
雇児発 o3 2 9第 14号

平成 2 4年 3月 2 9 日

都 道府県知事

各指定都 市 市 長 殿

児童相談所設置市市長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

f 
児童福祉法施行規則及び里親が行う養育に関する最低基準の一部を

改Eする省令の施行について

「児童福祉法施行規則及び里親が行う養育に関する最低基準の一部を改正する省令」

(平成 24年厚生労働省令第49号。以下「改E省令」としづ。)が平成 24年3月

29日に別添のとおり公布されたところである。

今般の小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に係る改正は、昨年 7月に

とりまとめられた「社会的養護の課題と将来像J(児童養護施設等の社会的養護の課

題に関する検討委員会・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会とりまとめ)

に基づき、「里親及びファミリーホーム養育指針」を定めることに併せ、省令上も制

度が目指す家庭養護の理念をより明確にするため所要の改正を行うものである。

また、児童相談所の所長の資格要件に係る改亙については、「義務付け・枠付けの

更なる見直しについてJ(平成23年11月29日閣議決定)において、「児童相談所の所

長の資格は対象を追加する方向で今年度中に見直しを行う」こととされたことを踏ま

え、所要の改正を行うものである。

改正の内容等については下記のとおりであるので、御了知の上、その的確な運用に

ついてお庫品、する。

コ」舌一口

第 1 児童福祉法施行規則(昭和 23年厚生省令第 11号。以下「規則」という。)

の一部改正(改正省令第 1条関係)

ー



1 小規模住居型児童養育事業の理念の明確化

(1)小規模住居型児童養育事業における養育について、児童を養育者の家庭に迎

え入れて養育を行う「家庭養護Jとして行われるという理念が明確になるよう、

養育の目的の規定において、委託児童が養育者の家庭を構成する一員として養

育される旨を明確化する。(規則第 1条の 9) 

( 2 )次の用語について整理を行い、家庭養護にふさわしい用語へと見直す。

・小規模住居型児童養育事業所 → 小規模住居型児童養育事業を行う住居

(規則l第 1 条の 14~第 1 条の 1 7、第 1条の 19) 

・管理者 → 養育者(規則第 1条の 16) 

-入居定員 → 委託児童の定員(規則第 1条の 17、第 1条の 19) 

2 小規模住居型児童養育事業の養育者等の基準の見直し

(1)小規模住居型児童養育事業を行う住居には、二人の養育者及び一人以上の補

助者を置かなければならないとし、当該二人の養育者は、ーの家族を構成して

いるものでなければならないとする。(規則第 1条の 14第 l工夏、第 2項)

(2) (1)の定めにかかわらず、委託児童の養育にふさわしい家庭的環境が確保

される場合には、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居に置くべき者を一

人の養育者及び二人以上の補助者とすることができる。(規則j第 1条の 14第

3項)

( 3 )養育者はノj、規模住居型児童養育事業を行う住居に生活の本拠を置く者でなけ

ればならないとする。(規則第 1条の 14第4項)

(4 )養育者の要件のうち、 r3年以上児童福祉事業に従事した者Jについては、

「乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設にお

いて児童の養育に 3年以上従事した者Jとする。(規則第 1条の 31)

3 小規模住居型児童養育事業の運営に関する基準の見直し

( 1 )養育者及び補助者(以下「養育者等」という。)は、養育を効果的に行うた

め、都道府県が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければな

らないとする。(規則第 1条の 10) 

( 2 )養育者等は、委託児童に対し、自らの子若しくは他の児童と比して、又は委

託児童の国籍、信条若しくは社会的身分によって、差別的取扱いをしてはなら

ないとする。(規則第 1条の 11) 

(3 )小規模住居型児童養育事業を行う住居には、委託児童、養育者及びその家族

が、健康で安全な日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならないとす

る。(規則第 1条の 15) 
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(4 )小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に対し、常時適切な養育を行うこ

とができる体制を確保しなければならないとする。(規則第 1条の 18) 

( 5 )養育者は、常に委託児童の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のた

めの適切な措置を採らなければならないとする。(規則第 1条の 22第 2項)

( 6 )委託児童への食事の提供は、当該委託児童について、その栄養の改善及び健

康の増進を図るとともに、その日常生活における食事についての正しい理解と

望ましい習慣を養うことを目的として行わなければならないとする。(規則第

1条の 23) 

(7)養育者は、その行った養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に

対し、迅速かっ適切に対応しなければならないとする。(規則第 1条の 27第

1項)

4 児童相談所の所長の資格要件の追加

児童相談所の所長の資格要件に、「児童虐待の防止のための活動を行う特定非

営利活動法人又は社会福祉法人の役員として勤務した期間」がある者を追加する。

(規則第 2条第 6号、第 7号)

第 2 里親が行う養育に関する最低基準(平成 14年厚生労働省令 11 6号)の一部

改正(改正省令第2条関係)

里親による虐待等の禁止の規定について、児童虐待の防止等に関する法律の児

童虐待の定義の引用から児童福祉法第 33条の 10の被措置児童等虐待の定義の

引用に改める。(里親が行う養育に関する最低基準第 6条)

第 3 施行期日及び経過措置

改正省令は、平成 24年 4月 1日から施行する。ただし、改正省令の施行の際

現に小規模住居型児童養育事業者である者については、第 1の 2(4)の改王後の

規定は適用せず、なお従前の例によるものとする。(改正省令附則第 1項及び第

2項)

内
、
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融
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よ
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す
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す
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寸
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)

三三
プミミ夫
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ロE
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O
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
八
号

介
間
保
険
法
{
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
二
十
八
条
第
一
項
{
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
川
合
を

古
む
J
及
び
第
三
十
三
品
目
第
一
項
(
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
均
台
を
含
む
J
の
規
定
に
部
づ
き
、
来
日
本
大

震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
要
介
泌
認
定
有
効
期
間
及
び
要
支
援
認
定
有
効
期
間
の
特
例
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
医

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平

成

二

十

四

-

年

三

月

二

十

九

日

厚

生

労

働

大

胆

小

宮

山

洋

子

京
日
本
大
槌
災
に
対
処
す
る
た
め
の
要
介
誕
認
定
有
効
期
間
及
び
要
支
援
認
定
有
効
期
間
の
特
例
に
附
す
る
省

令
の
-
郎
を
改
定
す
る
省
令

取
日
本
大
波
災
に
対
処

τる
た
め
の
要
介
諮
認
定
有
効
期
間
及
び
要
文
暖
認
定
有
効
期
間
の
特
例
に
関
す
る
省
令

〔
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
六
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
.

本
則
を
第
一
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
(
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
に
満
了
す
る
有
効
加
川

に
係
る
特
例
ど
を
付
し
、
同
条
由
次
に
次
回
一
条
を
加
え
る
.

(
平
成
二
十
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
問
に
満
了
す
る
有
効
則
聞
に
係
る
特
例
)

第
二
条
東
日
本
大
泣
災
に
際
L
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
田
区
域
(
岩
手
県
、
宮
城
県
及
び
福
島
県
の
医

岐
に
限
る
ω

山
内
に
札
所
在
有
す
る
被
保
険
者
に
係
る
喪
介
部
認
定
有
効
期
間
及
び
嬰
支
援
認
定
有
効
期
間
に
係
る
次

の
去
の
上
川
に
拠
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
岡
表
の
中
畑
に
崎
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下

聞
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
.

議
jA る昌一部
第条三十

朋すてqいs項第五十{ 
事用す十窮四

項同第

田f空i 」

号

のl問町

得jた間町月第間るとl 

号Jげ目 号fげる国

¥る

合事そで詰主明野士に頁師号E対コE 網
て村が定め附月ま項掠間ー

得たj間UJ で一

saalh 警

幸日宮木H在日平成 24年 3月 29臼19 'ー

鰭i重
い項

て1周す悼十第( 五

項問第

肺町材苦叫るm十碍E組-得号にる
時
の

jlH出i 

員21しa二3での品1 第二

合ZをしE1で0ま5〉1 
て随間内fにげ時u 

て1由
{Jた4U} jで

2
M
M項
の
規
定
は
、
平
成
ニ
十
四
年
間
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
聞
に
前
項
の
規
定
の
泊
用
が
な
む
と

し
た
な
ら
ば
湖
了
す
る
要
介
護
認
定
有
効
期
間
及
び
要
支
援
認
定
有
効
期
間
並
び
に
前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
に
満
了
す
る
要
介
錯
認
定
有
効
川
間
及
び
要
支
綬
認
定
有
効
期
間
に
つ
い
て
適
用
す

ヲ
匂
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
白
日
か
ら
施
行
す
る
.

0
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
九
号

児
賞
M
m
d法
〔
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)
第
六
条
の
三
第
八
羽
、
第
十
二
条
の
三
第
二
項
及
び
第
四
十

」
五
条
の
二
第
一
項
目
規
定
に
基
づ
き
.
児
世
保
祉
法
路
行
規
則
及
び
虫
捌
が
行
う
持
背
に
関
す
る
最
低
基
準
町
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
屯
.

平

成

二

十

四

年

三

月

二

十

九

日

似

生

労

働

大

臣

小

宮

山

洋

子

児
誼
術
制
法
施
行
規
則
及
び
毘
籾
が
行
う
謎
育
に
関
す
る
品
低
結
構
の
一
部
在
改
正
す
る
省
令

〔
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
)

第
一
条
児
配
偶
祉
法
他
行
規
則
(
問
和
二
十
三
年
以
生
省
令
第
十
一
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
巴

第
一
条
の
九
中
「
同
じ
J
が
」
の
下
に
「
議
官
者
の
家
庭
を
構
成
す
る
一
民
と
し
て
」
を
加
え
る
。
，

第
一
条
の
け
T
Rび
第
一
条
の
十
一
を
次
の
よ
う
民
改
め
る
.

第
一
条
町
十
挫
有
者
等
(
益
育
者
及
び
補
助
者
(
義
育
者
が
行
う
持
育
に
つ
い
て
花
育
者
を
補
助
す
る
者
を
い
う

a

以
下
第
一
条
町
十
四
及
び
第
一
条
の
三
十
一
に
お
い
て
同
じ
J
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
は
、
従
育
を
効
果
的
に
行

う
た
め
、
都
道
府
県
が
行
う
研
修
を
受
け
‘
そ
の
資
質
の
向
上
を
図
る
よ
う
に
狩
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
の
十
一
義
育
者
等
は
、
委
託
児
童
に
対
し
.
自
ら
の
子
若
し
く
は
他
の
児
話
と
比
し
て
、
又
は
委
託
児
虫

の
国
籍
、
信
条
若
し
く
は
社
会
的
身
分
に
よ
っ
て
‘
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
.

第
一
条
町
十
四
か
ら
第
一
条
の
十
六
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
.

第
一
条
の
十
四
小
規
概
住
居
型
児
堂
義
育
事
業
者
は
、
小
規
模
住
居
型
児
蛍
H
A
H

育
事
提
を
行
う
住
居
ご
と
に
‘
ニ

人
の
殺
脊
背
及
び
一
人
以
上
の
抑
助
者
を
出
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

前
回
引
の
二
人
の
捜
育
古
は
、
一
の
家
族
を
椛
成
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

前
二
市
引
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
託
児
援
の
誕
宵
に
ふ
さ
わ
し
い
家
底
的
段
境
が
雌
保
さ
れ
る
槻
合
に
は
‘

当
該
小
期
間
四
住
居
型
児
1

鼠
義
育
事
業
を
行
う
住
居
に
位
く
べ
き
者
を
、
一
人
の
往
育
者
及
び
二
人
以
上
の
削
助
者

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
.

設
育
者
は
、
当
該
小
規
模
住
庶
型
児
主
従
育
事
業
を
行
う
住
居
に
生
活
の
本
拠
を
世
く
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

1

・
し

第
一
条
の
十
五
小
規
模
住
居
担
児
説
義
育
事
業
を
行
う
住
居
に
は
、
委
託
児
班
、
強
育
者
及
び
そ
の
家
族
が
、
他

牒
で
安
全
な
日
常
生
活
を
営
廿
止
で
必
要
な
設
耐
を
設
け
な
け
れ
ば
怠
ら
な
い
。
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第
一
条
の
十
六
投
育
者
の
う
ち
一
人
は
、
小
規
拠
住
居
型
児
童
持
育
事
殺
を
行
う
住
居
の
必
育
者
等
及
び
業
務
の

官
四
そ
の
他
の
管
理
を
一
元
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
n

前
羽
の
A
t
有
者
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
を
辺
守
す
る
と
と
も
に
、
当
核
小
規
模
住
厨
型
児
童
諮
育
事
業
を
行
う

住
聞
の
仙
の
挫
育
者
等
に
こ
の
世
A
羽
田
規
定
を
迎
守
古
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

別
一
条
の
十
己
中
「
小
焼
模
住
居
型
児
堂
強
育
事
提
所
」
を
「
小
畑
模
住
居
型
児
盟
強
育
事
撲
を
行
う
住
間
」
に

改
め
.
同
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
一
委
託
児
琵
の
定
員

第
一
条
の
十
じ
第
八
号
中
「
児
盆
自
立
生
活
援
助
」
を
「
投
育
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
十
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
.

第
一
条
の
十
八
小
規
模
住
居
型
児
遊
技
育
事
業
者
は
、
委
託
児
誕
に
対
し
、
常
時
適
切
な
義
育
を
行
う
こ
と
が
で

古
る
体
制
在
確
保
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

第
一
条
の
!
?
九
第
一
項
中
「
小
規
模
住
居
型
児
童
猿
背
事
業
所
の
入
居
定
員
」
を
『
小
規
披
住
居
型
児
盗
殺
育
事

業
在
行
う
住
居
の
委
託
児
抵
の
定
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
攻
本
文
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

小
規
模
住
居
型
児
・
抵
義
育
事
業
を
行
う
住
居
に
お
い
て
同
時
に
従
育
す
る
委
託
児
盟
の
人
数
は
、
委
託
児
援
の

注
目
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
.

第
一
条
の
二
十
一
中
『
小
規
模
住
居
型
児
盤
強
育
事
業
背
」
を
「
旋
育
者
』
に
改
め
る
.

第
一
条
町
「
一
十
二
第
一
一
明
巾
「
小
規
模
住
居
型
児
盗
品
世
背
4
業
者
」
を
「
強
育
者
」
に
・
『
設
備
、
食
詩
句
又
は
飲

川
に
供
す
る
守
水
に
つ
い
て
は
」
を
「
食
器
そ
の
他
の
設
備
又
は
飲
用
す
る
水
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
現
在

次
の
主
う
に
改
め
る
。

並
育
者
は
、
常
に
委
託
児
道
の
腿
肢
の
状
況
に
位
置
し
‘
必
袈
に
感
b

て
他
版
協
持
の
た
め
の
適
切
な
措
慨
を

照
ら
な
け
れ
ば
な
白
な
い
.

第
一
条
の
二
十
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
条
の
二
千
三
委
託
児
誼
へ
の
食
事
由
提
供
は
、
当
該
委
託
児
説
に
つ
い
て
、
そ
の
栄
投
の
改
普
及
び
他
肢
の

増
進
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
日
常
生
活
に
お
け
る
食
事
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
と
望
ま
し
い
習
仰
を
強
う
こ

と
を
目
的
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
糸
の
二
十
四
中
「
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
者
」
を
『
旋
育
者
」
に
改
め
る
.

第
一
条
の
二
十
五
第
一
項
中
『
小
規
模
住
居
型
児
建
設
育
事
業
に
従
事
す
る
」
を
削
る
@

第
一
条
の
二
十
六
中
「
小
規
模
住
居
型
児
滋
養
育
事
業
所
に
は
』
を
『
小
規
模
住
居
型
児
盗
犯
育
部
柴
者
は
」
に
‘

「
処
遇
」
を
「
娃
育
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
こ
十
七
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

発
育
者
は
、
老
の
行
っ
た
誕
育
に
関
す
る
委
託
児
童
か
ら
の
苛
情
そ
の
他
の
意
思
表
示
に
対
し
、
迅
速
か
つ
適

切
に
対
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
四
三
十
七
第
二
項
中
「
前
項
の
必
要
な
措
置
と
し
て
、
苦
情
の
」
を
『
前
項
の
意
思
表
示
へ
の
対
応
の
う

ち
特
に
苦
情
の
解
決
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
」
に
改
め
、
「
当
核
小
規
模
住
居
型
児
童
誕
育
事
業
所
由
」
を

削
る
u

。

第
一
条
の
=
一
ヤ
一
第
一
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
.

三
乳
児
院
、
児
賞
品
也
被
胞
段
、
情
緒
陣
容
児
短
期
治
結
施
設
又
は
児
蛍
自
立
支
援
施
設
に
お
い
て
児
誕
の
投
背

に
三
年
以
上
従
事
し
た
者

第
二
条
知
六
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
.

へ
児
詑
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
活
動
を
行
ヨ
特
定
非
営
利
活
動
法
人
(
特
定
非
常
利
活
動
促
進
法
(
平
成
十

年
法
律
第
じ
号
〕
第
三
品
目
第
二
現
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
助
法
人
を
い
う
J
文
は
社
会
稿
祉
法
人
(
相

会
福
祉
法
(
附
和
二
十
穴
年
法
律
第
四
十
五
号
)
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
J
の
役

員
と
し
て
勤
務
し
た
期
間

第
二
糸
第
七
号
中
「
前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
』
を
「
前
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
て
占
め
る
。

(号外第 72号)手日木ntg日平成 24年 3月 291:1

加
五
J
t
条
の
二

il 州
制
引
」

1
1
1
1
1
1
L」

〔
眼
視
が
行
』
つ
強

第
二
条
里
親
が
行

に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
児

虐
待
』
を
「
法
第

m例
同

只

(
施
行
期
日
)

-
こ
の
省
令
は
.

(
児
世
柄
祉
法
施

2

こ
の
省
令
町
施

の
児
盛
福
祉
法
施
行

コ
厚
生
勤
働
省
、
組

〈
経
済
産
業
省
、
国

独
立
行
政
法
人
水

づ
き
‘
独
立
行
政
法

平
成
二
十
四
年

独
立
行
政
法

独
立
行
政
法
人
水

の
一
部
を
次
の
よ
う

「 中
第第第第第第 第 「

第四条 一一一一一 第四鰐一第一箔一第一第一 | 条条条条条 条
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]頁十八イじ十六十一十九

第
第

現
耳1

都詳

車車却場

f定古市旨[1 

の

7士g111 t 

に
改


