
市
児
相
に
よ
る
と
、
生
徒
は
中

学
１
年
だ
っ
た
２
０
１
４
年
５
月

の
深
夜
、
親
か
ら
暴
力
を
受
け
た

と
し
て
自
宅
近
く
の
コ
ン
ビ
ニ
店

に
駆
け
込
み
、
警
察
官
に
保
護
さ

れ
た
。
市
児
相
は
同
６
月
か
ら
月

１
回
ほ
ど
の
頻
度
で
両
親
の
指
導

や
生
徒
と
の
面
談
を
開
始
。
生
徒

は
９
月
と
１０
月
の
面
談
で

「養
護

施
設
に
行
き
た
い
」
と
自
ら
保
護

を
求
め
た
と
い
う
。

１０
月
の
面
談
の
際
に
市
児
相
は

生
徒
の

一
時
保
護
を
提
案
し
た

が
、
両
親
は
拒
否
。
市
児
相
は
「親

子
の
関
係
が
改
善
す
る
方
向
で
、

暴
力
も
な
く
推
移
し
て
い
た
」
と

の
理
由
で
、
職
権
で
強
制
的
に
保

護
す
る
対
応
ま
で
は
取
ら
な
か
っ

た
。

□
残

っ
た
疑
間

市
児
相
を
は
じ
め
多
く
の
児
相

は
虐
待
通
告
を
受
け
て
か
ら
の
初

期
対
応
で
、厚
労
省
が
作
成
し
た
「ア

セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
」
を
参
考
に
一

時
保
護
の
要
否
を
判
断
す
る
。
「子

ど
も
自
身
が
保
護
・
救
済
を
求
め
て

■ 1

い
る
」

は
最
重
要
視

さ
れ
る
ケ
ー

ス

の

一
つ
と
し

て
、
「
緊
急

一
時
保
護
」

の
必

要
性

を
検
討
し
な
け

れ
ば
な
ら

な

い
と
さ

れ
て
い
る

。

生
徒
が
親
族
宅
で
自
殺
を
図
っ
た

の
は
、
市
児
相
が
職
権
に
よ
る
一
時

保
護
を
見
送
っ
た
翌
月
。
あ
の
時
、

な
ぜ
生
徒
を
保
護
し
な
か
っ
た
の

か
、
保
護
し
て
い
れ
ば
救
え
た
命
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
―
。
問
題
発
覚

後
の
記
者
会
見
で
そ
う
問
わ
れ
た
市

児
相
は
繰
り
返
し
た
。
「判
断
に
誤

り
は
な
か
っ
た
」

「子
ど
も
を

一
時
保
護
す
る
か
ど

う
か
、
県
内
ど
こ
の
児
相
で
も
判
断

雖
な
れ
は
な
い
。
必
要
な
場
合
、

躊
躇
せ
ず
保
護
す
る
は
ず
だ
」
。
県

内
の
児
相
関
係
者
は
言
い
切
る
。
そ

れ
だ
け
に

「子
ど
も
が
保
護
を
求
め

た
状
況
で
な
ぜ
保
護
し
な
か
っ
た
の

か
、
検
証
報
告
書
を
見
な
け
れ
ば
分

か
ら
な
い
」
と
首
を
か
し
げ
る
。

□
拘
束
力
必
要

問
題
を
受
け
、
市
は
今
月
２０
日
、

医
師
や
有
識
者
ら
第
三
者
を
委
員
と

す
る
審
議
会
に
市
児
相
の
対
応
に
問

題
が
な
か
っ
た
か
検
証
す
る
よ
う
諮

問
し
、
８
月
末
ま
で
に
報
告
書
を
ま

と
め
る
方
針
。
塩
崎
恭
久
厚
労
相
は

児
相
が
迷
わ
ず

〓
時
保
護
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
の
基
準
を
設
け
る
考

え
を
表
明
し
て
お
り
、
同
省
は
市
の

報
告
書
や
一時
保
護
し
た
全
国
の
事

例
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
職
権
保
護
す

る
際
の
よ
り
具
体
的
な
基
準
を
自
治

体
に
通
知
す
る
方
向
で
検
討
し
て
い

る
。だ

が
、
虐
待
死
ゼ
ロ
を
目
指
し
て

児
童
虐
待
防
止
法
な
ど
の
改
正
を
求

め
る
運
動
を
展
開
し
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人

「シ
ン
ク
キ
ツ
ズ
ー
子
ど
も
虐

待
・
性
犯
罪
を
な
く
す
〈ご

の
後
藤

啓
二
代
表
理
事
は

「厚
労
省
の
通
達

や
通
知
で
は
児
相
は
従
う
義
務
が
な

い
。
児
相
が
順
守
す
る
義
務
の
あ
る

法
律
で
基
準
を
設
け
な
け
れ
ば
、
何

も
変
わ
ら
な
い
」
と
法
律
で
規
定
す

る
こ
と
を
求
め
る
。
今
ま
で
通
り
児

相
の
裁
量
に
任
せ
れ
ば
、
親
と
の
対

立
を
避
け
た
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら

一時
保
護
に
消
極
的
な
ま
ま
だ
と
指

摘
す
る
。

後
藤
代
表
理
事
は

「先
月
国
会
に

提
出
さ
れ
た
児
童
虐
待
防
止
法
の
改

正
案
を
さ
ら
に
改
正
し
、　
一
時
保
護

の
基
準
を
法
律
で
明
記
す
る
こ
と
が

必
要
」
と
強
調
し
た
。

裏胃零献亀辱室薫量け凛鰐堡軍:堤素督肇蒼菖暑堰先[6薦畠
題が発覚してから 1カ月がたった。親の同意がなくても強制的
に一時保護できる職権を持つ児相は、生徒のSOSを どうして
受け止められなかったのか。問題を教訓に市児相は対応の検証
を進め、厚生労働省は一時保護する際の明確な基準づくりに動

`きだした。 (原隆介、石川泰大)

毯
Ю

問題発 覚を受 けて相模原市児童相談所 を視
察 した渡嘉敷奈緒美厚労副大臣 (右)は 、
職権保護の基準作 りを行 う考 えを示 した

-3月 28日

り 行暮否写曇雪た憬憲響啓顧塾 舅ゞ言買菫
を一時的に保護する制度。児童福祉法に基づ
き、児相の所長は保護者の同意がなくても職
権で保護できる。期間は原則 2カ月。県子ど
も家庭課によると、県所管の五つの児相が一
時保護 した児童数は近年やや減少傾向にあ
り、2014年度は897人。

一
時
保
護

へ
基
準
明
確
化

一
法
改
正
の
声
も


