下 に よ る社会 的養護 の

必要 な児童の 増加，特 に被虐待児の 増加が 改正 を後押 しした ようだ 。

　特に 今回 の 改正 で は ， 虐待を受 けた子 ど もに 対 し，専 門的な ケ ア を提供す る 里親 と して 「専 門

里親」（委託期間は 原則 と して 2年以 内）が創設され た こ と と， 後述 する短期 里親 の 委託期 間の 弾

力化が
，

里 親 の 社会養 護性 を強 く打ち出して い る とい え る だ ろ う。

　 1 ）弾力化 され た 短期 里親制度

　　　短期里親 は 1 年以内の 期間 を定め て 要保護児童 を養育す る里 親で ，新 しい 短期里親制度 で

　　は ， 以前に あ っ た省令 の 委託期 間の 記載 が 「・・お お む ね 1か 月か ら 1年の 期 間・・」の 「1 か

　　月」が 削除 され た。そ れ に よ り， 実際に は短期間の 委託 を断続的に行 う場合 も含 まれ る よ う

　　に な っ たため ，今 まで は無償 の ボ ラ ン テ ィ ア で 行 われて い た 正 月や ， 夏休 み の 季節里親 ，
土

　　 日 の 週末里親， 3 日間だ けの 3 日 里親 な ど もこ れに含 まれ る こ とに な っ た。そ の こ とで ， 子

　　 ど もの 生活 費や 里親 手当て も日割 り計算 で 受け取れ る よ うに な り，弾力的な利用が 可能 とな

　 　 っ て い る。

　 2＞短期 里親 と レ ス パ イ トケア

　　　短期里親 に対 し期待 され て い る機 能 として ，里親家庭が
一

時的に 休 息を と る た め の 援助制

　　度で あ る レ ス パ イ トケ アの 効果 が挙 げ られるだ ろ う。

　　　 レ ス パ イ トケア に つ い ては 2 つ の 捉え方が あ る e1 つ 目は制度 として の レ ス パ イ トケ ア，

　　 2 つ 目は制度外 の レ ス パ イ トケ ア ，
い わゆ る 「親 しい 親族や友人」と い っ た 関係 を利用す る

　　 もの で ある 。

　　　 1 つ 目の レ ス パ イ トケ アは制度を利用 して里 親家庭が
一

時的 に休 息 をとるため の援助 で あ

　　 る 。
こ こ で述 べ る レ ス パ イ トケ ア とは 息抜 きの ため に ， 委託 され た子 ど もを別 の 受 入先 にゆ

　　だ ね る もの で ， 児童相談所 を介 して 児童相談所内 の
一時保護所 ， 乳児院や ， 養護施 設 ， 別の

　　里 親が預 か り先に なる もの で あ る。 レ ス パ イ トケ ア の 期間は 1 つ の 里 親家庭 に つ き年 7 日以

　　 内 と規定 され て い る 。
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　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 なぜ 日本 の 里 親 制 度 は普 及 し な い の か （古 川 隆 幸）

　制度 として の レ ス パ イ トケ ア に つ い て ，調査
6
に よ る と 「積極 的に 活用 した い 」は 13％，逆

に 「あま り感 じな い 」「必要 な い 」 とい う利用 に 関 し消 極 的な 里 親は 27％ とな っ て い る、 ま

た ， 「必要な状 況が 生 じた ら検討 した い 」は 52％ とな っ てお り， あ ま り関心が な い 様 子 が伺 え

る。

　制度的 な レ ス パ イ トケ ア に 対 し て 関心 が な い 理 由 の ひ とつ と し て ， 里親 の 40％が 子 ど もの

預 け先 と して ， 2つ 目 の レ ス パ イ トケ ア で あ る 「親 し い 親族や 友入 」を挙げて い る こ とに着

目した い 。 こ の 「親 しい 親族や友人」は制度 と して の レ ス パ イ トケ アで は な く， あ くまで イ

ン フ ォ
ーマ ル な繋が りの 中で の レ ス パ イ トケ アで あ る た め，制度 的な レ ス パ イ トケ ア に 比べ

使 い や す い こ とが特徴 だ ろ う。

　制 度 と して の レ ス パ イ トケ ア を利用 する ため の 問題 は ， 地域 の 里親資源 の 少 な さ も関係 し

て い る の では な い だ ろ うか 。そ の ため に は 子 ど もの 校 区内に 「短期里 親」が 必要 で ある し ，

制度 の 周知 と里 親希 望者 の 発掘 も重要な課題 で あ る と考 え る。

3 ． 日本の 里親制度 はなぜ 普 及 しない の か

　 日本 の 里親制度は なぜ 普及 しない の か 。そ の 問題 に つ い て ， 湯沢は諸外 国 と 日本 の 里親制度 を

比 べ ， H 本の 里 親委託数が 年々 減少傾 向に ある こ と に 触れ 「欧米先進国の 傾 向 とは全 く逆 の 傾 向

をた ど っ て い る」
7
と して い る 。 さ らに 里 親 と い う制度が成 り立 つ 前提 として 「里親制度は

一
応の

経 済的余裕の ある成 人が か な りい な くて は成 り立 た な い 制度で ある」
8
と し ， 社 会情勢や 経 済 が，

ある程度安定 した状況が 必要 で ある として い る。経済的な視点 で見 た場合， 日本 の 場合 に は そ の

条件 は十分 ク リア して い る ように感 じる。それ ならば ， なぜ 囗本 では 里親制度が 普 及 して い か な

い の か ，そ の こ とに つ い て考 えて い きた い 。

（1） 施設 措置 に偏 っ た児 童養護

　要 ケ ア児童 に対す る社 会養護 の 処 遇に つ い て は あ まりに も施設措置に偏 っ て い るため，里親委

託 は例外 的な扱 い とみ なされ，全体 の 体制が 確 立 で きない で い るよ うだ 。

　 こ の 間題 に っ い て は現 在 の 児童養護の 方 向性 と して施設規 模ある い はそ の 生活 範囲の 小 規模 化

が あげられ て い るが ， そ の こ とに つ い て林
9
は 「社会養護体制の あ り方に つ い て も， 十分合意が得

られず ， 入所 児童が 増加 し里親が 減少す るなか で ， 施設 自体 を小規模化 す る こ とは困難 で あ る」

と指摘 し，その代替 と して 行 われ て い る近年の 児童養護施 設の ユ ニ ッ ト化 （大舎制 か ら小舎制 へ

の 変更）に つ い て ， 谷 口
1°

の 研 究を もとに 以下 の よ うな コ ン セ プ トをまとめ て い る 。

　 1）子 ど もと職 員 との 関係 を密に す る こ とに よ る愛情関係 の 充実

　 2 ）生活の 営み を学 べ る体制作 り

　 3 ）各子 ど もの 居場所 ともい え る プ ライベ ー ト空間の保 障

　 4）ケ ア の 連続性

　 5）子 ど も との か か わ りの 柔軟性
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　 こ の ユ ニ ッ ト化 の 効 果に つ い て 林 は 「実際に ， 職 員は こ うした コ ン セ プ トを子 ど もとの か か わ

りの なか で実感 して い る よ うで ある」 と して い るが ， 同 時に そ の デ メ リッ トに つ い て も 「大舎に

比 べ ，拘束時間が 長 い 」な ど職員の 負担増加 に つ い て ， 現行 最低 基準 で の 小舎制 の 運営 の 困難 さ

も指摘 し て い る 。 柏女 は こ の ような困難 な状況に つ い て 「子 ど もの 真 の ウ エ ル ビーイ ン グ保障 を

図るため の 社会的養護体 系の 検討が 必要 で ある 。 将来的に は ， 里親及 び グ ル ープ ホーム 養護 を社

会 的養護 の 基本形 と し， 施設養護が そ の バ ッ クア ッ プ を図 る と い う体系が望 ま し い の で は な い で

あろ うか 。」
11

と して社会的養護休系 の あ り方 に つ い て述べ て い る。

  　里 親 は社会養謹 と して 里親 制度 を ど う とら え て い る か

　で は ， 里親 は社会養護 として の 立場 をどの よ うに捉 え里 子を受託 して い る の だ ろ うか 。 ま た ，

実 際に 子 ど もを預 か り養育す る里親 の 受託 は どの よ うな傾 向で行 われ て い る の だ ろ うか。 こ こ で

は厚生労働 省雇用均等 ・児童家庭局 に よっ て ， 平成 16年に発表 された 児童養護施設入所 児童等調

査
12

（以下，調査 と略）の デ
ー

ターを もとに 考察 して い く。

　  里親 申し込 み の 動機

　　　 H 本の 里親 の 場合 ， 里 親 の 過 半数は里 子 をそ の ま ま養子 に した い と願 っ て い る と指摘が な

　　 され る こ とが 多 い 。

　　　で は里親 申 し込み の 動機は どうだ ろ うか 。 里 親 申し込み の 動機 を調査 か ら見 る と 「子 ど も

　　を育て た い か ら」（33．6％， 前回37．6％）， 「児童福祉 へ の 理解か ら」 （32．3％，前回27．1％），

　　「養 子 を得 た い た め 」 （29，8％ ， 前回32，2％〉とな っ て お り， 平成 10年 の 前回調査 と比較する

　　 と養 子 を得 た い た め の 割合が下 が り， 「児童福祉 へ の 理 解か ら」の 割合が 上が っ て い る。

　　　こ の 調査 結果か らい まだ 多くの 里 親が，養子 を得 た い ，子 ど もを育て た い と考 えて 里親 の

　　受託 を して い る もの の
， 児童福祉 へ の 理 解 か ら里親 の 受託 をして い る者 も 3分 の 1 以上 い る

　 　 こ とが わか る。

　  里 親の 年齢 と価値観 の 変化

　　　調査 に よる と ， 里親 の 年齢の 割合 は，前回調査 と比 べ る と 「50歳代 の 里父 （42．2％ ， 前回

　　39．5％）， 里母 （37．4％，前回29．3％）」「60歳以上 の 里 父 （16．1％，前回12．3％），里母 （11．5

　　％， 前 回8．5％〉」が 増加 し ， 「30歳代 の 里 父 （5．5％ ， 前回7．5％）， 里母 （10．1％ ， 前回12．4

　　％）」 「40歳代 の 里 父 （31．5％ ， 前回37．9％），
里母 （39．8％ ， 前 回48．1％）」が減少 して い る。

　　　 ま た，里親 の 年間所得 に つ い て 調査 結果 を見 る と，里 親家庭 の 平成 13年度の 年 間所得 （税

　　込み ）は
一

般家庭 と比較 して み る と 「平均所得金額」は里親家庭 で 726万 2 千 円，
一

般家庭 で

　　602万 円 （
一般 家庭 は 「平成 14年国民生活基礎調査」よ り） とな っ て い る 。

　　　さ らに
，

里 親家庭 の 住宅所有状況 は ， 「自家
・一

戸建 て 」が 77．9％， 「自家 ・集合住宅」が

　　 6．9％ とな っ て お り，あわせ る と自家 を持 つ 里親 の 割合 が ，全体 の 84．8％ を占め て い る。

　　　こ の 傾 向に は い くつ か の 理 由 が考 え られ る と思 わ れ る 。 まず，50〜60代 の 里親 の 増加傾 向

　　に つ い て考 え てみ る と ， 50〜60歳代 の 里親 は 30〜40歳代 の 里 親 に比 べ る と生 活 の 基 盤 が安定

　　 して お り，子 ど もを預か る精神 的なゆ と りも出て くる年齢だ と思 われ る。

（82）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Saga Women's Junior College

NII-Electronic Library Service

Saga 　 Women ’s　 Junlor 　 College

　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　 　 なぜ 日本 の 里親制度は普及 し な い の か （古川隆幸）

　里親 の 高齢化 を考 える とさ らに ， 前述 した とお り ， 里親 に な っ た き っ か け と して 「児童福

祉 へ の 理 解か ら」 と い う理 由が 増加 した こ とも， 上述 した よ うな事 が 関係 して い る と考 え る

こ とが で きる の で は ない だ ろ うか 。結論 を出す に は さ らに 詳 しい 調査 が 必要 だ と思え るが ，

自分た ちの 子育て や ， 定年 な どに よ り
一

つ の 節 目を迎 えた 里親 た ちが ， さ らに社会 の ため に

役立 とうと考 え る姿勢が うか が 之 る 。

　逆 に 30代〜40代 の 里親が ， 減少 して い る こ とに つ い て は ， そ の 要因 の
一

つ と して現在 の 少

子 化傾 向に現れ て い るよ うに ， 若 い 世代 の 子 ど もを持 つ こ とへ の 価値観 の 変化が 影響 して い

る と も考 え られ る。柏女 は こ うした 意識の 問題に つ い て ，「と もす る と，子 ど もを産み 育 て る

こ と は私 的な出来事 とされ ， 高齢者や ， 障害者の 介護ほ どに は公 的 ・社会的支援は行 わ れ て

い な い 。こ の ため ， イ ン フ ォ
ー

マ ル
・ネ ッ トワ

ー
クの 弱体化 と と もに 子育て の 孤立化 ， 負担

の 増大化が進行 し， そ の こ とが 親に よ る子 ど もの 私 物化 をさ らに進め ， ま た
， 結果的に 出生

率の低 下 をもた らす こ と とな っ た 。子育 て に対 して 公的 な支援が 行われな い こ と と1司様 に ，

子 ど もの 福祉 を本来必要 と される 家庭 へ の 介入 も抑制的 と な り，こ の こ と が 多 くの 子 ど もの

犠牲 を生 み 続 けて い る 。 」
13

と述 べ
， 社会全体が 「私物的 わが子観」か ら 「社会的わ が 子観」へ

と子 ど もの 養育に 関する考え方を変え る必要が ある と し， 子育て の 社 会的支援 の 必要 1生を挙

げて い る、

　福 島県で は，上述 した 現状 に 対 して ，社会的養護 の 視点か ら以下の ような取 り組み を行 っ

て い る 。

中絶希望者 に里親案内の 新制度 ， 福島県が 今春か ら

　人 口減に 悩 む福 島県が
， 従 来の 「里 親 制度」を， 人 工 妊娠中絶 を減 らし， 出生 率を高め る

た め の 施策 と して 活用 して い く方針 を決 め た 。 新年度か ら新た に 「里 親 コ
ー

デ ィ ネ
ー

タ
ー

」

を配 置 し ， 出産 を迷 う妊婦 らに も制度を紹介する。女性 の 「産 む ， 産 ま な い 」の 選 択権が狭

め られ な い か な どの 論議 も予 想され るが ， 同県 は 「中絶 を考 えて い る入に産ん でも ら い
， 社

会 で子育て を担 い た い 」 として い る。

　里 親制度は
， 虐待 な ど で 親 と の 同居が 難 し くな っ た 子 ど もを

一
般家庭で 育 て る仕組 み 。 各

都道府 県が所管 して い るが ， 厚生労働省 に よる と， 出産前に制度 を紹介する の は 異例 だ 。

　福 島県に よ る と ， まず産婦人科医に依 頼 し ， 出産 を迷 う妊婦 の うち希望者に 里親制度 な ど

子育 て支援策 を紹介す るパ ン フ レ ッ トを配布。問 い 合 わせ に応 じて児童相談所 が詳 し く説明

し，出産後，実際 に 子育 て が 困難な場合 に は 里 親 を紹介す る。里親 は，原則 18歳 まで 育て る

「養育里親」を想定 し て い る。

　県は新年度当初予算に約 2000万円 を計上 ， 新たに 里親 コ
ー

デ ィ ネー
タ
ー

と心理 嘱託 員 を 4

人ずつ 雇 い
， 児童相談所 に配置す る。 コ ーディ ネー

タ
ー

は親 と里親 の 間を と りもち ， 心理 嘱

託員 は紹介後 も継続 して親や里親の 心の ケ ア な どを担 う。

　福島県の 人工 妊娠中絶 実施率 （女性の 人 口千人あた りの 件数）は 04年度 で 15．8。全 国平均

の 10．6を大 き く上 回 っ た。15〜19歳 で は 17．7とさ らに高率だ 。

一
方で 県の 人 口 は 97年の 約 213
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万人 をピー クに 減 り続け，今年 ユ月 1 日 の 推計 で 約 209万入に 。

　里親 コ
ー

デ ィ ネ
ー

タ
ー

ら の 配 置 は，児童相 談 所の 児童福祉 司 不足 を補 うの が 目的だ っ たが ，

予算案 を詰 め る際に 中絶実施率 の 高さ を問題 視す る声が上が り ，
里 親制度 の 幅広 い 活用 が 論

議 された。

　川手晃副知事 は 「妊娠中絶 を考 えて い る人に 『産む 』 とい う選 択肢 も提示 した上 で ，で き

るだ け産ん で もらい
， 社会 で 子 ど もを育 て よ うと い うの が狙 い だ 。 倫理 的な問題 を指摘す る

声が あるか も しれ な い が ， 出生率の 低下 や 中絶 の 問題は深刻 だ 」と話 して い る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝 日新聞　 2006年02月24 日

　福 島県の 選 択 した方法に は 賛否 両 論は あ るであろ うが ， 新 し い 取 り組み として そ の 動 向 を

注 目して い きた い
。

（3） 里 親委託期間の 長 期化 に よ り困難 に なる 家庭復帰

　 日本の 場合 ， 里子委託期 間が外 国に 比 べ て 長 い ケ
ー

ス が 多く， 3分 の 1 が 5年以上 で ， 10年 を

越すケ
ー

ス も珍 し くな い 場合が 多い 。

　そ の た め ， 委託 の 時に は乳幼児が 過 半 で あ っ て も実 際に は 学齢児や 中高生 の 方が 多 くなる。 さ

らに外 国に比べ
， 高年齢の 里 子が 多い た め，家庭 との 結 び つ きが 希薄に な り，復帰が 困難に な る

と い う問題点が ある 。

　里親 の 委託期 間の 長期化 に つ い て は ， 後述 する児童相 談 所の 実親 に対す る指導の 不徹底 さな ど

も，
こ の 傾 向を助長する

一因で ある こ と も， あわせ て考 える必要が ある が
，

日本の 里親の 特徴 と

して 湯沢 は 「里 子 と実親 と の 交流が 乏 しい
， 放任 した ままの 実親 が 多 く， ま た 里親 も実親 と交流

させ た が らな い 傾 向が 強 い 」
14

と指摘 して い る 。

　里 子委託 期間に つ い て だ が ， 調査 に よ る と ， 児童が委託 され て い る里 親家庭 の 登録期 間は ， 「5

年未満」 が （38．8％， 前回36．2％） と最 も多く， 以下 ， 登録期 間が長 くなるに従 い 減 っ て い くが
，

「15年以上」も （18．5％ ， 前回15，4％）ある。こ の 結果か らす る と短期 ， 長期 どちらの 里 親委託期

間 も増加 して い る こ と が うか が える 。

　 また ， 外 国に 比 べ
， 高年齢の 里 子が 多い 問題 に つ い て ， 林

’5
は今の 小規模ホ

ー
ム の あ り方 を「施

設 に よ る小 規模 ホ
ー

ム の 拡 充が望 ま しい 選択で あ るか に つ い て十分 に議論 す る必要が あ る」 とし

「今後 の 社 会的養護 の 方向性 と して は大規模 な生活単位 で の 生 活を廃止 し， 中高生 を中心 と した 子

ど もた ちに小規模 ホ ーム を提供 し，小学生以下の 親子分離が 長期化す る子 ど もた ち に は，原 則 と

して 里親 を提供する こ とが 必要で ある 」 と児童の 年齢に よ っ て ケ ア の 方 向を考 えるべ きだ と主張

して い る 。

（4） 他 児養育 に対す る思想の 聞題

　 日本で の 里親委託数 の 少 な さ の 原 因に つ い て ，多 くの 研 究者が 国民全体 の （養子縁 組 を含 め て〉

他児養育の 思想の 乏 しさ を挙げて い る。
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　思想 の 問題 とは長 い 時間 を経 て形成 され る もの で は な い か と私 は考 えて い る。で は ， 制度 と し

て規定 され る前 の 里親 ・里 子 は ど の よ うの もの だ っ た の だ ろ うか 。一説に よる と起源 は ， 平安時

代 中期 まで さか の ぼ る こ とが で きる とい われて い る。

　里 親 ， 里 子 の 関係 は ， 金銭 の 授受に よ り子 ど もの 養育 を他者 に 委ね る と い うケ ース もあ っ た が ，

それ よ りも， そ の 多 くが ， 相 互扶助 的な もの だ っ た とされ て い る 。 里親の 里子養育の 対価 はすな

わち里 子 の 労働力で あ っ た 。例 えば ， 困窮 して い る うえに 子 ど もが 多 く， やむ を得 ず 口 減 らしの

た め，お寺 の 小僧や，裕福 な家庭 の 子守役 と して 家か ら出され る
一

とい うの は聞 い た こ との あ る

話で は な い だ ろ うか．で は，こ の よ うな発足 をした 日本 は他 の 国 と比 べ 特別 だ っ た の だ ろ うか 。

　 里親 の 発 足 に つ い て イ ン グ ラ ン ドの 例 と比 較 し て み る と ， 現 在 イ ン グ ラ ン ドの 里親委託対施設

委託 の 比率は養子 縁組準備 の た め の 委託 も里 親 の 比率に入 れ れ ば 9対 1 （2001年） とな っ て い る 。

しか しなが ら， もともとイ ン グ ラン ドの 里親制度 の 始 ま りも17世紀 の 救貧 法時代 か らとい わ れ る

が ，その 発 足理 由は ，孤 児など家族 と生 活で きな い 児童 を救貧 院で預 か る に は 国費が か さむ た め ，

徒弟奉公 に 出 した り，篤志 家に養育 を委託 す る制度 （Boarding　Out）と して 発 足 した もの だ っ

た 。 他の 国に関 して も里親制度の 発 足 に つ い て は 同様 の 過程 を経 て お り， 他 の 国とさほ ど変わ り

はな い よ うに思 える。

　 そ の 後， 日本 で は里 親が ，里 子 を酷使 す る ケ ー
ス が た び た び あ り，1948年 の 「家庭養i育 運営要

綱」で 子 どもの 酷使 を防止 す るため，里親認定基準 が 厳 し く設定 された 。 その 後 の 改定に よ り認

定基準 は緩 和 され た もの の
， 養育里 親 とは ， か な りの 名士 や篤 志家 で なけ れ ば なれ な い とい うイ

メージ が定 着 して しま っ た の では な い だ ろ うか 。

　里親 と い う名称に つ い て も古 くか ら使用 され て お り， 東京都 で は 1973年 以来 こ れ まで の 里親制

度が養予縁 組 を目的 とする親や家 の ため の 制度で あ っ た と い う認識 に 立 っ て ，そ の よ うな里親制

度に加 えて ， 養護に 欠けて い る子 ど もの 養育 その もの を 目的 とし，子 どもをあずか る者 を 「養育

家庭」 と呼び ， 独 自の 名称 を用 い る こ とに よ り， 区別化 を図 っ て い る 。

  　児童相 談所の か か わ りの 問題

　 1）多忙な児童相談所

　　　平成 15年度に行 わ れ た全 国里親会 の 調査
16

に よる と ， 委託児童状況 は地域 に よ りか な りの

　　ば らつ きが ある こ とが わか る。例 えば ，
里親委託率 （全 国平均 26．1％）を見 る と ， 上位 の 東

　　京都 53．8％，徳 島県52．4％に 比 べ
， 下位の 長野 県5．8％ ， 佐賀県2．8％で は か な りの 差が あ る。

　　　委託 児童数 に 地 域に よ っ て ば らつ きが ある の は ， 果 た して 地域性の 違 い だ けなの だ ろうか 。

　　　中川 は そ の 違 い に つ い て ， 「こ の よ うな格差は地域性 （あ る い は 県民性）だ けで は 説明 で き

　　ず， な ん らか の 程 度 にお い て
， それ ぞれ の 自治 体 ， ある い は 児童相談所 の 対応 の 違 い を反 映

　　 して い る」
17

と推測 して い る。

　　　里親 の 斡旋，里 親 に 対す る ケ ア
，

さ ら に は
，

里 親 に 出 さ ざる を得 なか っ た 実親 に対する指

　　導 ， 助 言 な ど里親 の 制度に 関する児童相談所 の 役割 は 多岐に わ た る。湯沢 は 「斡 旋機 関で あ

　　る児童相談所 は ， 里親担当職員 （児童福祉司 ）の 絶 対的不足 か ら，委託 後 の 里親 に対 し訪 問・
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援 助
・
指導等 をあ ま りしな い た め ， 里親 は里 親同 士 の 話 し合 い の 方 を頼 りに して い る 。 」

「B
と

そ の 現状 に つ い て述べ て い る 。

　　さ らに斡 旋機 関で ある 児童相談所 に お け る里 親担当職員 （児童福祉 司）の 絶対 的不足 の 問

題 に つ い て は ， 残念 なが ら児童相談所の かか わ りの 地 域格差は 認め ざ る を得 な い ようで ある。

児童相談所の 状 況 に つ い て ， 竹 中
19

は ， 児童相談所の 数 を「慢性的欠乏状態」で ある と し ， 児

童相談所の 設置基準が
， 入 口 50万人 に最低 1 箇所必要 で あ る とされ て お り， 本来 ならば 254箇

所 さ れなければな らない 児童相談所が
，
2003年 現在 で 182箇所 しか 設置 され て い な い 状況で あ

　る こ と，現場 で 働 く児童福祉司 も 「児童福祉法施行例」 に よ っ て ，人 口 お おむ ね 10万 か ら13

万 人 を標 準 と して定め られ て い るが ， 実 際に は 「業務実 態か らする と ， 児童福祉 司 は入 口 5

万人に 1 入は 必要 （倍増）とい うこ とが 多 くの 児童相談所員 の 実感 で あろ う。」と分析 して い

　 る 。

　　里 親制度の 登録 の 申し込 み か ら終 了まで を， 行政機関で ある児童相 談所が行 っ て い る が ，

全 国の 都道府県と政令指定都 市に は ， 2005年現 在 208箇所
2 °

の 児童相 談所 （相談セ ン タ
ー

， 予

　ど もセ ン タ
ー

， 子 ど も相談 セ ン タ
ー

， な ど と名乗 る と こ ろ もある）が あ り， そ こ の 里親担当

の ケ ース ワ ー
カ
ーが 相 談や援助 に あた っ て い る。 しか しなが ら，里 親家庭 は全 国に

一
様に 存

在す る わ け で は な く， 2003年 3 月現在 の 委託 数 を見 る と ， 多い 地 域 で 東京都 305人 ， 北海道 288

人 ， 少 な い 地域 で は ， 石 川 県
・
大分 県各 5人 ， 奈良県 4 人 ， 佐賀県 1人 とか な りの 違 い が あ

　る。 もちろん 人 口
， 児童 の 比率など もある の で数宇だ けで判断する こ とは で きな い が

， 湯沢

は こ の こ とに つ い て 「ほ とん どの 庁 で は黒親係専任 の ワ ー
カ
ーが い ない の が 普通 で

， 他 の 仕

事 と兼任 しなが ら里 親業務 を担 当して い ます。で きた ら東京都や大 阪市の ように専任 の ワー

カ
ー

が い る とよ い の で すが ， なか な か 拡大で きな い で い ます。」
21

と地 域格差 に つ い て 述べ て

　い る。

　　こ の ような多忙な児童相談所の 現状が ，前述 した登録 里親数 に対す る児童受託 里親数 の 割

合 の低 さに つ い て も影響 を及ぼ して い る ように 感 じられ る 。

2 ）臼立支援計画

　　「里親が行 う教 育に 関す る最低基準」の 第10条に は 「自立支援計画 の 遵守」が あ る。それ に

は ， 児童相談所長 が あらか じめ ， ケ ア の 導入 か ら終 了に い た る まで の 自立支援計画 を作成 し，

里親 は それに 従 い 児童 を養育 しなければ な らな い とされ て い る。

　　しか しなが ら， こ の 自立支援計画の あ り方 に つ い て も多少 の 問題 が ある よ うだ 。 湯沢
22

は

児童 自立 支援 計画 の 作成 の 現状 に つ い て以下 の  
〜
  の 問題 点 を挙げて い る。

  　児童 自立支援計画 を児童 の こ とをよ く知 らな い 児童相談所 が 立 て る こ と。

  里親 に児童 自立 支援計 画の 周知が なされて い ない
。

  児童 自立支 援計画 を作成 して い な い 児童相談所が あ る。

　   に つ い て は 計画 を立 て る際に里子 に な る以前に生活 して い た施設 の 担 当者， 親族 ， 新 し

　く委託 され る里親 の 考 えな どを取 り入れ る必要が ある と考 え られ る。  ，   に つ い て は ，
2003

年に行 われ た調査
23

に よる と半数以上 の 里親 が，児童 自立 支援計画の こ とを知 らな い （68％
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の 親 は 「知 らない 」と答 えた ） こ と ， 作成責任 の あ る児童相談所 自体 も過半数以 上は作成 し

て い な い （「作成 した 」は 41％ ， 「検討中」は 56％） と い う結果だ っ た 。

4 ．終 わ りに

　以上， 日本に お い て なぜ 里 親制 度が 普及 して い な い か に っ い て 考察 を行 っ て きた 。 日本 の 里親

制度そ の もの に つ い て は ，2002年 の 制度改正 に よ っ て ，細か い 点で の 課題 は残 されて い る もの の ，

従来の もの と比 べ 利用 しや す い 制度とな っ た と い える。特 に 短期 里親や ，専門里親の 制度化 に つ

い て は今後 の 要援 護児童の 処 遇 に 対し効 果が期待され る もの で あ ろ う。

　 日本の 里 親制度が 普 及 しな い 大 きな原 因は 湯沢
24

が 指摘す る ように 日本 人の 里親制度 へ の 意識

が，外 国が 基本 とす る 「実親 へ 戻 す まで の 短期 間保育型」で は な く，「長期 間保育 に よる里親 家庭

取 り組 み型 」 とな っ て い るため と思 われ る ．

　そ の こ とが ， 子 ど もは社会 の 共 有 の 財 産で ある と い う意識 の 薄さ を生み だ して い る の で はな い

か と私 は考 える。社会養i護制度 として の 里 親制度 の 認 識 の 希薄さ と ，
里 親 の 養子縁 組志向 の 強 さ

に示 されて い るように ， 社会 の 子 どもの 養育 に関す る考 え方が
， 柏女 の い う 「私物的 わが 子観」

か ら 「社会的わ が子観 」へ と変化 してお らず，それ が，地 域で 子 ど もを育 て て ゆ くと い う， コ ミ

ュ ニ テ K ケ ア の 遅 れに つ なが り， 要保護児童へ の 施設ケ ア重視 とい う現状 を引 き起 こ した の で は

な い だ ろ うか 。

　児童 をめ ぐる環境が 厳 しさ を増 して い る が
，

こ うした 問題 の 発生予 防 ， 早期発 見， 早期対応 そ

して 適切 な ケ ア の ため に は ，
コ ミ ュ

ニ ティ に おけ る子育 て 支援 セ ーフ テ ィ ネ ッ トの 整備 を図 る こ

とが 緊急の 課題 とな るだ ろ う。そ れ と同 時に ， 計画 的な援 助 計画 の 作成 を含 め た現 業機関で ある

児童相談所 の 新た な展開も問われ て くる だ ろ う。

　子 ど もの 社会養護の 在 り方 と して ，施設か 里親か とい う二 者択一的な と らえ方で は な く， 両者

が それ ぞれ の役割 を果 た しな が ら，パ ー
トナ

ー
と して 相互 に 連携 を と り，協働 して 「児童 の 最善

の 利益 」 を 目指 した子 育て支援が極 め て 有効 で ある とい う認 識の 下 ， それ ぞれの 機能 の 拡充が 図

られ る こ とが 必要 だ と考 え る。
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