
 

 

 

 

 

 

 

 

会報 

 

 

１Ｐ … 金閣寺 

     ２Ｐ－３Ｐ … 私たちの療育への確信を胸に 

４Ｐ… ゼロ歳からの系統的な支援システムを 

        ５Ｐ … おやのこえ 

   ６Ｐ－７Ｐ 報酬改定で検討されていること  

８Ｐ … 厚労省への要望書 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今
号
は
と
て
も
と
て
も
大
切
な
内
容
が
満
載
で
す
。
い
つ

も
に
増
し
て
、
児
童
発
達
支
援
分
野
に
国
か
ら
の
メ
ス
が
入

ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
い
ま
い
ち
ど
、
子
ど
も
の
発
達
を
促

す
療
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
原
点
に
戻
り
、
「
キ
ホ
ン
ノ
キ
」

を
確
認
す
る
こ
と
が
急
務
で
す
。
記
事
を
読
ん
で
い
た
だ

き
、
そ
し
て
事
業
所
で
、
職
員
同
士
で
、
お
母
さ
ん
同
士
で
、

み
ん
な
で
話
し
合
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
お
か
し
い
な
と

思
っ
た
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
に
問
い
合
わ
せ
て
、
「
ど
う

な
っ
て
い
ま
す
か
？
」
と
聞
い
て
く
だ
さ
い
。
よ
く
わ
か
ら
な

い
と
言
わ
れ
た
ら
、
厚
生
労
働
省
へ
も
問
い
合
わ
せ
て
み
ま

し
ょ
う
。 

 

一
番
の
怒
り
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
今
回
財
務
省
が
そ
ろ
ば
ん

を
は
じ
い
て
出
し
て
き
た
、
10
人
以
下
の
事
業
所
の
平
均
収

支
差
率
が
24
％
と
い
う
数
字
で
す
。
収
支
差
率
と
は
儲
け

た
率
の
こ
と
で
す
。
平
均
で
す
か
ら
、
大
儲
け
を
し
て
い
る

事
業
所
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
儲
か
っ
て
い

る
実
感
の
な
い
私
た
ち
の
事
業
所
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
影
響

で
基
本
報
酬
が
下
げ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

「指
標
該
当
児
」
な
る
ラ
ン
ク
を
作
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
も

う
一
つ
絶
対
に
持
ち
込
ま
せ
た
く
な
い
仕
組
み
で
す
。
ま
た

ひ
と
が
ん
ば
り
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
会
を
始
め
た

時
の
子
ど
も
た
ち
も
大
き
く
な
り
ま
し
た
。
私
た
ち
の
会

も
、
も
う
一
回
り
力
を
つ
け
て
は
ね
返
し
て
い
き
ま
し
ょ

う
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事
務
局
長 

池
添 

素 
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来
年
度
予
算
審
議
に
向
け
て
、
児
童

発
達
支
援
等
の
報
酬
改
定
の
原
案
が
示

さ
れ
ま
し
た
。
看
過
で
き
な
い
こ
と
の
一

つ
は
、
10
名
定
員
の
事
業
所
の
収
支
差

率
が
高
い
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
、
「
指
標

該
当
児
判
定
要
件
」
な
る
も
の
を
取
り

入
れ
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
す
。
そ
の
問
題
点
は
、
本
ニ
ュ
ー
ス
の

他
稿
で
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。 

障
害
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
そ

の
障
害
が
重
か
ろ
う
と
軽
か
ろ
う
と
、

す
べ
て
の
子
ど
も
の
発
達
へ
の
権
利
が
平

等
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
国
連
・

子
ど
も
の
権
利
条
約
を
引
く
ま
で
も
な

く
大
原
則
で
す
。
障
害
の
重
い
子
ど
も

に
対
し
て
、
そ
の
総
合
的
な
ケ
ア
の
ニ
ー

ズ
に
応
じ
て
加
算
し
よ
う
と
言
う
な
ら

ば
納
得
で
き
る
こ
と
で
す
が
、
提
案
は

そ
の
逆
で
あ
っ
て
、
報
酬
総
額
を
減
ず
る

た
め
に
「
子
ど
も
の
区
分
」
を
持
ち
込
も

う
と
す
る
も
の
で
す
。
そ
も
そ
も
法
の

下
の
平
等
に
お
い
て
、
障
害
の
あ
る
子
ど

も
も
、
保
育
所
、
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も

園
に
通
う
子
ど
も
と
同
等
に
、
子
ど
も

ら
し
く
生
活
の
拠
点
を
定
め
て
、
毎
日

通
い
な
が
ら
特
別
な
ケ
ア
を
受
け
ら
れ

る
選
択
肢
を
、
児
童
福
祉
法
に
規
定
す

べ
き
で
す
。 

 

障
害
が
早
期
に
発
見
さ
れ
適
切
な
療

育
を
受
け
ら
れ
れ
ば
、
障
害
の
状
態
は

変
化
し
、
発
達
は
確
か
な
歩
み
を
進
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
１
９
６
０
年
代
後

半
に
は
じ
ま
る
療
育
保
障
の
運
動
と
実

践
の
拡
が
り
、
自
治
体
独
自
の
療
育
シ

ス
テ
ム
の
構
築
は
、
そ
の
こ
と
を
事
実
を

も
っ
て
明
ら
か
に
し
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
、
自
治
体
民
主
化
へ
の
攻
撃
、
自
公
政

権
に
よ
る
民
間
へ
の
丸
投
げ
政
策
は
、
療

育
の
理
念
、
制
度
基
盤
を
乱
暴
に
壊
そ

う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
せ
め
ぎ
あ
い
の

な
か
で
、
私
た
ち
が
創
り
あ
げ
て
き
た

も
の
が
、
私
た
ち
に
お
い
て
も
見
え
に
く

く
な
っ
て
い
る
実
態
も
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
こ
こ
で
負
け
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

   
 

今
年
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
で
も
、
い

く
つ
か
の
意
欲
的
な
研
究
討
議
が
あ
り

ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
・
発
達

保
障
研
究
セ
ン
タ
ー
「
発
達
保
障
の
た

め
の
相
談
活
動
を
拡
げ
る
学
習
会
」
（
２

０
２
０
年
８
月
23
日
）
で
の
大
阪
・
寝
屋

川
か
ら
の
報
告
は
、
保
育
士
・
指
導
員
、

相
談
支
援
員
、
発
達
相
談
員
、
各
療
法

士
が
つ
ね
に
話
し
あ
い
、
子
ど
も
と
親
の

真
の
発
達
要
求
へ
の
ま
な
ざ
し
を
中
心

に
置
き
な
が
ら
療
育
を
発
展
さ
せ
て
き

た
実
践
の
検
討
で
し
た
。
チ
ー
ム
で
療

育
を
創
る
と
い
う
寝
屋
川
の
療
育
の
50

年
の
歴
史
が
大
切
に
守
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
、
参
加
者
は
認
識
で
き
ま
し
た
。 

全
国
障
害
者
問
題
研
究
会(

全
障
研)

滋
賀
支
部
「
１
歳
半
の
節
」
セ
ミ
ナ
ー
（
２

０
２
０
年
10
月
18
日
）
で
の
滋
賀
県
・
大

津
か
ら
の
報
告
で
は
、
親
が
子
育
て
の

主
人
公
に
な
り
、
子
育
て
の
仲
間
を
自

ら
つ
く
っ
て
い
け
る
よ
う
に
、
健
診
後
の

「
親
子
教
室
」
の
あ
り
方
な
ど
を
検
討
し

て
き
た
経
過
が
語
ら
れ
ま
し
た
。
独
自

の
健
診
シ
ス
テ
ム
と
自
治
体
に
よ
る
療

育
・
保
育
の
実
施
責
任
を
基
本
と
す
る

「
大
津
方
式
」
の
歴
史
を
引
き
継
ぎ
つ

つ
、
住
民
と
と
も
に
療
育
を
進
め
る
歴

史
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
提
案
で
し
た
。 

こ
う
い
っ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
の
取
り
組
み

に
、
日
頃
は
参
加
困
難
な
北
海
道
や
鹿

児
島
の
離
島
な
ど
か
ら
、
多
く
の
方
々

が
参
加
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。 

『
障
害
者
問
題
研
究
』(

47
巻
４
号
、
２

０
２
０
年)

に
「広
島
市
に
お
け
る
療
育
づ

く
り
の
出
発
点
―
運
動
と
実
践
の
歴
史

と
つ
な
ぐ
会
に
学
ぶ
」
（
塩
見
陽
子
さ
ん
）

私
た
ち
の
療
育
へ
の
確
信
を
胸
に 

代
表  

白
石
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が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
通
う
と
こ
ろ
の

な
い
子
ど
も
と
親
の
生
活
現
実
を
目
の

当
た
り
に
し
て
立
ち
上
が
っ
た
保
育
士

ら
、
発
達
保
障
を
学
び
確
信
に
し
て
い

く
親
、
療
育
の
到
達
を
根
拠
に
し
て
市

民
合
意
の
も
と
で
療
育
の
場
を
大
き
く

拡
げ
て
き
た
運
動
か
ら
の
証
言
で
す
。

多
く
の
人
が
人
生
を
か
け
て
広
島
の
療

育
づ
く
り
に
参
加
し
、
そ
し
て
50
年
を

超
え
る
長
い
時
間
が
必
要
だ
っ
た
の
で

す
。
当
時
広
島
大
学
に
赴
任
し
て
い
た

当
会
の
前
代
表
・
茂
木
俊
彦
さ
ん
（
故

人
・
元
東
京
都
立
大
学
総
長
）
が
講
師
に

な
っ
て
つ
く
ら
れ
た
学
び
の
場
が
実
践

と
運
動
へ
の
確
信
と
な
り
、
そ
し
て
確
信

を
共
有
す
る
こ
と
で
運
動
が
展
開
し
て

い
き
ま
し
た
。
そ
の
草
創
期
に
、
寝
屋
川

の
療
育
や
大
津
方
式
に
学
ん
だ
こ
と
が

力
に
な
っ
た
こ
と
も
語
ら
れ
て
い
ま
す
。 

  
 

 

今
回
の
報
酬
改
定
案
の
よ
う
に
、
毎

年
の
よ
う
に
困
難
は
や
っ
て
き
ま
す
。
し

か
し
嘆
く
ば
か
り
で
は
な
く
、
障
害
乳

幼
児
の
発
達
保
障
の
歴
史
を
切
り
開
い

て
き
た
療
育
と
は
何
で
あ
っ
た
か
を
し
っ

か
り
見
つ
め
、
学
び
直
し
、
心
を
強
く
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
民
間
に
丸
投

げ
さ
れ
た
児
童
発
達
支
援
が
、
結
果
と

し
て
、
子
ど
も
の
時
間
、
空
間
、
人
間
関

係
を
お
と
な
の
都
合
で
切
り
刻
ん
で
し

ま
っ
て
い
る
現
実
を
克
服
し
て
い
く
た
め

に
、
今
、
何
が
求
め
ら
れ
る
の
か
を
考
え

ま
し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
困
難
が

あ
り
な
り
な
が
ら
、
長
い
時
間
と
人
の

輪
に
よ
っ
て
、
倦
ま
ず
弛
ま
ず
私
た
ち
は

実
践
と
運
動
を
つ
づ
け
て
き
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
も
、
子
ど
も
の
発
達
と
家
族
の

生
活
の
事
実
に
出
発
す
る
実
践
・
研
究
・

運
動
を
重
ね
、
事
実
の
力
に
よ
っ
て
療
育

を
創
造
す
る
人
の
輪
を
拡
げ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
、
も

っ
と
自
治
体
や
施
設
の
外
に
出
て
学
び

あ
い
、
議
論
す
る
と
り
く
み
が
必
要
だ

と
、
私
は
思
い
ま
す
。 

◎
施
設
や
自
治
体
の
外
に
出
て 

共
同
の
研
究
討
議
を 
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前
回
の
ニ
ュ
ー
ス
で
も
書
い
た
よ
う

に
、
母
子
手
帳
交
付
や
乳
幼
児
健
診
と

い
っ
た
事
業
は
、
市
町
村
の
保
健
セ
ン
タ

ー
事
業
と
し
て
「
地
域
保
健
法
」
十
八
条

に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
保
健

師
は
、
地
域
の
す
べ
て
の
妊
婦
を
把
握

し
、
多
胎
児
や
未
熟
児
や
先
天
性
疾
患

を
有
す
る
子
ど
も
が
誕
生
し
た
ら
、
す

ぐ
に
支
援
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。
乳
幼
児
健
診
等
で
把
握
し
た
、

子
育
て
に
不
安
が
あ
る
保
護
者
に
対
し

て
相
談
に
乗
る
と
と
も
に
、
親
子
で
楽
し

め
る
「
教
室
」
も
運
営
し
進
路
支
援
も
行

っ
て
い
る
の
が
保
健
師
で
す
が
、
そ
う
し

た
支
援
業
務
に
不
十
分
さ
を
抱
え
る
地

域
が
あ
る
の
も
現
実
で
す
。 

 

乳
幼
児
期
の
療
育
を
担
う
み
な
さ
ん

は
、
今
後
の
親
子
支
援
が
ど
う
あ
る
べ

き
か
に
も
目
を
向
け
て
く
だ
さ
い
。
現

在
は
働
く
女
性
が
増
え
、
育
児
休
業
明

け
に
小
規
模
保
育
所
や
企
業
主
導
型
保

育
所
も
含
め
保
育
施
設
に
入
所
す
る
子

ど
も
が
増
え
て
い
ま
す
。
三
歳
児
か
ら

の
療
育
で
は
遅
い
と
い
う
地
域
が
増
え

つ
つ
あ
り
ま
す
。
生
後
す
ぐ
に
判
明
す

る
障
害
は
も
と
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
育
て

に
く
い
」
と
言
わ
れ
る
子
ど
も
も
含
め

て
、
育
児
休
業
期
間
中
に
支
援
を
開
始

す
る
こ
と
を
考
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
子
育
て
に
し
ん
ど
さ
を
抱
え
る
親

を
孤
立
さ
せ
な
い
た
め
に
、
同
じ
よ
う

な
し
ん
ど
さ
を
抱
え
て
い
る
仲
間
や
先

輩
と
つ
な
ぐ
の
も
、
保
健
師
だ
け
で
な
く

療
育
の
役
割
で
す
。
ゼ
ロ
歳
の
障
害
児

が
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
入
園
で

き
て
い
ま
す
か
？ 

「
育
て
に
く
い
」
ゼ
ロ

歳
児
が
気
持
ち
よ
さ
を
感
じ
ら
れ
る
丁

寧
な
取
り
組
み
や
、
親
子
が
笑
顔
に
な

れ
る
遊
び
を
、
保
育
士
と
医
療
技
術
職

の
共
同
で
提
供
し
て
い
ま
す
か
？ 

乳
児

健
診
後
に
「
親
子
教
室
」
を
運
営
し
て
い

る
自
治
体
は
ま
だ
わ
ず
か
で
す
。
利
用

契
約
を
待
つ
の
で
は
な
く
、
保
健
セ
ン
タ

ー
と
の
連
携
を
強
め
親
子
に
笑
顔
を
届

け
て
く
だ
さ
い
。
障
害
の
診
断
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
子
ど
も
の
必
要
に
応
じ
て

療
育
を
利
用
で
き
る
よ
う
、
育
児
休
業

中
の
療
育
保
障
と
と
も
に
、
契
約
に
基

づ
か
ず
に
利
用
で
き
る
制
度
の
確
立
を

国
に
求
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

    

保
育
施
設
で
の
保
育
が
子
ど
も
に
と
っ

て
楽
し
い
も
の
と
な
る
よ
う
、
三
歳
ま
で

の
療
育
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
保

育
施
設
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を

進
め
ま
し
ょ
う
。
保
育
士
が
困
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
子
ど
も
は
も
っ
と
困
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
子
ど
も
理
解

の
幅
を
広
げ
る
手
掛
か
り
の
提
供
も
療

育
の
役
割
で
す
。 
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歳
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合
に
、
親
も
安
心
し
て
働
き
つ
つ
利
用
し

う
る
制
度
設
計
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

保
健
師
、
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と
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い
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え
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て
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域
支
援
シ
ス
テ
ム
の
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 私の娘は妊娠 28 週 1,100ｇの極低体重で生まれました。出産直後から極度の緊張状態で、不安

と焦りに襲われる育児のスタートでしたが、私のまちは障害の有無に関係なく、育ちに不安がある子、

育てにくさを感じる親への早期からの支援システムが整っており、保健師さんに寄り添われ、0歳か

ら親子教室・親子療育に通うことになりました。表情も乏しく人の中では体をこわばらせ、不安いっ

ぱいだった娘が、子どもらしい生活と、もっとやりたいと思える楽しいあそび、そして一緒だから面

白いと思えるお友だちとのたくさんの経験を積み重ね、自ら仲間を求め、自分の願いで新たな挑戦を

繰り返し、頑張れた自分をほめられる子に育つことができました。私自身も、発達の道筋を学び、周

りと比べるのではなく、娘が自分で自分をつくりかえていく力を信じ待つことができるようになると

ともに、苦しさを吐露し合え、子どもの育ちを共に喜び合える仲間を得ることができました。 

就学を迎え、娘の次の発達支援の場を放課後等デイサービスに求めました。学校では、苦手さはあ

りながらも、頑張りたい気持ちで必死に取り組む娘です。家庭でも学校でもない新たな居場所を得て、

学校から緊張感から解き放たれ、ほかでは体験できないような本物の活動にワクワクしながら、また

仲間の力も借りながら、新たな自分との出会いを重ねています。 

私たち親子は早期から学齢期に続く支援体制によって救われ、たしかで豊かな育ちと仲間を得るこ

とができました。しかし、今、けっして“自分たちは幸せだった”で終わらせてはならないという思

いが強くあります。子どもたちの育ちを支える環境に不安を感じずにはいられない状況に次々と直面

しているからです。 

特に、2018 年から放課後等デイサービスに導入された指標該当児判定には、たいへんな戸惑いと

憤りを感じています。絶えず変わりゆく子を判定し、指標に該当する子の数で事業所が区分され報酬

が決まり、場合によっては存続が危ぶまれるという仕組みそのもののおかしさもさることながら、

日々成長・発達するする子どもたちが指標で判定されること、子どもたちがこれまで積み上げてきた

ものがあるにもかかわらず、また、紙の上だけでは計り知れない悩みを抱えながら、毎日一生懸命生

きてきた軌跡があるにもかかわらず、その尊さや子どもたちの尊厳がどれだけ軽んじられ、傷つくの

だろうと思うと怒りすら感じます。これまで出会った先生方は、「我が子の良い事実」をたしかに掴

み返してくださりました。“問題行動”として表出する言動にも、子どもの発達要求が潜んでいるこ

とを見抜き、子どもの本当の願いが実現していく取り組みを丁寧にされました。これこそが発達支援

だと思っています。判定に羅列されている“出来なさ”は、子どもを見る目をいっそう曇らせ、“あ

らさがし”に終始する結果にはならないでしょうか。本来のあるべき支援とは真逆の方向に進むこと

にならないでしょうか。 

県内には運営の問題上、実際より判定し提出した施設や、運営が立ちゆかず閉めざるをえない施設、

また存続しながらも、活動縮小やスタッフの給与や人員削減とたくさんの支障が生じているケースも

あると聞きます。ただでさえ、待機児が溢れ、放課後保障が得られない、発達保障が得られないとい

う状況を隣市で目の当たりにしています。また学校には行けないけれど、放デイにならいけるという

子どもも現にいます。放デイの存在意義や必要性は言うまでもありません。この判定は、利潤追求型

の支援の質が低い事業所を排除するという目的での導入と聞きますが、真摯に取り組んでいる事業所

ほど困窮するという問題をはらみ、実際には目的とも、もちろん私たちの願う方向ともまったくかけ

離れたものになっています。 

そして、今、最大の怒りと危機感を募らせていることがあります。一日も早い廃止を望むこの放デ

イの指標該当児判定が、あろうことか児童発達支援利用児童に導入されようとしているのです。そも

そも乳幼児期は、どの子も一様に丁寧な支援を必要としていると思います。判定そのものがそぐわな

いばかりか、“行動”の特徴に偏った項目で支援の必要性など測れるなんて到底思えませんし、絶対

にしてほしくありません。出来ることが増えると区分が下がるおかしな仕組みが子どもの発達を豊か

にする支援の場に絶対あってはならないと強く思います。 

児童発達支援の場も放課後等デイサービスも、私たち親と子どもにとって、とりでです。 

私たちのことを私たちに抜きに決めないで！！ 

今、子どもの代わりに私は声を大にして言うべきだと思います。子どもの最善の利益の保障のため

に、大人の役割が本当に問われているのだと思います。 鹿児島障害児者父母の会 会長 崎原知子 
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③ 子どもは発達途上にあります。「支援の必要度」が低くなることは成長の証ですが、その結果

が事業所の加算を減じることにつながるしくみは、事業にゆがみをもたらします。 

④ 判定を担うのは自治体職員です。放課後デイからの批判が相次いだからでしょうか、「バラツ

キの防止」が書き込まれています。実際、保護者の聞きとり、保護者の用紙上のチェック、事

業所での子どもの観察など、自治体によって調査方法にバラツキは著しいものでした。今後も

障害に関する基礎的知識をもつ職員は想定できません。 

 

 こうした問題点は、「指標該当児判定」自体から生じているのであり、「判定のバラツキを防ぐため」の

「留意事項」をもってしても解決しえないでしょう。 

 児童発達支援の現場に「指標該当児判定」を導入させてはなりません。 

 

 こうした案の背景 

 厚労省はどうしてこのような案を考えたのでしょうか。 

 同じく報酬改定検討チームの「資料１＝児童発達支援に係る報酬・基準について」を見てください。 

財務省の予算執行調査において、児童発達支援の収支差率が焦点になりました。 

センター以外の「その他の事業所」の平均収支差率が著しく高いこと 

 児童発達支援センター0.1％  その他の事業所 19.2％ 

 定員規模で 10 人以下の事業所の平均収支差率が著しく高いこと 

10 人以下 24.0％  11～20 以下 5.7％  21 人以上 ▼26.0％ 

 こうした「現状」をふまえて、基本報酬の見直しを行うという方向性を打ち出しています。 

 19.2％、24.0％ という数字をどう考えたらいいのでしょうか。とても現実離れしていると感じる方が多い

と思いますが、平均収支差率ですから、実際は「大もうけ」をしている事業所がたくさんあるということで

す。しかし、検討チームも、厚労省も、収益を上げている事業所の詳細については全く踏み込んでいませ

ん。また、児童発達支援の分野は公立（公設民営をふくめ）守ってきたので、そうした自治体の努力がこ

の収支差率にどう反映しているのかも、全く不明です。 

 ここで少し考えただけでも現実を反映しているとは言いがたい数字にもとづいて、「基本報酬の見直し」

議論が進んでいるのです。 

 

では具体的な見直し案は 

予算執行調査は①事業所類型別の報酬設定と②利用定員別の報酬設定を方向性として提案してい

ます（資料 1 の 8 ページ）。 

厚生労働省案として現時点で描かれているのが、前述の放課後デイとの共通事項、「障害児通所支援

（共通事項）に係る報酬・基準」（資料３）なのです。 

先の指標該当判定を行うことを前提に、 

「加配加算Ⅰ」「加配加算Ⅱ」という制度をなくし、基本報酬を下げ、基本的な加配加算の上に、ケアニ

ーズの高いこの受け入れを評価した加算をつける 

という体系が想定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの状態の判定と報酬を結びつけない体系を検討すべきと考えます。 
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報酬改定でたいへんなことが、、、 

10 月 5 日の第 16 回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム「資料 3」によれば、障害児通所支援の

報酬において「児童の特性に応じた加算の創設」を論点とするとあります。具体的には「ケアニーズの高

い障害児」への支援を充実することをねらいとして、そうした支援を行った場合には報酬上の評価を行う制

度を検討するとしています。 

資料中の「検討の方向性」には、次のように書かれています。 

 

○現在、放課後等デイサービスに導入されている、指標該当児の判定スコアを用いて一定点数以上に該

当する障害児（要支援児童（仮））を受け入れた場合に、児童発達支援、放課後等デイサービスにおい

て評価してはどうか。 

○指標該当児の判定スコアを用いる際に、判定のバラツキを防ぐため、留意事項等を設けてはどうか。 

 

「指標該当児判定のスコア」とは、2018（平成 30）年度報酬改定において、放課後等デイサービス事業所

に報酬区分を設定するために導入されたもので、下記のような項目と点数が配分されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん、ひと目でみて、「えっ、これで子どもを評価するって、どういうこと？」と思われるでしょう。 

 3 年前、放課後等デイでこれが導入されたさい（放課後デイでは、13 点以上の子ども＝指標該当児が利

用児の 50％を超えるかどうかで報酬に差ができた）、厚労省にどんな根拠のある項目なのかを問いまし

たが、たしかな回答がなかったという「いわく付き」の表です。これが児童発達支援を利用するさいにも適

用されるというのです。少なくとも、以下のような問題があります。 

① ここにみる「行動」の特徴に偏った項目では児童発達支援を必要とする子どもの「支援の必要

度」は把握できません。児童発達支援の現場では、発達の状況に応じたニーズを把握するため

に発達検査も用いながら、また保護者との話し合いを重ねて、遊びをふくめた子どもの活動全

体から「支援の必要度」を見定めていきます。 

② 放課後デイの場合、調査にあたってこの項目での保護者聞き取りが行われました。聞きとられ

た保護者も回答に窮する内容であること、子どもの尊厳を傷つけるものでるとの指摘が相次ぎ

ました。 

 

報酬改定検討されていること        副代表 中村尚子 

７ 
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厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

 障害福祉課 障害児・発達障害者支援室 御中 

 

障害乳幼児の療育に応益負担を持ち込ませない会 

                                  代表 白 石 正 久 

 

児童発達支援利用児への指標該当児判定導入をやめてください 

 

10 月 5 日の第 16 回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム「資料 3」によれば、障害児通所支援の報酬において

「児童の特性に応じた加算の創設」を論点とするとあります。具体的には「ケアニーズの高い障害児」への支援を充実

することをねらいとして、そうした支援を行った場合には報酬上の評価を行う制度を検討するとして、「ケアニーズ」の判

定において、「指標該当児判定」を導入する方向性が打ち出されています。 

 「指標該当児判定」は 2018 年度報酬改定において放課後等デイサービスにおいて導入されたものですが、この 3 年

間の経験もふりかえると、少なくとも、以下のような問題があると考えます。 

① ｢行動｣の特徴に偏った項目では児童発達支援を必要とする子どもの「支援の必要度」は把握できません。

児童発達支援の現場では、発達の状況に応じたニーズを把握するために発達検査も用いながら、また保護

者との話し合いを重ねて、遊びをふくめた子どもの活動全体から「支援の必要度」を見定めていきます。 

② 放課後デイの場合、調査にあたってこの項目での保護者聞き取りが行われました。聞きとられた保護者も

回答に窮する内容であること、子どもの尊厳を傷つけるものであるとの指摘が相次ぎました。 

③ 子どもは発達途上にあります。「支援の必要度」が低くなることは成長の証ですが、その結果が事業所の加

算を減じることにつながるしくみは、事業にゆがみをもたらします。 

④ 判定を担う自治体職員の課題も存在します。放課後等デイサービスでの実施にあたって、もともと｢行動｣

の評定は主観によるものである上に、保護者の聞きとり、保護者自身による用紙上のチェック、事業所で

の子どもの観察など、自治体ごとに調査方法のバラツキは著しいものでした。これらが改善される見込み

はありません。また障害に関する基礎的知識をもつ職員は想定できません。 

 

さまざまな問題点は、「指標該当児判定」自体から生じているのです。したがって、「判定のバラツキを防ぐため」の

「留意事項」をもってしても解決しえないでしょう。 

 次期報酬改定において、児童発達支援の現場に「指標該当児判定」のしくみを導入しないでください。 

 

【わたしの願い】 

 

 

 



 


