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令
和
７
年
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。「
く
ま
の
っ
子
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
の
こ

の
こ
」
も
、３
年
目
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。み
な
さ
ま
の
お
力
に
少
し
で
も
な
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
取
り
組
み
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 
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１頁 

セ
ン
タ
ー
長
あ
い
さ
つ
（
藤
藪
庸
一
） 

  
陽
春
の
候
、皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
益
々
ご
清
栄
の
こ

と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。新
年
度
も
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。年
度
当
初
の
巻
頭
言
に
お
付
き
合
い
く
だ
さ
い
。 

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
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本
来
、親
子
関
係
に
お
い
て
は
、全
面
的
に
受
け
入
れ
る
愛

と
厳
し
く
指
導
す
る
愛
が
共
存
し
て
い
ま
す
。こ
の
二
つ
の

愛
で
、親
は
わ
が
子
と
の
信
頼
関
係
を
構
築
し
、教
育
し
て
い

き
ま
す
。学
校
教
育
も
同
様
で
し
た
。し
か
し
、社
会
は
、成

長
を
促
す
厳
し
さ
を
、愛
と
は
受
け
取
ら
な
い
風
潮
が
広
が

っ
て
い
ま
す
。「
あ
り
の
ま
ま
」
の
、そ
の
人
を
受
け
入
れ
る
こ

と
が
愛
だ
と
考
え
て
い
る
人
が
増
え
て
い
る
よ
う
で
す
。 

先
日
、大
手
人
材
関
連
企
業
の
方
と
話
す
機
会
が
あ
り
ま

し
た
。多
く
の
人
材
を
企
業
へ
紹
介
す
る
中
で
、学
ぶ
姿
勢
の

な
い
若
者
の
増
加
を
憂
え
て
い
ま
し
た
。挨
拶
や
報
連
相
と

い
っ
た
社
会
人
と
し
て
最
低
限
の
ス
キ
ル
が
な
い
場
合
、採
用

側
は
不
採
用
と
判
断
す
る
現
実
も
あ
る
よ
う
で
す
。採
用
後

に
関
わ
る
（
教
育
す
る
）
こ
と
は
、会
社
に
と
っ
て
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
の
リ
ス
ク
を
伴
う
か
ら
で
す
。よ
っ
て
、社
会
人
と
し
て
の

最
低
限
を
学
ん
で
い
る
こ
と
が
採
用
の
前
提
だ
そ
う
で
す
。 

こ
の
現
実
を
「
な
ぜ
？
」
と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。「
そ
の

人
ら
し
く
生
き
ら
れ
れ
ば
い
い
」
と
、で
き
る
で
き
な
い
も
個

性
と
捉
え
、
そ
れ
を
多
様
性
と
認
め
る
こ
と
が
よ
し
と
さ

れ
、受
け
入
れ
る
愛
の
側
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。反

面
で
あ
る
厳
し
さ
の
愛
の
側
面
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
、社

会
人
と
し
て
通
用
す
る
基
本
的
な
力
を
身
に
つ
け
て
い
な
い

若
者
を
、企
業
が
拒
否
す
る
と
い
う
現
実
も
あ
り
ま
す
。た

だ
し
、近
々
到
来
す
る
深
刻
な
人
手
不
足
に
陥
れ
ば
、企
業

は
人
選
す
る
余
裕
も
な
く
な
り
ま
す
。そ
う
な
る
と
・・・。 

社
会
の
風
潮
が
偏
っ
て
い
る
な
か
で
起
こ
っ
て
い
る
現
状
と

今
後
の
情
況
。教
育
や
福
祉
に
携
わ
る
者
と
し
て
は
、関
わ

る
「
勇
気
」
こ
そ
が
必
要
に
な
る
時
代
だ
と
思
い
ま
す
。 

７
年
度
も
よ
ろ
し
く 

お
ね
が
い
し
ま
す 

【新事務所住所と開所時間】 

〒649-2211 
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 通信 

 

柿谷交差点 

くまのっ子 

児童家庭支援センター 

のこのこ 

大浦交差点 

駐車場 

セ
ン
タ
ー
、
移
転
し
ま
し
た 

先
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
よ
う
に
、令
和
７
年
４

月
１
日
よ
り
、
下
記
住
所
に
セ
ン
タ
ー
を
移
転
し
ま
し

た
。新
セ
ン
タ
ー
は
、白
浜
レ
ス
キ
ュ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

運
営
す
る
「
お
弁
当
お
惣
菜
の
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
と
デ
リ
バ

リ
ー
の
店
、ま
ち
な
か
キ
ッ
チ
ン
」
の
ビ
ル
に
な
り
ま
す
。 

電
話
番
号
、メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
は
今
ま
で
の
ま
ま
で

す
。自
動
車
で
来
所
さ
れ
た
方
は
、道
路
を
挟
ん
だ
パ
チ

ン
コ
店
様
の
駐
車
場
に
置
か
せ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。ビ
ル
の
１
階
が
ま
ち
な
か
キ
ッ
チ
ン
で
、向
か

っ
て
右
側
に
階
段
が
あ
り
ま
す
の
で
、２
階
に
上
が
っ
て
い

た
だ
く
と
セ
ン
タ
ー
玄
関
に
な
り
ま
す
。 

 

 

セ
ン
タ
ー
業
務
内
容 

本
年
度
も
セ
ン
タ
ー
の
ス
タ
ッ
フ

は
、
セ
ン
タ
ー
長
と
常
勤
の
職
員
が
３

名
（
精
神
保
健
福
祉
士
・
社
会
福
祉
士
・

元
教
員
、
各
１
名
）
と
非
常
勤
の
職
員

が
４
名
（
臨
床
心
理
士
３
名
と
保
育
士

１
名
）
の
計
８
名
の
体
制
で
運
営
し
て

い
ま
す
。（
２
頁
に
続
く
） 

 

 

ファミリマート 

のこのこ 

キリンヤ 

まちなかキッチン みらいのトビラ 

パチンコ店 

ＯＳⅡ 
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子どもと学校その４ 

留守番電話の場合にはお名前だけ残して
いただければ、のちほど連絡しますので
電話番号通知でお電話ください。 

9:00~17:45 

文章をうまく書けなくて大
丈夫です。かける範囲で書い
てくださればお返事します。 

児童家庭支援センターとは？ 

（全国児童家庭支援センター協議会ＷＥＢページより引用） 

児童家庭支援センターとは、１９９７（平成９）年の児童福祉法改正によっ

て新たに制度化された児童家庭福祉に関する地域相談機関であり、２０２４

（令和６）年４月６日現在、全国１８２センターが協議会に加盟しています。 

 事業内容としては、①児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な

知識及び技術を必要とするものに応じる、②市町村の求めに応じ、技術的助言

その他必要な援助を行う、③児童相談所において、施設入所までは要しないが

要保護性がある児童、施設を退所後間もない児童等、継続的な指導措置が必要

であると判断された児童及びその家庭について、指導措置を受託して指導を

行う、④里親及びファミリーホームからの相談に応ずる等、必要な支援を行

う、⑤児童相談所、市町村、里親、児童福祉施設、要保護児童対策地域協議会、

民生委員、学校等との連絡調整を行う、とされています。 

 現在、多くの児童家庭支援センターでは、児童虐待の発生予防や親子関係の

再構築支援（家族支援）、心のダメージの回復を目指した専門的ケアを実施し

ており、併せて家族全体が抱える問題とその急激な変化に寄り添い続ける伴

走型支援や一人一人の成長に合わせた息の長いアフターケア（自立支援）を実

践しています。 

  

 

(

１
頁
か
ら
の
続
き)

相
談
と
支
援
が

業
務
の
中
心
で
あ
り
、
来
所
に
よ
る
場

合
と
こ
ち
ら
か
ら
訪
問
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
本
人
、
家
族
（
保
護
者
以
外

の
方
で
も
大
丈
夫
で
す
）、
地
域
の
方
、

学
校
・
福
祉
関
係
者
等
、
多
岐
に
わ
た

っ
て
い
ま
す
。
加
え
て
、
学
校
や
教
育

委
員
会
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議

会
、
関
係
機
関
等
の
ケ
ー
ス
会
議
に
も

出
席
し
ま
す
。 

相
談
と
支
援
以
外
の
業
務
と
し
て

は
、
乳
幼
児
と
保
護
者
の
方
々
の
集
い

の
場
と
し
て
の
「
の
こ
の
こ
広
場
（
の

こ
の
こ
食
堂
・
親
子
広
場
・
親
子
リ
ト

ミ
ッ
ク
・
の
び
の
び
リ
ト
ミ
ッ
ク
）」
が

あ
り
ま
す
。
レ
ス
キ
ュ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
事
務
所
の
あ
る
白
浜
バ
プ
テ
ス
ト

キ
リ
ス
ト
教
会
を
会
場
に
し
ま
す
。
登

校
が
難
し
い
児
童
生
徒
対
象
の
学
習
支

援
で
あ
る
「
の
こ
の
こ
ル
ー
ム
」
は
セ

ン
タ
ー
で
実
施
し
ま
す
。 

ま
た
、
市
町
村
の
乳
幼
児
健
診
に
出

席
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。 

他
に
も
、
昨
年
度
は
で
き
な
か
っ
た

児
童
家
庭
支
援
に
関
わ
る
講
演
会
等
も

今
年
度
は
実
施
予
定
で
す
。
加
え
て
、

学
校
や
関
係
機
関
の
講
師
依
頼
に
も
応

え
て
い
ま
す
。 

 
知ろう、考えよう 

「子どもの発達段階とは」➂ 

い
っ
し
ょ
に
学
び
ま
せ
ん
か 

 
 

 

前回からは、子どもの発達段階という用語に注目しています。今回は、文部科学省のとらえ方で 

学童期後期（小学校高学年、９歳から12歳）について、学んでいきたいと思います。 

【参考】https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/053/shiryo/attach/1282789.htm 

 
○現在の我が国における小学校高学年の時期における

子育ての課題としては、インターネット等を通じた擬似的・

間接的な体験が増加する反面、人やもの、自然に直接触

れるという体験活動の機会の減少があげられます。 

○これらを踏まえて、小学校高学年の時期における子ども

の発達において、重視すべき課題としては、以下があげら

れます。 

◆抽象的な思考への適応や他者の視点に対する理解自

己肯定感の育成 

◆自他の尊重の意識や他者への思いやりなどの涵養 

◆集団における役割の自覚や主体的な責任意識の育成 

◆体験活動の実施など実社会 への興味・関心を持つき

っかけづくり 

学童期後期（小学校高学年９歳～１２歳） 

○ 9歳以降の小学校高学年の時期には、幼児期を離れ、

物事をある程度対象化して認識することができるようにな

ります。対象との間に距離をおいた分析ができるようにな

り、知的な活動においてもより分化した追求が可能となり

ます。自分のことも客観的にとらえられるようになるが、一

方、発達の個人差も顕著です（いわゆる「9歳の壁」）。 

身体も大きく成長し、自己肯定感を持ちはじめる時期ですが、反

面、発達の個人差も大きく見られることから、自己に対する肯定的な

意識を持てず、劣等感を持ちやすくなる時期でもあります。 

また、集団の規則を理解して、集団活動に主体的に関与したり、遊

びなどでは自分たちで決まりを作り、ルールを守るようになる 一方、

ギャングエイジとも言われるこの時期は、閉鎖的な子どもの仲間集団 

が発生し、付和雷同的な行動が見られます。 

２頁 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/053/shiryo/attach/1282789.htm
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３頁 
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４頁 


