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学校 に おける諸問題の 解決 に向けて

　　　一
関係機関 との 連携の あ りか た 一
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　生活環境 の 急激 な変化や物質的な豊 か さ は，子 どもを

取 り囲 む 環境 を確実 に 変化 さ せ た 。同時 に 子 ど も の
“
心

と か ら だ
”

に も大 き な影響 を与え て い る。チ ど もの 心理

面 に 関 す る 専門的 な 処置 の 必要性 は，問題 内容 の 度 合い

が学校の指導範囲の 限界を超え る な ど ， 学校だ け で は対

応 で き な い 複雑 な事態 と な っ て い る。 こ う し た 子 ど もた

ち を取 り囲 む 背 景の 中 ， 我々 大人 は
．
子 ど も を守 り ， 子 ど

もの 成長 を育 む た め
， 親 ・教師 ・地域 の 協 力体制 と専門

機関 と の 連携 を どの よ う に 推 し進 め て い か な け れば な ら

な い か 。 本 シ ン ポジ ウ ム で は ， 学校 に お け る諸問題 を明

らか に し，関係機関 との 効果的 な連携 の 方策 を 討論 した

い と考 え た。

　教育委員会 と して の連携

　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋 敏 憲

　札幌市 は，子 ど もた ち の 非行防止 と犯罪被害 か ら子 ど

もた ち を守 る と い う趣 旨で 「緊急学校支援 シ ス テ ム 」 を

立 ち ヒげた。具体 的 に は ， 学校 か ら の 相談，あ るい は要

請を受け て ， 札幌市教育委員会指導室が 窓 ［コ 仲 心 ） とな

り， 札幌市教育委 員会 ， 札幌 市教護協会 ， 北海道教育大

学教育実践 セ ン ター臨 床心！rp，上），北海道警察少年課 の 四

者が連携し サ ポートチーム を編成して 問題 に 対処 す る シ

ス テ ム で ある。教育委員 会全体 で 学校 を支 え る こ と を意

図 し た組織編制 〔サ ポートチ ーム ） と し た 。
こ の サ ポ ート

チーム は，以 ドの よ う な事故や問題 へ の 対応 を日的 と し

て い る 。

　  突発 的な事故 （椥 爆 力，恐喝，自殺 な ど〕

　  対応 に 苦慮 す る 問題 曝 ガ被害，性 的被害 な ど〉

　  そ の他緊急 を要す る こ と 俳 行 防止，不審 者な ど）

： の よ うな 事故 が 発生 した と き に た だ ち に サ ポ
ー

トチー

ム が 編成 で きる。また 関係生徒 や
一

般生徒や保護者 に 対

し て は，ア ドバ イ ス を し た り臨床心 理 士 を派遣 して関係

生徒 ・保護者 の 心 の ケア に あた っ た りな どの 攴援 を行 う

こ と も で さ る。同時に ，関係機関，マ ス コ ミへ の 対応 に

関して の 助言 ・支援を行 う
。

　全 国各地で 発生 し た い じ め や 青少年 が 主役 と な る 凶悪

犯罪 v 札幌市に お い て も例外 で は な か っ た 。 そ の よ う な

時代背景 の 中，教 師 に は カ ウ ン セ リ ン グ マ イ ン ドの 必要

性が 求 め ら れ た 。 ま た ， 被害牛徒の 心 理 状態 を どの よ う

に ケ ア す る の か な どが 取 り上 げられ た。

　「緊 急 学校支 援 シ ス テ ム 」 は全 国 に 先駆 け，札幌市 で

初 め て 設置 され ， 大 き な成果 を残 した。しか し ，
こ の シ

ス テ ム は なか な か ，学校 か らの 相談 や 要請 が 増 え な か っ

た ，， そ れ は ， 学校 と関係機関の 間で個人情報を ど こ ま で

共有す る こ と が で き る の か が 問題 と な っ て きた か らで あ

る 、， 今後 ，
こ の 「緊急学校支援 シ ス テ ム 」 を機能 させ て

い く方途を模索 して い く必要 が あ る u

　児童相談所 と して の 連携

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山岸 紀

　 1 ．虐待ケース の 連携の 実際

　最近児章相談所 で 関わ る こ とが 多 くな っ て き て い る 。

虐待に対 し児童相談所と し て関わ る場面は次の 4 点で あ

る。

　 
一
時保護 す る ま で の 連携

　  施 設へ 措置 し た 後 の 連携

　  家族 との 再統 合 に 向け て の 連携

　  被 虐待児 の 育 ち 直 り の 過程 へ の 連携　な ど

　 2 ．子 どもの 問題 行動 に 対す る他機関との連携

　小 さ い 頃か ら親 と離れ て 生活し て い る子 ど も た ち は，
一・
緒 に 生活す る親子 関係 の中で 感 じ る 「守 られ て い る」

「自分 が 理解 され受 け入 れ られ て い る 1な どの 様 々 な感

覚や 感情を もつ こ とが で き な い で い る こ とが 多い u 連携

と して ，児童相 談所 が で き る こ と は，以
．
ドの 内容 と考 え

る。

　  対 話を しな が ら ， 自分 の 気持 ち を言葉 で 適 切 に 表現

　　す る。

　  「他人 か ら常 に 先入 観で 見ら れ て い る」と い う意識
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