
目 次 

Ⅰ．総括研究報告 .......................................................... 1 

Ａ．研究目的 ............................................................... 2 

Ｂ．研究方法 ............................................................... 4 

Ｃ．研究結果 ............................................................... 8 

Ｄ．考察 ................................................................... 8 

Ｅ．今後の研究計画 ......................................................... 9 

Ⅱ. 分担研究報告 各国現行子ども保護システムの概要 ....................... 14 

１．イングランド ...................................................... 15 

Aoife O’Higgins （DPhil Candidate,Education, University of Oxford） 

Miki Itano Boase（Independent Researcher, Ph.D.） 

２．フランス .......................................................... 21 

畠山 由佳子(神戸女子短期大学・准教授) .............................. 21 

３．スウェーデン ...................................................... 26 

藤岡 孝志（日本社会事業大学・教授） ................................ 26 

４．デンマーク ........................................................ 31 

佐藤 桃子(同志社大学/日本学術振興会・特別研究員 PD) ................ 31 

５．アメリカ合衆国ワシントン州 ........................................ 35 

永野  咲  （日本女子大学/日本学術振興会・特別研究員 PD） ............ 35 

髙岡 昂太 

（University of British Columbia/日本学術振興会・海外特別研究員） 

６．アメリカ合衆国イリノイ州 .......................................... 44 

畠山 由佳子（神戸女子短期大学・准教授） 

７．カナダ ブリティッシュ・コロンビア州 .............................. 49 

Wendy Sashikata（Independent Researcher） 

８．大韓民国 .......................................................... 54 

趙 正祐（仁愛福祉財団 仁愛福祉研究所 専任研究員） 

９．タイ .............................................................. 56 

Parinda Tasee （Lecturer, Thammasat University, Thailand） 

１０．フィリピン ...................................................... 61 

Freddie H. Bernardino 

（Project development Officer III, Local Government Unit of Taytay, Rizal） 

April Obtineri 

（consultant and freelanch researcher, child's right advocate）61 

Ⅲ. 分担研究報告 各国訪問調査結果 ........................................ 70 

Ａ．調査目的 .............................................................. 71 

Ｂ．調査方法 .............................................................. 71 

Ｃ．調査結果 .............................................................. 73 

１．アメリカ合衆国／ワシントン州 ...................................... 73 

永野  咲 （日本女子大学/日本学術振興会・特別研究員 PD） 

髙岡 昂太 

  （University of British Columbia /日本学術振興会・海外特別研究員） 

 

 



２．大韓民国 .......................................................... 80 

木村 容子（日本社会事業大学・准教授） 

有村 大士（日本社会事業大学・准教授） 

菱ケ江 惠子（日本社会事業大学大学院 社会福祉学研究科 博士後期課程） 

３．タイ .............................................................. 96 

有村 大士（日本社会事業大学・准教授） 

井出 智博（静岡大学・准教授） 

４．フィリピン ....................................................... 115 

木村 容子 （日本社会事業大学・准教授） 

小原 眞知子（日本社会事業大学・教授） 

菱ヶ江 惠子（日本社会事業大学大学院 社会福祉学研究科 博士後期課程） 

Ⅳ 研究成果 ............................................................ 137 

 


	Ⅰ．総括研究報告
	社会的養護等の子どもに対する社会サービスの発展に関する国際比較研究
	―循環型発展プロセスの課題と文脈の分析―
	研究代表者　木村　容子　日本社会事業大学・准教授
	Ａ．研究目的
	Ｂ．研究方法
	Ｃ．研究結果
	Ｄ．考察
	Ｅ．今後の研究計画

	Ⅱ. 分担研究報告　各国現行子ども保護システムの概要
	１．イングランド
	Aoife O’Higgins （DPhil Candidate,Education, University of Oxford）
	Miki Itano Boase（Independent Researcher, Ph.D.）
	２．フランス
	畠山　由佳子(神戸女子短期大学・准教授)
	３．スウェーデン
	藤岡　孝志（日本社会事業大学・教授）
	４．デンマーク
	佐藤　桃子(同志社大学/日本学術振興会・特別研究員PD)
	５．アメリカ合衆国ワシントン州
	永野  咲  （日本女子大学/日本学術振興会・特別研究員PD）
	髙岡　昂太（University of British Columbia/日本学術振興会・海外特別研究員）
	６．アメリカ合衆国イリノイ州
	畠山　由佳子（神戸女子短期大学・准教授）
	７．カナダ　ブリティッシュ・コロンビア州
	Wendy Sashikata（Independent Researcher）
	８．大韓民国
	趙　正祐（仁愛福祉財団 仁愛福祉研究所 専任研究員）
	９．タイ
	Parinda Tasee　（Lecturer, Thammasat University, Thailand）
	１０．フィリピン
	Freddie H. Bernardino
	（Project development Officer III, Local Government Unit of Taytay, Rizal）
	April Obtinerio（consultant and freelanch researcher, child's right advocate）
	Ⅲ. 分担研究報告　各国訪問調査結果
	Ａ．調査目的
	Ｂ．調査方法
	Ｃ．調査結果
	１．アメリカ合衆国／ワシントン州
	永野　 咲 （日本女子大学/日本学術振興会・特別研究員PD）
	髙岡　昂太（University of British Columbia /日本学術振興会・海外特別研究員）
	２．大韓民国
	木村　容子（日本社会事業大学・准教授）
	有村　大士（日本社会事業大学・准教授）

	菱ケ江　惠子（日本社会事業大学大学院 社会福祉学研究科 博士後期課程）
	３．タイ
	有村　大士（日本社会事業大学・准教授）
	井出　智博（静岡大学・准教授）
	４．フィリピン
	木村　容子　（日本社会事業大学・准教授）
	小原　眞知子（日本社会事業大学・教授）
	菱ヶ江　惠子（日本社会事業大学大学院 社会福祉学研究科 博士後期課程）


	Ⅳ　研究成果

