
第2章 いじめの構造の解明

本章の 「 い じ めの構造の解明J で は， こ れ ま での先行研究や都立教育研究所におけ る相談事
例等から， 子供の生活で他者 と 接す る 機会が最 も多い学校 (圏) ・ 学級内の人間関係に注目 し
た。 い じ めた子供 一 い じ められた子供の関係にのみ焦点、を当てるので はな く ， 周 囲の子供 も 含
め， 学級を中心に検討 し たが， 事例 によ っ て は学年や学校 と い う 集団の規模を大き く と ら乏て
追究 した。 ま た， 集団の構成要素 と しては， 子供た ちだけでな く ， 教師及び保護者 と のかかわ
り も 視野に入れて い る 。 ま た. 幼児， 児童， 生徒 と い う 発達的視点、から も検討 した。

研究方法は， 研究対象校(園〉 の全幼児 ・ 児童 ・ 生徒 と 教師に質問紙調査及び個別の聞 き 取
り 調査を行 っ た。 研究を進め る に 当 た っ ては， い じ めを経験 した子供の心情を大切 に し ながら
い じ めにかかわ る 人間関係を構造的 に と らえ よ う と し た。

い じめの定義に関 しては， 第l 章で も述べた よ う に 「同一集団内で単独又は複数の成員が，
人間関係の中で弱い立場に立た さ れた成員に対 して， 身体的暴力や危害を加え た り ， 心理的な
苦痛や圧力を感 じ さ せた り す る こ と J と し た。

学校 〈園) ・ 学級の実態及びい じ めの状況を分析す る な かで， 同一集団内で も異なった構造
を も つ い じめが見られた り ， 異な っ た集団においても類似 し た構造を もつい じ めが見られた り
し た 。 い じ めの構造が異なれば， 当然い じ めの意味 も異な り ， 指導の仕方 も 違 っ て く る と 考え
「 い じ め の類型化」 を試みた。
今回， 児童 ・ 生徒の学校にお け る 人間関係を明らかに し い じめの問題を類型化す る に 当 た

っ て， 調査研究に協力 していただいた学校(園〉 の先生方には本研究に対す る御理解を い た だ
き ， 自 らの学級経営や児童 ・ 生徒の問題に関す る情報を率直な姿勢で、提供 していただいた。 こ
の こ と に よ っ て研究が深ま っ た こ と に感謝申 し上げたい。 ま た， 聞 き 取 り 調査 に よ り 収集 し た
事例は， 学年 ・ 学級の多様な人間関係の う ち， い じ め問題に関す る部分を抜 き 出 し， 焦点化 し
た も のである。 し た が っ て， 必ず し も 当該学年 ・ 学級の児童 ・ 生徒の全体の姿を忠実 に と らえ
てい る と は限らな い。 本章で取 り 上 げた各学校のい じ めに関す る 状況は， 調査 し た時点、の も の
である。 そ の後， 各学校では指導が行われ， い じ めの状況が改善さ れて い る こ と を明記 し てお
く 。

第1節いじめの心理と構造に関する先行研究の分析と考察

本研究を進め る に当 た り ， 先行す る 「 い じ めに関す る 研究」 の分析 と 考察を行 っ た。 分析 し
た論文や出版物等は 100点を超えた。

昭和55年前後には 「 け じ めがない， 無神経等の性格を有す る 者が加害者にな り ， 依存性が強
く 小心で過敏な者が被害者にな る J と す る 説や. r被害者 ・ 加害者に はそ う な っ て も 仕方がな
い人格特性や社会要因があ る 」 と す る 説の よ う に， 被害者 ・ 加害者の個人の もつ特性に原因を
帰着 さ せ る 考え方が主流であ っ た。 しか し 昭和60年以降に な る と ， い じ めを集団内 におけ る
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人間関係の中で と ら え る立場の研究が多 く みられ る よ う に な っ た。 そのため， 本研究では， 昭
和60年以降に行われた以下の 4 研究 に特に着目 し， 詳細 に分析・考察す る こ と が有意義であ る
と 考えた。

①東京都立教育研究所相談部教育相談研究室 ・ 昭和62年 「 い じ めーい じ められの心理 と 構造
に関する基礎的研究J ( この項では以下「都研J ) ②大阪市立大学社会学研究室 ・ 昭和60年

r fいじめ』集団の構造に関す る社会学的研究J ( こ の項では以下 「大阪市大J ) ③宮崎大
学教育学部教育社会学研究室 ・ 平成3年 「 “い じ め" に関す る 実証的研究J ( こ の項では以下

「宮崎大J ) ④科学警察研究所・昭和60年 「 い じめに関わ る 非行の実態調査研究J ( こ の項
で は以下 「科学警察J ) で あ る 。

1 いじめの定義と態様

-(1)都研 : い じめを 「同一集団内で単独又は複数の成員が， 自 分 よ り 弱い立場にあ る成員に対
して， 身体的暴力や危害を加えた り ， 心理的な苦痛や圧力を感 じ さ せ る も の J と 定義 し て い る 。
小学校では 「ぷつ， 蹴る， つ ね る J 等の身体的暴力や 「仲間外れ， 無視」 等の精神的な苦痛を
与 え る も のが多い。 中学校では 「無視， 物を隠す， 閉 じ込 め る J 等が多 く ， い じ め る 生徒が集
団化 し て い る 。 ま た， い じ めの関係を性別に みる と 「男子が男子をJ が一番多 く . r男子が女
子をJ r女子が女子をJ r女子が男子を」の順で続 く 。 こ の よ う に， い じ め る 側 は男子が多い。
ま た， い じ め られの申告がい じめの 申告を上回 っ て い る 。

(2)大阪市大: し 、 じ めの定義を 「同一集団内の相互作用過程にお いて優位に立つ一方が， 意識
的にあ る い は集合的に他方に対 して精神的 ・ 身体的苦痛を与え る こ と J と して い る 。

過去に加害 ・ 被害の いずれか， 文は両方で い じ めを経験 し た者は全体の69. 2%であ る 。 こ の
内訳は， 小学生77.0% 中学生62.3%で あ る 。 この数字は， 小学校で頻発 していたい じ めが中
学校で鎮静 し たのではな く ， む し ろ い じ めが集中 し特定な者が被害を受けた結果 と して い る 。

ま た， 学級集団内での い じ め発生状況を学級成員のい じ め認知の度合いで推 し量る と ， い じ
めの発生 していな い学級は皆無で， そ の認知率は70%を超え る学級がほ と ん どであ り ， い じ め
が極めて一般化 し て い る と し て い る 。

さ らに， い じ めの形態 と し て， ① 「心理的ふざけ型J ( r無理にいやがる こ と をす る J r持

ち物を隠すJ r暴力J 等〉 ② 「心理的い じめ型J ( r仲間外れ・無視J r しつ こ く 悪 口 を言
う J 等〉 ・③ 「物理的い じ め型J ( rお金や物を取 り 上げ る J rプロレ スごっ こ な ど と い っ て
一方的 に殴っ た り 蹴 っ た り す る J r お どすj等〉 ④f物理的ふざけ型J ( r着て い る も のを
脱がすJ 等) の四つを挙げている。

(3)宮崎大: し 、 じ めの定義と して大阪市大の定義をそのま ま 用 いているが， 大阪市大が同一集
団 と して も っ ぱ ら学級を想定 してい る の に対し 部活動等も 想定 し ， 異学級 ・ 異学年におけ る
人 間関係の分析に当た っ てい る こ と に特徴がある。

ま た， い じめをい じ め られた側か ら みて， 加害者の人数が複数でその期間が数週間以上の も
の を 「悪質J . 非常に短期間で相手 も 一人の場合を 「過剰反応J . それ以外 は 「 中間」 と し

「 い じめ」 と 「単な る い さ かいJ と を区別 し て い る。
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中学生の中でA (仲間外れ， 無視， 陰 口 ) B (いやがらせ， いたずら) C (わざ と ぶつ
か る ， たた く ， 蹴 る ) D (お どす， 暴力， 金銭を要求〉 が行われて い る実態を調査 してい る 。
そ の結果， Aの件数が最 も 多 く ， 以下BゅC吟Dの順に減少す る 。 Aの場合はい じめ る側が，
い じ められる側の倍近い人数に な る。そ こ から多数が少数をい じ め る 構図が見え る。 Dの場合
は い じ める側は少数であ り ， 特定の者がい じめ る側に回る構図が見え る 。

(4)科学警察: い じ めの定義を 「一定の限られた人間関係が構成 さ れる場において， 特定の者
を弱者と して反復継続 して肉体的に， 文は精神的に苦 し め る こ と J と してい る。 1985年 6 月 か
ら7月の聞に全国で補導 し た少年(学生 ・ 生徒 と は限らな い〉 の う ち， い じ め と 関係の あ る 少
年について， い じめ行為な い し は動機を中心に し それに手段， 結果を加味 して分類 し て い る 。
①い じめを主な動機 と す る 加害事件70% ②い じめへの仕返 し う つぶん晴らし10% ③い じ
めから誘発さ れた事件20% であ る 。 こ の よ う に加害が多 く ， そ の中で も暴行・傷害等を主と
す る 身体への い じ めが大半を 占 め る 。 男女比は77 : 23で一般非行に比べて女子比がやや高い。

い じめ非行 と 発達段階 と の関係は， 一般の非行 と そ れの関係 と ほぼ一致 している。 小学生が
3.0%. 中学生が67.6%， 高校生が10. 6%で， 中学生が大半を占め る。 ま た， 有職少年・無職

少年の場合 も い じ め非行はあ る が， 高校中退等の者が多 く ， い じ め る側 い じめられる 側が， 同
じ学校に在籍 していた場合が多い。 過去の学校の人間関係を引 き ず っ た い じめ非行であ る と 推
測 さ れる。 さらに， い じめの実行者の多 く が 自分よ り 弱い と 思 う 者を標的に してお り ， r弱い
者い じめJ の図式に な っ て い る。 こ の傾向 は低年齢ほ ど， ま た女子よ り 男子の方に強い。

2 い じ めの発生及びエ ス カ レー ト の要因

(1 )都研: r い じめの意味J と して①不適応状態の者が仲間を求め る い じ め ②仲間同士の葛
藤から く る い じ め ③仲間内で 自 分の優位性を誇示す る い じ め ④仲間の結束を図 る ための い
じめ ⑤違和感から く る い じ め ⑤学級内の心情不安から く る い じ め を挙げている。 ま た，
い じめ発生前後の時聞の経過の中で交友関係がどの よ う に変化 したかに着目し 調査 し て い る。
そ の結果， い じめ発生時に お け る い じ め る 側 と いじめられる側の関係は. r排斥関係J が多 い
と している。 さ らに， 学級集団が形成 さ れよ う と す る 時期 に い じ めが発生 しやす く ， 学級の ま
と ま り と 深 く 関連 してい る こ と ， 集団の中で f孤立J r周辺」 であ り ， かっ他者からの「排斥」
の割合の高い子供が， いじめの関係者に な っ ている こ と な どを指摘 している。

(2)大阪市大: い じ めの背景 と して， い じ めに対する規範的な価値判断が子供の世界で確立 さ
れていな い こ と を挙げて い る b ま た， い じ めが発生す る仲間集団の人間関係 と して， r浅 く 広
い友人観J と 「友人関係におけ る寛容性J を挙げ， こ れ に よ り 気が合わ な い友人 と も適当 に 付
き 合 っ た り す る よ う にな る と し こ の よ う な表層化 した人間関係が極めて容易に 「い じ め ・ い
じめられ」 の関係に転化す る危険性があ る と指摘している。

い じ めの発生において は 「心理的い じめJ が初めに発生 し 「心理的ふざけJ に移行， も し
く は両者が併発 し 「物理的い じ めJに発展 してい く 型 と . 初めに 「心理的ふざけJ が生 じ，
「心理的い じめJ が併発 し た後 f物理的 い じ めjに発展す る 型の二つがあ る と してい る 。
(3)宮崎大: い じ め る 側 に対する調査に よ る と ， い じ めの原因 と して挙げられて い る の は 「相

手が悪い こ と を して き たから仕返 し に。 J r相手が何かを し たわけではな いが， 気に さ わ る か
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ら。j が上位で， 両者を合わせて70%以上を占める。 小学生では相手に対す る個人的な動機付
け を も ちつつ. い じめを している こ と が多い。それに比べて中学生ではそ う し た傾向がやや弱
ま り ， 悪質な い じめまで も他者への同調やその場の雰囲気に よ っ て行われた り す る こ と が多い
と し ている。い じ めを し た後の反省の気持ちは， 小学生に比べ中学生の方がかな り 減少 してい
る 。 こ の こ と について中学生は相手への個人的な思いだけか ら のい じめではない こ と が多いた
め， その分， 反省に もつなが り に く く . エ ス カ レー ト も し やすい状況に あ る と 推測 している。

ま た. 3 年間にわた る継続調査か ら. 3 年間連続 し てい じめを し た者はな く . 2 年連続 し た
者 は 2%程度， 後は単年度であ る こ と を明らかに している。 つ ま り 毎年の経験率に変化がな く ，
そ こ に登場する顔ぶれが年 ご と に変化す る 。 ま た い じ められ る側について も， 3 年連続は 0. 4
%.  2 年連続を含め 3 %弱であ る。その他は単年にな る 。 こ れ ら の こ と か ら， い じ めの直接的
な 原因を個人の特性に求め る こ と は難 し いと している。

(4)科学警察:い じめる 側から見たい じ めの動機は， ①何 と な く 腹が立 っ て (不満解消) 30% 
②言 う こ と を聞かせたい23% ③相手がいい子ぷる から10% と な っ ている。い じ め ら れ る側
への調査では. r 自分の弱さ をからかわれている J と 感 じてい る者が24%い る。ま た 「 自分は
全 く 悪 く ないJ と い う 者が56%を占めている。

さ ら に， 中学生のい じめの背景要因 と し て， い じめ ・ い じ め ら れの双方に， ①学校不適応感
が強い ②親密な友人関係を求めている ③社会規範に ルーズであ り ， 逸脱行動傾向がある
④計画性 ・ 積極性の欠如 ⑤自信 ・ 自 己主張の欠如 ⑥欲求不満耐性の欠知 等の傾向のある
こ と を指摘 し ている。ま た， 特にい じめ側には非行親和的な傾向がみられる と している。

3 いじめの構造
(1 )大限市大: 学級を同一集団と し て と らえ， その中にお け る い じめの構造を解明 している。

い じ めは. rい じ め っ 子J (加害者) r い じ められ っ 子J (被害者〉 と い う 図式だけで成り 立
つのではない と し 「 はや し たてて面白がっ て見てい る子J (観衆) r見てみぬふ り をす る 子J
〈傍観者) を加えた四者か ら な る 困層構造を明らかに している。加害者に と っ て観衆はい じ め
を是認 し て く れる存在と な り ， 傍観者 はい じ め行為を暗黙の う ち に支持 して く れる存在と な っ
て い る。

(2)都研:大阪市大 と 同様に学級を単位 と し て考えなが ら も ， 被害 ・ 加害生徒の学級集団での
位置や関係に焦点、を当ててい じめの構造を と ら えている点が異な る。 そ し て， 被害 ・ 加害生徒
両者の. r学級集団の中での両者の位置J r両者が所属す る集団が同ーか否かJ r所属する集
団の大 き さ J を分析の観点、 と し 構造化 している。①同ーの集団の中で. 相互選択の関係にあ
る 者同士の間でお き る い じ め ②大き い集団に所属 している者が， 小 さ い集団に所属 している
者 及 び 「孤立J r周辺J の者に対 し てす る い じ め ③ 「孤立J r周辺」 の者. あ る いは小 さ な
集団に所属 してい る者の間で起 き るい じ め ④ 「孤立J r周辺J の者， あ る いは小さ な集団に
所属 している者が大 き い集団に所属 している者に対 し てす る い じ め ⑤異な る大き い集団に所
属 している 者同士の間で起 き る い じ め がそれであ る 。 こ の構造 と い じめの発生経過を視野に
入れ. 前述のい じめの意味を見いだ している。
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(3)宮崎大:調査研究 において， い じ めを 「い じめたJ r い じ め られたJ rい じ めを見たJ の
三つの立場に分け. 三層構造と し て と らえている。 ま た. い じ め は陰湿化 し た も のを指す と い
う 定義か ら， 加害者と 被害者の関係は， 多対lあ る い は多対多の構造の も のを指 し . 1 対 l の
場合は 「 も め ご と J と して 「 い じ め」 と 区別 している。

4 諸外国の状況及びイギリXにおける研究の紹介

(1.) 諸外国のいじめに関する状況

第 i回の 「ヨー ロ ッ パい じ め問題教師会議J は19 87年に ノ ル ウェーで開かれて い る 。 ノ ル ウ
ェーではそれに先立 つ て， D. オルヴェウ ス等が実態調査や研究を行 っ て いた。 彼等の研究 は
後述す る イ ギ リ ス の研究に大き な影響を与えた。 イ ギ リ ス に おいては， い じ めによ る子供の 自
殺が報道 さ れ， 199 0年に研究が開始 さ れた。 シェフィールド大学 (現 ロ ンド ン大学〉心理学教
授 ピー タ - K. ス ミ ス は全国で毎年10-- 20人 ぐ ら いの子供がい じ めが原因で 自 殺 し て い る と
推定 し て い る 。 現在， ノ ル ウェー， イ ギ リ スが中心に な っ て， ポ ルトガル， スペイ ン， イ タ リ
ア， オラ ン ダ等が協同研究を進めて い る 。 ド イ ツ. オー スト リ アではい じ め に よ る子供の 自 殺
の報告は文献には見 られな い。 ま た， 全米学校安全セ ン タ ーに よ る と . 1 年生か ら 9 年生の子
供の9 %がい じ めの被害にあ い， 15%がい じ め ・ い じ め られの問題を抱えてい る と 推測 さ れて
い る 。 日本のい じ め 自殺を報道 した韓国の新聞は， rい じ め」 に当た る 韓国語がな いので， ハ
ン グルで音を表記 し言葉の説明を付けた と 報告 し て い る 。

(2) イギリ ス に お ける研究の紹介

199 0年か ら 199 3年にかけて. イ ギ リ ス教育省 (Department For Education) の助成によ る シェ
フィールドい じ め防止対策プロ ジェ ク ト 研究が行われた。 研究グループの著 し た 3冊 (p. 253参
照〉の本に基づき イ ギ リ スの研究を紹介す る 。

ア い じ め行動の特徴と発生率

い じ め と は， 攻撃行動の一つの型で\他人に苦痛を与え， 意図的に実行 さ れ る 行動であ る 。
長 期 に継続す る こ と が多 く ， い じめを受けている 子供が 自分を守るのは， 非常に困難であ る 。
い じ め行動の基底にある意味は， 権力の濫用， 他人を威圧 し 支配 し たい と い う 欲望であ る 。

発生率については， 2600余名の初等学校生 ( primary school. 在籍す る子供の年齢 は 5歳か
ら 1 1歳) 及び4 100余名の中等学校生 ( secondary school， 在籍す る子供の年齢は. 初等学校卒
業後， 義務教育終了の 16歳ま で〉に質問紙調査を行 っ た。 その質問紙で はい じ め ・ い じ め ら れ
の有無だけを聞 く のでな く ， 学校場面にお け る 多様な具体的行動の リ ス ト を挙げ， その一部 と
し て攻撃的行動 も含まれ， その 6項目への反応の仕方でい じ めを測定 し ている。 その結果， 調
査の行われた学期中に， い じ め ら れた と 報告 し た子供は， 初等学校で37%， 中等学校で14 %で
あ る 。 ま た， い じ め た と 報告 し た子供は， 初等学校で16%， 中等学校で 7 %である。 い じ め ら
れ る 子供の率は， 学年が上が るごと に減少す る。 し か し 率は少な く て も. 高学年に見 ら れ る
い じ め行動は非常に深刻な ものであ る 。

イ 対象校の実践と成果

こ の研究に参加 し た の は， 初等学校16校 と 中等学校 7 校である。 先行研究か ら， い じ め 問題
への対応が奏功す る に は全校的方針を もつ こ と が必須であ る た め， それに賛同する学校が研究
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に参加し ま ずい じ めの実態把握のための全校調査を行 っ た。 次に， 学校に お け る ， い じ め に
対 す る 意識を高め る ための活動が行われた。 中で も学校の教職員全員， 生徒， 保護者によ る 協
議は重要な ものであ っ た。 最終的 に は， 各学校がい じ め に対する学校の 目 標， それを達成す る
た め の方策に関して， 成文化さ れた全校方針を設定 した。 その上で， 学校 ごと に選択 し得る取
組みさ し て， 次のよ う な ものを挙げて い る。

カ リ キュラ ムの中で学習教材と して， い じめ行為に問題を提起 し て い る 本 (物語) やビデオ
を用 いた後に話合 いをした り ， ロ ール ・ プ レイ ン グを取 り 入れた り してい じ めへの意識を高め
た 。 ま た， 教師がい じ めた子供を面接す る 時には， その子供の もって い る 怒 り や不満を受け入
れつつ も ， rい じ め ら れた子は， 学校で楽 し く な い。 こ れを解消す るのに， あなたが何か して
あ げ ら れな いか。 J と ， 子供を責めな いで粘 り 強 く 問い掛け， さ さ いな点で も子供が自分の行
動 に関する提案をす る のを待ち， そ の後， 自分の提案が実行で き たかを話 し合 う 方法を用 いて
い る 。 さ ら に， い じ め ら れた子供に対す る手だて と して， 自 己主張する こ と 〈動 じ な い発言の
仕方， 悪口 を言われた時の対処法， 自 尊心の高め方な ど) をグループで学習す る機会を設けて
い る 。

研究開始か ら 2 年後， 23校の全対象校に質問紙調査を行 っ て い る 。 その内容は研究開始時と
同 じ ものに 「学校がい じ め に対 し て どの程度取 り 組んでい る と 生徒が受け取 っ て い る かJ r研
究最終年度に全般的にみて， い じ めが増えたか減 っ たか」 の 2項目が追加 さ れた。

そ の成果は， 以下の と お り であ る。 初等学校では， い じ め ら れた と 報告 し た児童数は， 対象
校 に お け る平均〈以下同様〉 で， 11%減少 した。 ま た， い じ め られた頻度につ いての報告は，
14%減少 した。 さ ら に， 他児を い じ めた と 報告 し た児童数も1%減少 し 他児をい じめたと い
う 報告の頻度 も 1 2%減少 し た。

中等学校では， い じ め ら れた り ， い じ めた り す る と い う 報告の減少率は， 約 5 %で し か な か
っ た。 しか し い じ め ら れた ら教師にそれを話す と い う 生徒数は32%増加 し 自 分がい じ め た
時に は教師等がそ の こ と について話 し掛けて く る だろ う と 考え る 生徒数は38%の増加を示 し た。

ウ イギリ ス と日本の比較研究

1991年に埼玉県内の 2市で上記の質問紙を翻訳し イギリ ス と の比較調査を行 っ た文教大学
の平野恵子によ る と ， い じ め られた と い う 報告は小学生15%， 中学生10% に見 ら れ， い じ めた
と い う 報告は小学生12%， 中学生14% に見 ら れた。 平野は， イギリ ス に比べ中学生の い じ めた
と い う 報告が多 いのは， 集団い じめの傾向が強いため， い じ め側が比較的気軽 にそ の事実を表
明 し て い るのではないかと推察して い る 。 そ し て， 日本におけ る い じ め加害体験率の高 さ ， イ
ギリ ス よ り はる かに高い い じ め行為への レテ・ィネ ス， 許容的で傍観的態度， 教師に よ る 介入の
少 な さ 等， 楽観を許 さ な い事態が存在して い る こ と も 明 ら かに さ れた と 結んでい る。
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第2節いじめの心理と構造

1 い じ めにかかわる子供と教師の意識

い じ めの心理と構造に関す る 子供及び教師の意識を. 2 種類の質問紙調査の結果から述べ る。
調査A(第 6 章 230ペー ジ) は， 小学校 5 ・ 6 年生， 中学生， 高校生， 保護者， 教職員に同一
内容の項 目 で実施 し た ものであ り ， こ こでは小・中学生 と 教師の結果のみを用い る 。 調査 B は，
研究対象校(都内公立幼稚園 ・ 小 ・ 中学校各 3 校〉 の子供及び教師に， 第 2 章の 内容にかかわ
る 個別の聞 き 取 り 調査の基礎資料 と して実施 し た ものであ る。 なお， 幼児に関 し て は担任教師
が個別に 聞 き 取 っ た。

(1) 子供の意識

ア r rい じめ』はなぜ起 き る の だ と 思いま すかJ (調査A ) : こ の質問はい じ めの背景や
原因を尋ね た ものであ る 。 小 ・ 中学生共に 「子供同士がお互いを大切に し よ う と していないJ
が最 も 多 く ， 次いで 「 ス ト レ ス がた ま っ ている」 と な っ ている。 小 ・ 中学生共に子供同士の人
間関係の問題がい じめの背景 と して最 も多い と 回答 している。

イ r 4 月 から今 ま で に こ の学級(中学生は 「学校j と し た。 以下同様〉 でい じ めがあ り ま
し た かJ (調査 B ) : こ の質問はし 、 じめを認知 しているかを尋ねた も ので あ る 。 r あ っ たJ の
回 答 と 「 な か っ た 」 の回答の割合は， 小学生が 3 : 2 . 中学生が 2 : 3 と な っ ている。 い じ め
の認知率が中学校で低 く な る理 由 と して， い じ めがあ っ て も 中学生は他に報告 し な い こ と ， い
じ めが特定の集団内で行われる こ と が多 く な るた めに， 周 囲から見えに く い と も推察 さ れ る 。

ウ 「 どんな 『い じめ』で し た かJ (調査 B ) : rい じ めがあ っ たj と 回答 し た子供に対 し
て の こ の質問はい じめの態様を尋ねた ものである。 小 ・ 中学生共に 「た た く ・ 蹴る J r悪口 を
言 う J r仲間外れに す る J r無視す る J r嫌がる こ と をす る 」 の 申告が多い。 幼児や小学校 l
--2 年生は 「たた く ・ 蹴る J の身体的な接触の申告が最 も 多 く ， 低年齢の子供は， 身体的な不
快感を伴 う ものをい じ め と し て と らえ る 傾向が
あ る 。 【目l いじめがあったt酪した刊の立場】 (鰍酪)

エ 「い じめの中で， あなえは ど う し ま し た (目) 日:小 3 '"小 6 N= 457. �:中 1'"中 3 N=527 
かJ (調査 B ) : こ の質問はい じ めの立場を尋 60 

ねた ものである。 【図 1 】 に見 る よ う に， 小 ・ 50・…ー“ 一一一一一一_._....._z=司

。

じ められたJ rい じめた-い じ められたの両
方」 の回答の割合が中学生に比べて小学生に多

いじめられ士 いじめた 両方 見士 見ていないが

知っている

い結果が出ている。 rい じ められたJ の割合 は
幼児は60%. 小学校 1 -- 2 年生は70%. 3 年生は6 0%. 4 --.6 年生は25--35%. 中学生は15%
と成長につれて減少 している。 こ の こ と は， 子供のい じめに対す る受け取り 方が変化 し て く
る こ と も あ るが， 年齢が高 く な る につれてい じめを申告 し な く な る傾向や. rい じ められ る子
供J が特定の子供に固定化 して く る こ と が考えられる。
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オ r rい じめ る 子供』はなぜい じ め る のだと 思 う かJ . r rい じめ ら れ る 子供』はなぜい
じ め ら れ る のだ と 思 う かJ . r rし、 じ めを見て い る子供』はなぜい じめを見て い る の だ と 思 う
か J (調査A ) : こ の質問 はい じめの立場の理由を尋ねた ものである。

(7) fい じ め る 子供』について， 【表 1 】 に見 る よ う に， 小 ・ 中学生共に ほぼ同様の理由
を挙げて い る 。 こ れを 「 い じ めた経験J と 「い じ め ら れた経験J の あ る 子供に分けて見 る と 異
な っ てお り ， 【表 2 】 の よ う に， い じ め経験のある子供は小 ・ 中学生共に 「相手が嫌いなためJ
が最 も 多 く ， い じ め ら れ経験のあ る 小学
生 は. r 毎 日 の生活に不満J . 中学生は

「ふ ざけて い る と い う 感覚」 と な っ て い
る 。

(イ) rい じ め ら れる子供』について
は， 【表 3 】 に見 る よ う に， 小 ・ 中学生
共 に全 く 同 じ理 由を挙げて い る 。 一方，
い じ め経験のあ る小 ・ 中学生は共に 「 自
分の意見をは っ き り 言わなしリのでい じ
め られる と みて い る の に対 し て. い じ め
ら れ経験の あ る 小学生は f友達関係が う
ま く 築けないjか ら い じ め ら れ， 中学生
は 「 自分の意見を は っ き り 言わ な い J か
ら い じめられ る と 感 じている子供が多い。
以 上の こ と か ら， い じめ経験 と い じ め ら
れ経験 に よ っ て見方が異な る こ と が明ら
かである。

(ウ) rい じめを見ている 子供』につ
いて， 【表 4 】 の小 ・ 中学生共に 「かか
わ り を も ち た く ないJ r 自 分がい じめ ら
れた く な いJ r い じ めて い る グループが
怖いJ の順で割合が高い。 小 ・ 中学生共
に周囲にいる子供の心理は共通 し て い る 。

カ 「 い じ め ら れた と き ， ど う し ま す
か J (調査 B ) : rい じめ られたJ 子供

【表1 九、じめる子供Jはな乱、じめる恥 】 t上位3卸
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に 対す る こ の質問はい じ め ら れ た と き の対処の仕方を尋ねた も のであ る 。 幼児は. r 泣 く 」
「言 い返すJ rや り 返す」 等の行動が4 4%であ る 。 【図 2 】 にみ る よ う に， 全般的に 中学生

は小学生に比べて， い じ め ら れた と き の対応が少ない。 特に. r先生に言 っ た J r家族に言 っ
た 」 の項 目 でその傾向が顕著であ る。

キ 「 い じめを見た と き ど う し ま し たかJ . (調査 B ) : い じめを見た と き の対処の仕方につ
いて， 幼児は 「だめ と 言 う J が20%. 【図 3 】 に見 ら れる よ う に 「い じめを止めたJ が小学生
が35%であ る の に対 し， 中学生 は15% と 低 く な っ て い る 。 rい じめを見たが気に し な か っ たJ
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「嫌だ と 思 っ たが黙って いたJ r面白 い と 思い
見ていた」 を合わせた傍観者的態度 を と っ た者
は， 小学生が45%で中学生は65% と 高 い。 rい

【目2いじめら枇ほの対処の仕方 】 (複数酪)

(出) 日:/�3'"柿N=169 �:中 1'"中3 N=81 
じ めがあ っ た こ と を， 先生や家族， 友達に言 っ 50 

た」 子供は， 小学生が50%弱であ る のに対 し
中学生は35% と 低 く な っ てい る 。

ク 「 い じめにつ いてど う 思い ま すかJ (調
査 B ) : こ の質問はい じめに対する 考え方を尋 o 

ね た も のである。 小 ・ 中学生共に 「どんな理由
があ っ て も い じめはい けなL リ が最 も 多 い。

【図 4 】 の よ う に， こ の傾向はい じ め ら れた群
で よ り 高 く ， 小学生が65%. 中学生で72%であ
る。 r場合によ っ ては. い じ め る子が悪い と は
限らな いJ は， い じ めた群において高く， 小学
生で22%. 中学生で37%であ る。

ケ 「あなたの学級・学校は楽 し いですかJ
(調査 B ) : こ の質問は学級の雰囲気を尋ねた

も のであ る。 幼児・小・中学生共， 自分の学級
(学校〉が 「楽 し し リ と 思 っ てい る 者が多 く ，

幼児は9 9%. 小学校 1 -- 2 年生が80%. 3 -- 6 
年生が70%. 中学生が65%である。 い じ めの立
場 と の関連でみ る と ， い じ められた群では， 他
の群に比べて 「楽 しいJ 比率が低 く ， 小学校 3
--6 年生が55%で中学生が45%であ る 。

(2) 教師の意識

やめて 姓K 績に 友達に 線し その他

t言った 言った 言った 言った 士

【目3 rいじめを恥J cきの織の仕方 】 (複細書)

日:/�3""陥N=236 ��:中1'"中3 N=217 

(見) 0 10 20 30 40 50 60 70 

住)閥糊敏(r気にしないJ í恥ていたJ r面自いt!い見ていたJ)

護かE言った(í姓に言っtJ r家躍はったJ r縫はった J)

【目4 いじめ附する児童・生徒の考え(村咋3) 】
いじめ 小

ら枇群中

ア r rし 、 じ め』の背景や原因につ いてど う いじめt小

考え ま すかJ (調査A) : こ の質問について， 群 中

「子供同士の好ま し い人間関係が築かれて いな (出) 0・ E ・ a ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・1 0 0 

L 、J r ス ト レ スがた ま っ て い る J r望ましい親 o 10 20 30 40 50 60 70 80 90100 

子関係が築かれていな いJ と い う JI頃で， 子供 と 小いじめられ側=16い1凶側=42

同様に.い じ めの背景や原因を主に人間関係の問 中いじめられ側=8しいじめkN=64

題 と と らえてい る 。
イ r 4月か ら今までに こ の学級(学校〉で

三並方ない 目たいしたことではない |腿いH捕らない

三い't�ぃ 働骨、らない 邸明
い じ めがあ り ま し たかJ (調査B) : こ の質問
に つ いては， 幼稚園の教師は 「あ っ た と 思 う J
が 0 %であ るが. r い じ めの芽があ る J と 40%
が回答 し て い る 。 小学校の教師は 「あった と 思
う J rな か っ た と 思 う J í分からないJの比率
が 4 : 4 : 2 である のに対し 中学校の教師は
8 : 1 : 1 と な っ て い る 。

【国5 教師11いじめをどのような品、湘ったか】 (鰍酪)

ウ 「そのい じ め を どの よ う な こ と から知 り
ま し た かJ (調査 B ) : い じ めが 「 あ っ た と 思
うjと 答えた教師に対 し て こ の質問を し た。
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【 図 5 】 の よ う に， 小学校の教師は 「 い じ め られた子供自 身が訴えてき たJ r い じ めを見てい
た子供が知 ら せて き た J r保護者か ら 聞いた」 が共に多 く ， 中学校の教師は 「他の教師か ら 聞
い た J r生徒 自 身か ら J の回答が多 い。 イ の結果 と も合わせて考え る と ， 小学校よ り も 中学校
の教師の方がい じめの認知率が高いがv こ れは教科担任制で多 く の教師が生徒 と 直接かかわ る
こ と や互いに情報を交換 し 合 う 機会が多 い た め と 考えられる。 ま た幼稚園の教師はい じ めの
芽 に 関して 「現場を見たJ r子供の様子か ら気付いたJ と 多 く が回答 している。 幼児の様子を
よ り 身近に見て指導 してい るので， いじめの芽を教師自 身が気付 く こ と が多 い と 推察 さ れる 。

エ r rい じ め る子供』 はなぜい じ め る のだ と 思 う かJ . r n、 じめ ら れ る子供』 は な ぜ い
じ め られる の だ と 思 う かJ . r rいじめを見てい る子供』はなぜいじめを見てい る のだ と 思 う
か J (調査 A ) : こ の質問に関 しては， 【表 l 】 にみ る よ う に， rL 、 じ め る 子供』は 「毎 日 の
生活に不満J r友達関係が う ま く 築け な い J íふざけてい る と い う 感覚Jを多 く 回答 して い る 。

ま た， 【表 3 】 に み る よ う に. rいじめ られる子供』は 「友達関係が う ま く 築け な い J r他
の 人 と 異な る 点があ る J r 自 分の意見を は っ き り 言わ な い 」 が多 く ， 【表4】 に み る よ う に，

『いじめを見て い る 子供』 につ いては 「かかわ り を も ち た く な い J r 自 分がいじめ ら れた く な
しリ 「い じ めて い る グループが怖い」 を挙げている。

オ 「 あ な た はいじめ について ど う 思 い ま すか (複数回答可) J (調査 B ) : い じ め に対す
る 考え方では， 小学校の教師 は 「 どんな理由があ っ て も い じ め は し 、 け な いJが約75%， 中学校
の教師は約80%であ る。 し か し 「場合に よ っ てい じ め る 側が悪い と は限 ら な い J については，
小学校教師の約20%， 中学校教師の約10%が回答 してお り ， 条件付 き で肯定 している教師の意
識 は諜題であ る。

(3) 子供の意識と 教師の意識の比較

ア いじめの背景: こ の こ と については子供， 教師共に 「人間関係の未熟さ J を最 も 多 く 挙
げ， 次いで 「 ス ト レ スがた ま っ て い る J と な っている。 その次 は小学生では 「マ スコミの影響
を受けてい る J ， 中学生は 「学校がい じ めをな く す努力を していないJ であ るの に対 して， 教
師 は 「望ま し い親子関係が築かれてい な い J と 異な っ てい る。

イ い じ めの認知 : 【図 6 】 に見る よ う に， 小学校では児童 は 「あ っ たJ の割合が多 い の に
対 して教師は少な い。 一方， 中学校では生徒の 「あ っ た」 の割合が少な いのに対 して教師は多
く ， 小学校の場合 と は逆転 している。

ウ い じ めの立場の理由 : rい じ め る理由』 【酌 いじめの認知事 子慢と捌の比較 】
は小・中学生共に 「相手が嫌し リ が約60% と 最 I博技 伴較
も 多 いのに対 し， 教師では約15%と 低 い。 教師
は 「毎 日 の生活に不満J が最 も 多 い。

n、じめ ら れる理由』については， 小・中学
生 は共に 「 自 分の意見を は っ き り 言わ な い J ， 

教師は 「友人関係が う ま く 築け な い J が最 も高
い 。 続いて子供は教師 と 同 じ理由を挙げている 強(州) ;j出納 口なし 三無酪

が， 教師は次に 「他の人 と 異な る点があ る J を 郷(内円) ::-;;あり 口なし 物分からない
挙げてい る 。 い じ めをf見てい る理 由』は， 小
学生， 中学生， 教師の三者共通で 「かかわ り を も ち た く な いJ が最 も 多 く ， 続いて 「 自 分がい
じめ られた く な いJ r い じ め グル ー プが怖いJ と な っ て い る 。 r 自 分では何 もで き な し リ 及び

「 自 分には関係な し リ の 項 目 が子供は約50--55%， 教師は約30....... 40% と い う 割合で違いがみ ら
れ る 。
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エ い じ め に対する 考え方 : r どんな理由があ っ て も い じ め は い け な し リ は， 教師は約80%
で あ る が， 子供は約60%であ る 。 r場合に よ っ て はい じ め る 側が悪い と は限 ら な い J は. 小学
校の教師が約20%で中学校の教師は約10%の割合であ るが， 子供は小学生が約20%で中学生は
約2 5% と ， 中学校で は教師 と 生徒の回答に差がみ られる。

以上， い じ め に かかわ る 子供 と 教師の意識を見て き たが， い じ めの背景や原因は， 子供同士
の人間関係の未熟 さ や， 学校生活及び家庭生活での不満か ら生 じ る ス ト レ ス が大 き な影響を与
え て い る こ と が分かつ た。 ま た， 子供の発達に伴い， い じ めをfい じ め ら れ る 子供J も 「周 囲
の 子供J も教師に言わなくな る と い う 状況が と ら え ら れ， い じ めが深刻にな る ま で教師 も 気付
かず事態が悪化す る と い う ， 今 日 の い じ め問題への対応の困難 さ が明 らかにな っ た。

2 いじめにかかわ る学校 (圏) ・ 学級の人間関係

こ こ では， い じめの構造の解明に当 た り ， 学校 (園〉 ・ 学級内の人間関係に着目 し， 学級の
実態を子供た ち か ら 見た「学級の雰囲気J の視点、か ら分析し い じ めの状況 と の関連を検討 し
た。 今回は， 子供た ち に 自分の学級は楽 し いか否かを尋ね る こ と に よ っ て. r学級の雰囲気J
を と らえる こ と に した。

(1) 幼稚園の場合

調査対象閣の 4 ・ 5歳児 241名に対 し. r幼稚園 は楽 し いか」 と 質問 し た と こ ろ. 1名 (家
の方がい い と 回答〉 を除いて. r と て も 楽 し い ・楽 し い 」 と 回答 し て い る 。 こ のl名 は 「幼稚
園でい じ め ら れた こ と があ る かJ の問いに 「ないJ と 回答 して い る 。 240名の 「楽 し い J と 回
答 した幼児については 「 い じ め られた こ と があ る か」 と の問いに， 約60%の幼児が 「あ る J と
回答 している。 幼児の場合， 単発的な身体接触や 自 分の思いが通 ら な い と き に い じ め ら れ た と
感 じ る よ う であ り ， い じ め ら れた こ と に よ る不快感はあ ま り 持続的ではなく， それが幼稚園生
活の楽 し さ を損な う ほどではな い と 言え よ う 。 幼児期の人 と のかかわ り の問題の多くは， 思春
期にみ られる 「 い じ めJ と は異な り ， 深刻な ものは少な いが， 放置 さ れれば人と のかかわ り を
ゆがめる こ と にな り 得る と い う 意味で 「 い じ め一い じ め ら れjの芽 と し て と ら えた。

幼稚園の教師が 「幼児期にはい じ め はな いJ と 回答す る の は， 様々 な他者と のあつれ き を発
達 に必要な経験と と ら えてい る か ら だ と 思われる。 し か し 中に は発達に必要な経験 と 言え な
い よ う な複雑な状況 も あ り . r い じ め一い じ め ら れJ の芽と し て指導を必要 と す る も の な の か
ど う か， 集団の形成の過程に即 して判断 していかな ければな ら な い問題 も あ る。 そ こ で幼稚園
の場合. 2 年保育A学級 (在籍数20名:男子10名， 女子10名〉 の幼児が集団生活に適応 し て い
く過程に焦点を当てて 「学級の実態J を と らえ， r い じ め ー い じ め ら れJ の芽が幼児の発達過
程の中でどのような姿で現れ るのかを検討 し た。

ア 2年保育4 歳児6月

(7) 学級の実態

入国か ら 2 か月 た ち. 一人一人の幼児が教師 と の触れ合いを通 して幼稚園生活に親 し み安定
し て い る 。 中に は教師の言動に敏感で， 教師の意図に沿 っ た動 き を し よ う と す る幼児 も い る が，
多 く の幼児は教師 と のつながり を基盤に し な が ら も他の幼児への関心が強 く な り ， 同 じ場で遊
ぶ他児 と かかわ り を も ち. 一緒に行動 し た い 2 --3人の友達がで き 始めて い る。 昼食時に 「弁
当 に卵が入っ てい る人， 手を挙げて。 」 の よ う に 「友達 と 閉 じ物を持ち たい。 J r同 じ 動 き を
し た L、。 J 等， 同 じ こ と を求め る 姿がみ ら れ る。 一方. r同 じ物を持 っ て い な い か ら仲間に入
れない。 J と 仲間入り を拒否 し た り す る 。 こ の ように 「同質J で あ る こ と に価値を見いだす姿
と 同時に. r異質Jで あ る こ と に対 して敏感に反応 し， そ れを排除す る よ う な動 き がみ ら れ る 。



(イ) rい じ めーい じ め られ」 の芽の事例 【図 7 】
自 閉的傾向の あ る A 男 は突然テレビのコマーシ ャ ルを大声で

言 う こ と や， 自分の思いが通 じ な い と じだんだを踏んでわ め き
出 す こ と があ る。 遊びを リ ードす る こ と の多 い B 男は. A 男が
近づ く だけで 「あ っ ちへ行け。 J と 言 う よ う にな る。教師がこ
の言動を注意す る と ， 陰でA 男の こ と を 「 う る さ い君J な ど と
言 う よ う に な る 。
<図中の記号> T :教師

→: rい じめJ
イ 2 年保育4歳児1 0月

(7) 学級の実態

= : 教師 と のつ な が り
… : 集団化の途上

【国7 2年鮪4制闘の事例】

一 : 集団

ほ と ん どの幼児が幼稚園の中で安心 し て 自 分を 出せる よ う にな り ， 気の合 う 友達がで き て 自
分の思いや考えを言葉で表現 し な が ら遊ぶよ う にな る 。 遊びの中で相手の反応に気付 く よ り ，
自 分の思いを出 して動 く こ と の方が多 いため， 友達間の ト ラ ブルが発生 しやすい。 そ の 際 自 分
の気持ちを十分にコ ン ト ロ ー ルで き な いため， 思い通 り に な ら な い う っ 積 し た気持ちを， ぶ っ
た り 蹴 っ た り す る 行動で表す幼 児 も い る 。 1" 【国 8 2年保育t蹴10月の事関 】

(イ) rい じ めーい じ め られ」の芽の事例 【図 8 】
男 児4"""'5 名が同 じ場で中型積み木を使い基地ごう こ を し

て い る 。 自分の思い通 り に構成 し た い C 男が友達の積み木を
勝手に取ろ う と して， い さ か い に な る 。 家庭ではいつ も C 男
の思いが通 っ ていた。 就園前に同年齢の幼児 と 遊んだ経験 も
少 な く ， 自分のや り た い こ と を う ま く 伝え ら れずいらい ら し
た C 男 は積み木を投げた り 基地を壇 し た り し始め る。 一緒に
遊んでいた D 男が止めよ う と す る と 「 ど う せ， みんな僕の こ と 嫌いなんだ。 J rぷ っ 殺 してや
る 。 」 な ど と 大声で泣 き 出 し 自分を出 し き れな いE男 を 目掛けてかみつ く 。

ウ 2 年保育5歳児1 0月
(7) 学級の実態

友達と 遊びの進め方を相談 し なが ら 自分た ちで遊びを展開 し よ う と し 目的に向かつ て協力
し て活動をする こ と ができ る よ う に な る 。 学級意識 も 高 ま り ， 学級の中で自 己を十分に発揮し
友達のよさ を理解 し認め合 う 姿 も あ る 。 他者への思いや り が深 ま る と 同時に， 友達のマイナス
面 も は っ き り 分か つ て く る。 友達への嫉妬や特定の友達を自分で独占 し た い と い う よ う な複雑
な 心の揺れが生 じ， 他者を排斥す る 姿があ る 。

(イ) r い じ め- い じ め られ」の芽の事例 【図9 】
F 子. G子. H子の 3 人は一緒に行動す る こ と が多い。 F 子は G 子を自分の側に引 き 付け て

お き た いため. H 子を避けた り 嫌な こ と を言 っ た り す る こ と が多 い。 F 子はH子がG子に 出 し
【図9 2年騎5制10月の鞠 】 一「た手紙を見て， それを取 り 上げる。 次に執劫な態度で H子に

「私に も書いて。 J と 言 う 。 行動す る と き はいつ も F 子. G 
子. H 子のI1頂でH子の主張が通 る こ とが少ないが， 時々 こ の
よ う な態度で F 子はH子に接す る こ と がある。

幼児期の 「 い じ め 一 い じめ ら れJ の芽は. 情緒の発達や集
団の形成過程と 深 く かかわ り 合 っ てい る こ と が多 く ， 発達に
従 っ ておおむね次のよ う な特徴がみ られる。 教師は集団の形
成過程に即 して 「何が必要な体験で， ど こ か ら は指導が必要
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な の か。 Jを見極め， 指導に当た ら な ければな ら な い。
① 自 分の感情を抑え き れず， 周囲に攻撃的な行動を と っ た り ， 反対に極端に依存的な態度を

と っ た り して， 周囲の状況の中で適切な行動を と る こ と がで き な い〈入園当初) 。
② 「同質J であ る こ と に価値を見いだすよ う に な る と と も に 「異質J と 感 じ る ものを排除す

る心理が はた らさ攻撃的に な る (4歳児後半〉 。
③他を排除す る こ と で集団の凝集性を高めよ う と し た り 仲間の力関係が遊びに反映 し た り す

る 中で， 自 己を主張す る幼児 十分に発揮で き な い幼児が固定化 さ れ る (5歳児前半〉 。
④友達への理解が進み， 他者への思いや り が深 ま る 一方， 嫉妬や独占欲等が排斥行動につな

がる (5歳児後半〉 。
地域に安心 し て遊べる 場が少ない上， 幼児数の全体的な減少等 に よ り ， 幼児同士の かかわ り

ができ にくいな どの問題点を考え る と ， 他者 と の望ま し いかかわ り 方を身に付け さ せ る た めの
幼稚園の役割は一層大 き くな っ てい る 。 幼児が初めて出会 う 集団の中で， 自 己を表現 し， コ ン
ト ロ ー ル し て いく力を身に付けて いくため に は， 幼児期の発達の視点か ら考え， 友達を求め始

め る 3歳児 ご ろ か ら 周年齢の幼児 と 遊ばせる 機会を積極的につく っ ていく必要があろう。

幼児はそ の発達の特性上、 生活の多くの部分を保護者に依存せねばな らず. 人間形成の基礎
は保護者 と の 関係の中で培われ る。 し たが っ て， 人 と かかわる 力の育成は幼稚園の中だけでな
く， 家庭 と のつながり の中で考え る必要があ る。

次に， 幼稚園に寄せ られた保護者の相談や保護者間に起 き た事例を取 り 上げ， 家庭 と の連携
の視点から幼児期の 「 い じ め←い じ め ら れJ の芽の問題を考えた い。

エ 密接な家庭とのつなが り

入園当初は， 保護者 も 初めて子供と 離れた生活を経験す る こ と に な り ， 子供か ら 「 い じ め ら
れた。 」 と 訴え られれば， 不安に な る の は当然であ る 。 保護者か ら の幼稚園への相談で、は，

f 自 分の子供がい じ め られて い るのではな いか。 J と い う ものが多くな っ てい る 。
(7) rうちの子供がい じ められて い る のではな いか」 と訴えてきた事例

(2 年保育 4歳児 4 月 ) A子は独 り っ 子で就園前は母親 と 室内で過 ごす こ と が多く， 同年齢
の幼児と遊んだ経験が ほ と ん どなか っ た。 父親は仕事に多忙で育児にかかわ る こ と が少な し」
幼稚園 に入 っ て， 他児の身体が少 し触れただけで， rぷたれた。 J と 言 っ て泣いた り ， 大 き な
音がす る と 耳をふ さ いで嫌が っ た り す る。 降園前に絵本を読み聞かせる ので教師の周 り に幼児
を集めた と こ ろ， 日 ご ろ か ら 行動が活発な男児にた ま た ま 手を踏ま れて し ま いA子は泣く。 次
の日， A子の母親が 「 う ちの子がい じ め ら れた。 J と 言 っ てくる。 事情を説明 し た と こ ろ そ の
日 は納得 し たが. そ の後降園す る と 母親が 「何か さ れな か っ た ? J と 毎 日 A子を問い詰め る の
で， A子は実際に は直接被害を受けてはいな いのだが， 男児の・活発さ への恐怖心か ら 「 い じ め
ら れた。 」 と 言 っ て し ま う 。 A子の母親は幼稚園に抗議 し 男児の家に も電話で直接抗議す る。

教師はA子が家庭での静かな生活 と 幼稚園の活動的な雰囲気と の 間で不安定にな っ てい る と
と ら え， で き るだけ A子のペ ー ス が守れる よ う に し なが ら も ， 友達と 遊ぶ楽 し さ を知 らせ， 様
々 な遊びに関心が向くよ う に はた ら き 掛け た。 同時に， 母親にはいつで も園生活を参観で き る
こ と を伝え， 子供がいかに活発に遊ぷかを理解 し て も ら う と と も に， 教師や他の保護者 と 気軽
に話がで き る よ う な雰囲気作 り を心掛けた。 6 月 下旬， A子に友達が見つか っ た こ ろ か ら保護
者 も幼稚園に慣れ， 信頼を寄せ る よ う に な っ た。

A 子の母親は 「わが子がい じ め ら れて い る のではな いか。 J と しヴ不安に陥 り ， そ れがかえ
っ てA子の不安を増大 さ せていた。 母親 自 身 も他の子供 と かかわ っ た こ と がなく， 幼児を大人
の縮小 し た姿 と と ら え， A子にお と な しくてい い子であ る こ と を求めていた。 こ の よ う な相談
事例 は入国当初 に多く寄せ られる。 就園前に周年齢の幼児と かかわ る経験が不足 してお り ， 保
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護者自身 も他の保護者と 気軽に会話を交わす経験が少な く ， ちょっ と し た こ と が う ま く 伝え合
えずに， 大事にな っ て し ま う 傾向がみ られる。 幼稚園で自分の子供が大切に思われて い る こ と
が伝わ っ た り ， 幼稚園の生活の様子が理解 さ れ， 子供は本来活動的な存在であ る こ と が分かる
と ， 自然に不安感は消えて い く こ と が多い。

(イ ) 幼児同士の人間関係に保護者が関与し 保護者聞の人間関係がこ じれた事例

( 2 年保育 4歳児11月)少人数の学級で、女児はいつ も 一緒に遊んで いるが， 降圏後， だれ と
遊ぶかが毎 日 の問題 と な っ て い る 。 消極的 な D 子が E 子に遊ぼ う と 言 っ た と こ ろ r F ち ゃ ん と
遊ぶか ら だめ。 J と 断 られて し ま う 。 D 子の母親は 「 う ちの D ち ゃ ん は いつ も遊びた く て我慢
し て いた んだか ら遊んで く れな いか し ら 。 J と 強い口 調で言 っ たため， E 子は返答で き ず， 気
ま ず い雰囲気に な る。 周 り に いた他の保護者の聞に も気まずい雰囲気が伝わ り 、 そ の 日 は結局
どの幼児 も遊びの約束を し な いで帰宅す る 。 その後 E 子の保護者の所へ他の保護者か ら r o ち
ゃ んのお母 さ ん はいつ も自分勝手だ。 J と い う よ う な 日 ご ろ か ら の不満を訴える電話がかかっ
て く る。 翌 日 . こ れでは関係がま ず く な る と 考え た E 子の母親が幼稚園に相談に来 る 。 教師は
D 子の母親 と 話合 いの時間を も ち， 思い を十分に聞 き 取 り 理解を示す と と も に. 幼稚園での友
達関係の様子を話 し D 子が E 子 と も遊んでい る こ と を伝え る 。 ま た， どの よ う に し た ら幼児
が育ち 合え るのか. 他の保護者 と も 時間をかけて話 し 合 っ た。

こ の幼稚園は， 地域社会や近隣 と の人間関係が希薄な地域に あ る 。 多 く の保護者は 「同 じ地
域の子供を皆で育て る J と い う 意識に乏 し く ， 自分の子供以外に は必要なはた ら き 儲けや注意
も し ない， と い う 傾向がみ られる。 保護者によ る幼稚園への登降園の送 り 迎えは， 子供を通 し
て他の子供を知 っ た り ， 保護者同士が人間関係を深めた り す る よ い機会 と な っ て いる。 しか し
時に は こ の よ う に子供の人間関係に必要以上の干渉を行 う こ と に よ っ て， 大人間士の関係が こ
じ れ る 事例 も あ る。 教師が保護者の気持ちに共感 し なが ら も友達関係を し っ か り 把握 し 事実
を正確に伝え る努力 を重ねる と 「子供は地域の中で共に育つ， 子供の世界を大人全体で見守ろ
う J と い う 意識が生 ま れる。

人間形成の基盤 と な る 家庭生活の在 り 様が時代と と も に変化 し 育児不安に陥 っ て い る 保護
者の姿を見る こ と がで き る 。 保護者 に と っ て初めて経験す る 教育機関の中で相互の情報交換や
地域の中で共に育つ と い う 経験を通 して望ま し い人間関係を築いて い く こ と が必要であ る 。 そ
の た め に は， 幼稚園がその中核 と な っ て親同士の触れ合いが生 ま れ る よ う な場や機会を提供 し
て い く こ と が大切 に な っ て く る。

(2) 小 学校の場合

学級が 「楽 し い J と 回答す る 率は， 小学校で、は学年が進むにつれて減少す る傾向 に あ る が.
同学年の学級聞で は違いが見 られなか っ た。 そ こ で， 面接を実施 し た 3 年生以上の学級か ら ，
中学年 l 学級 と 高学年 2 学級を選択 し 学級の人間関係を検討 し た。

ア A小学校3年A組 (在籍数37名 : 男子20名， 女子17名)
(7) 学級の雰囲気

学級の雰囲気を尋ねた調査で は. 3 7名中30名 (81%) が， r楽 し し リ と 回答 して い る 。 一方，
「楽 し く な い」と 回答 し た者は 4 名 ( 1 1%) ， r どち ら と も いえ な い J は 3 名 (8月)であ る。 楽 し

く な い理由 と して 「友達が意地悪をす る。 J r押 し た り 悪口 を言 う 。 J 等， 4 名 中 3 名がい じ
め ら れた こ と を挙げて い る 。

( イ ) 学級の実態

男子は， 放課後児童館で遊ぶ集団 (4名) と サッ カ ーで遊ぶ集団(4名〉 があ るが， そ れぞれ 4
名以外の者 も友達 と して選んでお り ， 固定化 し た集団 と は言い難い。 女子は， 相互選択を し て
い る者が 2 ""'3 名 い る も のの. は っ き り と 集団化は していな し 、。 A 男 は多 く の児童か ら排斥 さ
れてい る。 ま た， X 子は他の児童か らの選択 も排斥 も な く ， 弧立して い る 。

- 18 -



(ウ) い じ めの認知及びい じ めの立場

「 い じ めがあ る J と 回答 して い る 者は13名 (36%) であ る 。 r い じ めの立場J は， い じ め ら れ
申告を し て い る 者が 9 名 (24児) . い じ め た ・ い じ め られた両方の 申告が4名， い じめを見た者
が 2 名であ る。 い じ め た と 申告 し た者， 知 っ てい るが見ていな い と す る 者はO名であ る。

(工 ) い じ めの状況 【図10】
い じめにかかわ る 人間関係図〈図10) の作成に当た っ て は、 質問紙調査及び面接での い じ め

の自己申告. 他者申告の両方を含めて図を作成 し た (以下， 小 ・ 中学校他学級の事例 も 同様)。
ま た， 面接調査において 「一緒に遊んでい る人j と し て挙 げ ら れた も のを選択関係. r一緒に
遊 びた く な い人J と して挙げ られた も のを排斥関係と と ら えた。 こ の学級では. A 男及 び B 男
の 2 人がそれぞれ多数の者に手を出 し た り 悪口を言 っ た り し て い る 。 B 男が首を締めた り ， 耳
を引 っ 張 っ た り ， パン チ等の暴力や嫌な こ と を言う と ， 8 人の男子が訴えてい る。 B 男自身に
は い じ め と いう意識は薄 く ， 注意 さ れれば謝るがま たす ぐ に手を出す こ と を繰 り 返 し て い る 。
ま た. A男が暴力や仲間外れ， 悪口を言う等のい じめをす る と 男子 9 名， 女子 2 名が訴えてい
る 。 r A 男 は， 子分がた く さ ん い る 。学校内 よ り 学童ク ラ ブ〈学童保育 (以下学童) ) での方
がひどい。 学童で は A 男 に会わ ないように逃げて い る 。 学校で も し ょ っ ちゅうび く び く し て い
る。 J r学童の先生に言うと しかつ て く れる けれど， 全然効果がない。 後で『どう し て ち く っ
た。 』 と 言われる。 親はfあなた も本ばか り 読んでいるか らだめなのよ。 』 と 言う。 」な どが
面接で語 ら れて い る 。 r A 男 は， 親分で C r一一【目10 M学技持組いじめにかかわる人間鵬】

男 は く つ つ いて い る 。 jの発言にあ る よ う
に， A 男 は学童でい じめの リ ーダー格と し
て. c 男や他の学級の男子 と 一緒にな っ て
い じ め を し て い る。

孤立児の X子は， 男子か らぶたれた り ，
悪 口 を言われた り し て い る 。 X子は， 休み
時間は一人で い る こ と が多い児童であ る 。
ひ じ ゃ顔等全体に皮膚炎があ る こ と が い じ
めの一因と な っ て い る 可能性がある。 ま た
Y子か ら は複数の男子か ら急に頭を後ろか
ら た たかれる と の訴えがあ る 。 Y子と近い
席の男子数名が手を出 し て い る 。 Y子への
興味関心か ら の も の と 思われる。

担任への思い : r い じ めの こ と を先生に

男子

一一歩 いじめ

--- - � 書 原

言 お う と 思わな い け ど聞かれた ら言う。 J rい じめを見た ら 先生に言う。 自 分がい じ め ら れ る
ので自分か ら は言わない。 J と いう発言があ る。 一方. r先生に言えば助けて も ら え そ う。 J

「先生が注意 して く れて い じ めがな く な っ た。 先生は頼 り に な る 。 J と 発言を し てい る 者 も い
る-。 こ の ような児童は， 以前に い じ めを教師に訴え， 解決 して も ら っ た経験を もっ児童であ り .
教師に信頼感を抱 き ， 何かあ っ た ら先生に言おう と いう気持ちを も っ て い る 。

イ B小学校 6 年B組 (在籍数32名 : 男子18名， 女子14名〉
(1) 学級の雰囲気

学級の雰囲気は. 32名 中1 9名 (59%) が 「楽 し いJ • 12名 (38%) が 「 ど ち ら と も 言え な い J と
回答 し. r楽 し く な し リ と 回答 し た者は. 1 名( 3%) であ る。 r どち ら と も言えないJ と 回答
し た者のうち 6 名が 「し、 じ めたJ . r い じ め られたJ 文はその両方を 申告 し て い る 。
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(イ ) 学級の実態 【図11 】

男子は， 非行傾向がみ ら れる 3 名 と その周辺児l 名の集団 (①) と . 互い に気が合 う 4 名の
集団〈②〉の二つがあるが， そ れ以外は集団に分かれて いな い。 女子は. 3 集団に分かれて い
る。 力の強い 2 名 (囚) . 囚に近 い 7 名の集団〈図) . 家が同 じ方向の 3 名 に 2 名が加わ っ た
5 名の集団〈図) である。 女子の集団回 と 図， 図 と図の聞に は排斥が多 い。

(ウ) い じめの認知及びい じ めの立場

r�、 じ めがあるJ と 回答 している者は23名(72%) である。 rい じ めの立場J は， 本人がい じ
め ら れの 申告を している者は 6 名( C 男. 0 男. E 子. F 子. G 子. H 子 ). い じ め た 申告が
2 名 ( A男. B 男) . い じ めた ・ い じ め ら れた両方の申告が 2 名， い じ めを見た者が14名， 見
て は い な いが知 っ て いる者が 3 名である。

(工) い じ めの状況

こ の学級のい じめは， 質問紙調査の 申告は 6件であ っ たが， 面接によ り 多数顕在化 した。
(前出のA学級及び， 後述の C 学級で は質問紙調査 と 面接の結果 に ほ と ん ど差は見 ら れな い〉

男子の非行傾向が見 られる集団が. 様々 な い じ めを学級の.半数以上の者に行 っ て いる。 い じ め
の標的を決めて暴力を伴 う 制裁を行 う 。 例えば. 1 男 に対 して断れな い状況下で放課後遊ぶ約
束を一方的に し， い じ め ら れる こ と を察知 し た I 男が約束の場所に現れな い と 翌 日 「約束を破
っ た。 J と して， 制裁を行 う 等である。 その他， か ら かいや悪口， 無視 と い っ た行為を学級の
男女を問わず行 っ てお り ， 面接の中でい じ め ら れの申告は14名であ っ た。 調査に よるい じ め ら
れ申告数 6 名 と 大 き く 食い違 う 。 こ れ らのい じめのほと ん ど は， 学級内で起 き ている。 い じ め
を見た と 申告 している者が 44%に及び， 多 く の 目 撃があ っ た も の と 思われる。 し か し 「周 り
の子は見ていてら かかわる と 「一一 【目1 1 B峨昨日組 いじめにかかわるM概 】

自 分が， や ら れるか ら， 無視状
態J r知 っ てて も 見て見ぬふ り
を し た。 い じ め ら れてるな と 思
う が私が言 っ て もだめだな と 思
う 。 j と い う 発言か ら， い じ め
集団が怖 く ， 多 く の児童が何 も
言 え な く な っ ている学級の雰囲
気が伝わ っ て く る。

女子集団囚と 図の リ ー ダーの | ー→ いじめ

間で， 委員会内での出来事をめ | 一-?韓R
ぐる ト ラ ブルか ら い じ めに発展
し て いる。 担任の仲裁があ り . 双方が謝って一応解決は し たが， 回のJ子は相手を嫌 う 感情を
今 も も っ ている。 女子集団図内で， メ ンバーであるK子やL子が時折無視 さ れる。 調査時点で
は い じ め等の行為に は至 っ て いな いが， 女子集団図か ら図への強い排斥がある。

担任への思い:担任は， い じめの事態に気付けば 「早 く 仲直 り するよ う に。 j 等の声を掛け
て， 児童た ちの ト ラ ブルやい じ め に かかわ り ， 事態を収拾 し て いる。 r先生は一応怒 っ て く れ
るけれど， あ ま り 頼 り に な ら な い。 J と の発言がある一方. A 男 は. r先生は頼り になる。 子
供同士話合いをさ せて仲直 り さ せる。 J と 語 っ て いる。 A 男 と B 男 は低学年当時か ら 問題視さ
れていた児童であ っ たが， 現在の担任は二人の良い面を評価するよ う に努め. A 男 た ち は担任
に信頼を寄せている。 こ の学級の「約束を守る。 J r子供同士話合 いをさ せて仲直 り さ せる。 J
と い う 対応は成果を上げている。 一方， 力の強い者に利用 さ れ， 弱い者が何 も言えな い う ち に.
強い者に有利な よ う に事が運ばれてし ま う 現象 も 見 ら れる。
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ウ C小学校 6 年 C 組 (在籍数28名 : 男 子15名， 女子13名)
(7) 学級の雰囲気

学級の雰閤気を尋ねた調査では. 28名中19名(68出) が 「楽 し し リ . 8 名(29%) が 「 どち ら と
も 言 え な し リ と 回答 し て い る。 r楽 し く な し リ と 回答 し た者は l 名( 4%) で， 理 由 と し て 「 う
わ さ で友達 と う ま く いかな く な る 。 変態と か言われて， いや。 J と 述べている。

( イ ) 学級の実態 【図12】

男子は， 四つの集団があ る。 複数の学級に ま たが っ て い る 非行傾向の あ る 集団に入 っ て い る
2 名 (①) . ①の集団に排斥感を抱いて い る C 組 3 名 と 他学級 3 名の集団 (②) . 地域の サ ッ
カ ー チ ー ム に属 し て い る 4 名 (③) . 0男を中心に し た集団 (④〉 である。 女子は7 名 と 5 名
の 2 集団であ る 。 C 子が， 孤立 し て い る 。

(ウ ) い じめの認知及びい じ めの立場

学級全員が 「 い じ めがあ る J と 回答 し ている。 rい じ めの立場J は， 本人がい じ め ら れの 申
告を してい る者は7 名( A男. B 男. c 子. D子. E 子. F 子、 他l 名 ) . い じ めた申告が 1
名 ( H 男 ) . い じ めた ・ い じ め られた両方の申告が 1 名 ( 1 子) . い じ めを見た者が10名， 見
て は い な いが知 っ て い る 者が学級の半数の14名である。 知 っ て い る と 回答 さ れた い じ め の ほ と
ん どが， B 男 に対す る非行傾向が見 られる集団か らの金銭が らみの も のである。

(1) い じめの状況 「一一 【 目12 C慨昨cm いじめにかかわる人鵬 】

学級全体に い じ めが広がっ て お り ， 孤
立児 C 子が仲間外れにな っ て い る 。 集団
づ く り の際 に は 「 あ っ ちがあ いて る よ。 j
な ど と 言 っ て入れない。 小 l の こ ろか ら
C 子 は同 じ 状態であ っ た と か， 小 4 の と
き は 「菌」 と 言われていた と の発言 も あ
る 。 担任は時折誘いの声を掛け るが本人
が拒否す る こ と も あ り ， 芯が強い子 と の
印象を も っ て い た。 C子自 身は， 自分に
対す る い じ め は 「男子が悪口を言 う こ と J
であ り 「女子か ら の い じ め はな い。 自 分
を守 っ て く れる。 J と 言 っ て い る。 仲間
外れよ り も， 男子か ら の悪口を い じ め と
し てつ ら く 感 じて い る よ う であ るo

-→ いじめ

. _ - - �  V� lf 

そ の他に， 男子の学年 に ま たがる非行傾向の見られる集団が， 金銭が ら みのお ど し ゃ暴力の
い じ め を B 男 に行 っ た。 B 男の母親か ら連絡を受けた担任 は関係す る他学級の教師 と 連絡を取
り 合い， 事件を解決 し た。 しか し ， こ れを き っ か け と し て. B 男 は非行傾向がみ ら れ る 集団 に
接近 し 行動を共にす る こ と が多 く な っ て い る 。 この集団 は， お っ と り し て い る A 男へのか ら
か いや暴力， 孤立児であ る C 子への悪口. E 子へのか らかい をしてい る。 ま た. J 男が， 女子
の靴に草な ど色々 な物を入れてお り ， 複数の女子が被害にあ っ て い る 。

こ の学級は. 金銭がか ら んだ B 男へのい じめの件で， 担任が学級に徹底指導 し た こ と か ら ，
い じ め あ り の認知が高 く . そ の中で も 「知 っ て い るが見て い な し リ 率が高い。 ま た， 前出の B
小学校の事例 と 異な り ， 質問紙調査の段階でほ と ん どの い じ めが申告 さ れていた こ と か ら も ，
こ の学級では， い じめをおおむね率直に訴え られる雰囲気があ る と 思われる。

担任への思し 、 : r親とか教師に言う の は嫌い。 大人にかかわ っ て ほ し く ない。 」 と か. r教
師 に は言わな\， '"0 J と 明言 し て い る 男子が 4 名 い る 。 一方， rひ ど く い じ め られた ら 先生が助
けて く れる。 J r (先生が悪口を言 う 子を しかつ て く れ) う れ しか っ た。 こ れでい じ めがな く
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な るかな と 思 っ た。 ま だ， 言 う 人が い る ので も う ち ょ っ と しか つ て ほ し い。 J í先生が間 に入
っ て， 悪口を言 う 子 と 話 し合 っ た。 先生に言 っ て よかっ た と 思 う 。 J と 述べて い る 者 も い る 。
担任は， 児童や保護者か らの訴えに対 し て はす ぐ に対応 してい る様子が う かがえ る 。

(3) 中学校の場合

学級の雰囲気を質問す る に 当 た り ， 中学生の場合， 生徒の人間関係が学級を越えて い る こ と
も あ る ので学校 ・ 学級が楽 し し 、か否かを尋ねた。 その結果， 中学 1 年か ら 3 年 ま で共通 に 「 と
て も楽 し し リ 「楽 し い J と 回答 し て い る 生徒が大半を占めていた (p. 13参照〉 。 しか し それ
ぞれの学級を詳細にみて み る と そ の割合は異な っ て い る 。 そ こ で， 研究対象中学校 5 校 (質問
紙調査を実施 し た 3 校に 2 校を追加〉の中で. í楽 し L リ と 思 っ てい る 生徒の割合が一番高い
学級であ っ た X中学校 1 年の X学級を. í どち ら と も言え な い 」 と 思 っ て い る 生徒の割合が一
番高い学級であ っ た Y 中学校 l 年のY学級. í楽 し く な い 」 と 思 っ て い る 生徒の割合が一番高
い学級であ っ た Z 中学校 2 年の Z 学級を取 り 上げて， それぞ、れの学級の実態及ひ。い じ めにかか
わ る 人間関係につ いて検討 し た。

ア X 中 学校 1 年 ・ X 学級 (在籍数39名 : 男子22名. 女子1 7名)
(1) 学級の雰囲気

こ の学級は， 学校 ・ 学級の雰囲気を 「楽 し いJ と 回答 し た生徒が， 39名 中35名 (90%) と 非
常 に多 い。 残 る 4名 ( 10%) は 「 ど ち ら と も言えな し リ と 回答 し てお り . í楽 し く な し リ と 回
答 し た生徒はいな い。 í楽 し し リ と 感 じ る 理由 と しては. í友達がい るから。 J í友達 と 話 し
た り 遊んだ り す るか ら。 J な ど， 友達関係の こ と を挙げて い る 生徒が18名 と 最 も多 く ， 次いで

「部活動があ るから。 j が13名であ っ た。
(イ) 学級の実態 【図13】

中学生の学校 ・ 学級内の交友関係を見 る に当 た り 「気の合 う 友人はだれですか。 その訳は ? J
と 質問 して選択関係を. í気の合 わ な い友人はだれですか。 その訳 は ? J と 質問 して排斥関係
を調べた。 X学級を概観す る と 男子が二つ， 女子が二つの集団か ら成 り 立 っ てい る 。 ただ し
男子の場合は 日 に よ っ てかな り 流動的で あ る が， 女子の場合 は元気で
つ て構成さ れて い る 大 き な集団 と ' 相互選択で強 く 結ぼれて い る お と な し い生徒た ちの小 さ な
集 団 と が固定 し て い る 。 í孤立J の生徒 に B 男がい る 。 学級全体に被排斥数は少な く ， 排斥が
集 中 し て い る生徒 も い な し 」 しか し 女子の相互選択で結ばれて いる小集団に対 し て， 周囲の
女子生徒が 「あの子た ち と は話さ な い， 話 し に く い。 J と い う 思いが強 く ， 受け取 り よ う に よ
っ て は 「無視J に もつながる ものであ る が， 今の と こ ろ， 交流がな く ， い じめの関係 に は な っ
て いな い。 ま た， い じ めへの考えを尋ねた調査では 「 どんな理由があ っ て も， い じ め は い け な
し リ と い う 考えが， 30名 C77月) と 学級の成員の多 く を 占めている。

(ウ) い じめの認知及び い じ め の立場

X学級の中で 「 い じ めがあ る J の 回答が29名 (74月) . í い じ めはないJ が10名 (26%)であ る。
そ し て. íい じ めがあ る J と 回答 し た生徒に対 して 「 い じ めの立場J を尋ねてい る が， 本人自
身がい じ め られた申告を してい る 者 2 名 C A 子 ・ B 男) . い じ めた申告が 2 名 ( C 男 ・ D 男 ) • 

い じ めた ・ い じ め ら れた両方の申告が 4名 C E 男. F 男. G 男. H男) ， い じ めを見た者が12
名， 見て は い な いが知 っ て い る 者が15名であ る 。 なお 「 い じ めを見たJ í知 っ て い る J と 回答
し て い る 生徒の大半の反応は. B 男 に対す る男子生徒た ち の い じ め と 他学級の生徒に よ る そ の

学級の女子生徒に対す る い じ め につ いてである。
(工) い じめの状況

こ の学級内のい じ めの状況は、 男子生徒たちの中で、 孤立生徒の B 男 に集中 し て い る 。 B 男
自身 も い じ め ら れた 申告を してお り . c 男 や E 男 も い じ めた申告を し て い る 。 い じ めの内容と
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し て は， ぶ っ た り 蹴 っ た り ， プロ レ ス技をかけた り す る ものであ るが. いつ も一緒に遊んでい
る 生徒た ちの中で， B 男か ら ちょっ かいを出 した反応 と し て 起 こ る こ と が多 い。 B 男 もや ら れ
っ ぱな し で はな く 言い返 し た り ， ま た他生徒をぶつ等い じ め も し て い る 。 B 男 は面接の中で，
「学校は友達に会えて楽 し し 、。 体育で協力 し合 っ た り 勉強を教えて も ら っ た り す る。 J と 学校

生活や友達関係を肯定的に受け止めてい る。
担任への思い : rい じ めが起 こ っ た ら， ま ず先生に言い に行 く 。 J r担任がす ぐ に対応 し て

く れ る。 J と 多 く の生徒た ちが面接の中で語 っ て お り ， 担任への信頼は厚い も のがあ る 。
【 国1 3 X中報l 年xa いじめにかかわ以鵬係 】

。 ，.-....._. . ' 

O : U.."同ー細 ・・-:. : 断 → : I'e� 

イ Y 中学校 1 年 ・ Y 学級 (在籍数38名 : 男子21名， 女子11名)
(7) 学級の雰囲気

こ の学級 は， 学校 ・ 学級の雰囲気を， 約半数の生徒が 「楽 し し リ と 回答 し て い る が， 先の X
中学校の学級 に比べてそ の割合は低 く ， 逆に 「 どち ら と も 言え な し リ と 思 っ て い る 生徒が38名
中 15名 (40覧) と 高いのが特徴であ る 。 ま た 「楽 し く な い J と 思 っ て い る生徒が 3 名 (8%) い る 。

「楽 しいJ と 感 じて い る理 由 は， 友達関係や部活動の こ と を挙げてい る 生徒が多いが， こ の学
級の特徴であ る 「 どち ら と も言えないJ と 回答 して い る 15名 に そ の理由を尋ねる と ， r友達 と
遊ぶ時は楽 し いが， 友達にぷたれた り 上級生に お ど さ れた り す る 。 J 等， い じめ ら れて い る こ
と を理由に挙げて い る 生徒が 5 名 いた。 ま た， そ の理由 と し て， r楽 し い授業 も あ る が. そ う
で な い授業 も あ るか ら J r行事や部活動は楽 し いが. 授業についていけないか ら 。 J 等， 授
業の こ と を理由 に挙げて学校不適応感を訴えてい る生徒が 6 名 い る。 なお， r楽 し く な し リ と
感 じて い る 生徒 3 名の う ち ， 2 名 はい じ めの こ と を理由 に挙げていた。

(イ) 学級の実態 【図14】

Y 学級を概観す る と ， 男子は五つ， 女子が四つの集団か ら成 り 立 っ てい る 。 男子の場合， 部
活動の仲間が中心にな り 各 々 の集団を形成 してい るが， 固定 し て い な い。 女子 も 同 じ部活動の
者が中心に な っ て い る が集団が固定 し， 各 々 の集団間でけん制 し 合 っ て い る。 その中で女子の
A 子が 「孤立J 生徒であ る。 学級全体の被排斥数が先の X学級に比べて多 く ， 特に F 男が， 落
ち着 き な く 乱暴者で， みんな か らの排斥が集中 し て い る 。 ま た， い じめに対す る考えを尋ねた
調査では， r どんな理由があ っ て も. い じ め は い け な い J が20名 (53�) と 学級の成員の半数を
占めて い る が， X学級に比べ る と ， そ の率は低L、。 r場合に よ っ てはい じ め る 人が悪い と は限
ら な い J r色々 な 人が い る か ら ， い じ めが少 し く ら い あ っ て も しかたがな い」 と 回答 し た者 は，
各 々 2 -- 3 名であ る が， それに比べて 「 よ く 分か ら な L リ と 回答 して い る生徒が10名 (26%) と ，
高 い割合を示 し て い る こ と に注 目 し た い。

(ウ) い じ めの認知及び い じ めの立場

Y学級の中で 「 い じ めがあ る J の回答は33名 (87%) ， rい じ め はないJ が 3 名 (8%) であ る 。
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「 い じ めがあ る J と 回答 し た生徒に 「 い じ めの立場J を尋ね る と ， 本人自 身がい じ め られた申
告 を し て い る 者 9 名 ( A子 ・ B 子 ・ K 男 ・ L 男 ・ M男 ・ N 男 ・ O 男 ・ P 男 ・ Q 男) . い じ め た
申 告が' 1名 ( B 子 ・ D 子 ・ E 子 ・ F 男 ・ H 男 ・ I 男 ・ J 男) . い じめた ・ い じ め ら れた両方の
申告が 5 名 (R子 ・ S 子 ・ T子 ・ G 男 ・ U男 ) . い じめを見た者12名， 見て はいな いが知 っ て
い る 者が 5名 と な っ てお り . 先の X学級に比べて本人 自 身の 申告が多 い。 なお， こ の い じめを
見た， 知 っ て い る と 申告 して い る生徒の大半は. A子に対す る も のであ っ た。

(1:) い じめの状況

こ の学級内で一番大 き な い じ め は， 孤立 し て い る生徒であ る A子に対 して行われてい る。 女
子生徒を中心に， 男子 も加わ り ， 更に他学級の女子ま で加わ っ て， 無視 ・ 仲間外れ ・ か ら か い
等の心理的苦痛を与えてい る 。 A子自 身は， 面接の中ではい じ めた生徒と して， B子だけを申
告 し て お り ， B 子 自 身 も そ の こ と を認めて い る。 ま た. c 子. 0 子， E 子 ら も. A子を い じ め
た と 申 告 して い る。 し か し 他生徒か らの申告， 本人や周囲の申告はな いが， 面接担当者が判
断 し た者等を加え る と . い じ め側の生徒は学級全体. 更 に学年に ま で広が っ て い る。 こ の い じ
め に 対 し て は， 学年の教師全体が一丸 と な っ て 「い じめは絶対に許 さ ないJ と い う 毅然た る 態
度で指導に当た り ， 行動 レベルでの い じ め は， 一応沈静化 し た。 し か し い じめた側の生徒た

【 目14 Y中学技i年YI いじめiこかかわる人醐保 】

ち の 心情 も一様で はな く ， 水面下では様々 の思いが存在す る よ う であ る 。 特に， い じ めた側の
B 子は， A子をい じめた こ と を反省 し て は い るが， 周囲か ら は い じ めて い る 中心人物と 見 ら れ
て ， 被害感や孤独感を強めてい る。

一方， 男子の間では， 女子の よ う に特定の生徒に い じ めが集中 は し ていな いが， 自分か ら と
他生徒か らの両方を含めて、 い じ めて い る と い う 申告が多い。

中 に は， い じ め ら れてい る こ と を面接時に訴え ながら， 途中で否定 し た り ， 何かあ り そ う だ
が防衛的に な っ て語 ら ない生徒 も い る 。 ま た， 面接中に涙 ぐみつ ら そ う な者 も い る。 い じ め の
内容と しては， か ら かい， 悪口， た た く ， 蹴る， プ ロ レ スの技をかけ る ， 物をと る等. 多岐に
わ た っ てい る 。 上級生か ら殴 られた り 金銭 に ま つわ る ト ラ ブルに巻 き 込 ま れている生徒 も い る。

担任への思い : r い じめが起 こ っ た ら， 先ず先生に言いに行 く 。 J と 語 られる一方で， r担
任 は知 らな い こ と が多い。 J r い じめを早 く 気付いて ほ し い。 J r も う ち ょ っ と 生徒の気持ち
を考えてほ し い。 J 等が， 語 ら れてい る。

ウ Z 中学校 2 年 ・ Z 学級 (在籍数33名 : 男子19名， 女子14名〉
(7) 学級の雰囲気

こ の学級は， 学校 ・ 学級の雰囲気を， 約半数の生徒が 「楽 し い J と 回答 して い る。 逆に 「 楽
し く な いJ と 思 っ てい る 生徒が10名 (30%) と そ の割合が高いのが特徴であ る 。 ま た， r ど ち ら
と も言えないJ と 回答 して い る生徒が 5 名 ( 15%) いる。
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「楽 し い J と 感 じ て い る 理 由 は， 友達関係や部活動の こ と を挙げて い る 生徒が多 い。 r楽 し
く な し リ の理由は. r授業中に ち ょ っ かいを出 さ れた り か ら かわれた り す る。 J r い じ め られ
る と 言 っ て も先生は相手に して く れな い。 J r し 、 じ めが教室内で起 こ っ て いる。 J r悪口を言
う 人がいて学級の雰囲気がよ く な い。 J 等を挙げて い る 生徒が 8 名 いた。 ま た. r どち ら と も
言えな L リ と 回答 し て い る 生徒 5 名 の う ち 3 名が 「 い じ め ら れてお り . 精神的に落ち着かな い。
いつい じ め ら れ る か分か ら な いか ら席を立た な い。 J r行事の時は楽 し いが. か ら かわれる時
は嫌であ る。 J r い じ めを見て先生に言っ たが， 何 も し て く れなかっ た。 J 等. r楽 し く な いJ
と 回答 し て い る生徒同様に， い じ めにつながる 理由を挙げて い る。

(イ) 学級の実態 【図15】

Z学級を概観す る と ， 男子は三つ， 女子が二つの集団か ら成 り 立 つ て い る 。 その中で， 男子
の B 男. c 男. G 男 ら が中心に な っ て形成 してい る集団は， 他学級 ま で ま たがっ た非行傾向の
生徒た ち が集ま っ て お り ， 生活態度がだ ら し な く 反抗的な態度 も 目立ち， 教師のいな い と こ ろ
で. 他生徒に与え る影響の大き い も のがあ る。 そ して， 男子のA 男が孤立 している。 ま た， い
じ めへの考えを尋ねた調査では 「 どんな理由があ っ て も ， い じ め はいけないJ が12名 (36") で
あ る 。 そ れに比べて 「場合によ っ ては. い じ め る 子が悪い と は限 ら な し リ が10名 (30児) . r よ
く 分か ら な し リ が 8 名 (24児) と . X ，  Y学級に比べて高い結果を示 している。

(ウ) い じめの認知及びい じ めの立場

Z 学級の中で 「 い じ めがあ る J と 回答 し た者が30名 (91%) . r い じめはな いJ が 3名 (9%) で
あ り ， い じ めの認知率は非常に高し 、 そ し て. r い じ めがあ る J と 回答 し ている生徒に対 し て

「 し 、 じめの立場」 を尋ね る と . r し 、 じめを見たJ と 申告 して い る 生徒は25名 (76児) と . X .  Y 
学級に比べて非常に多 いが， 本人 自 身が 「い じ め ら れた」 申告を してい る生徒 l 名 ( A 男 ) . 

「 い じめたJ と 申告 して い る 生徒 3 名 ( D 男 ・ E 男 ・ F 男 ) ， r い じ めた ・ い じ め られたJ 両
方の申告 l 名 ( 1 子〉 と ， 本人 自身の申告はどの立場 も. X， y学級に比べて非常に少な い。

(工) い じめの状況

- 【 国 1 5 Z中学費2年ZII いじめにかかわる人間勝 】

この学級で最 も深刻な い じ め は， 孤立 してい る生徒のA 男が， 多 く の男子生徒たちか ら 「ば
かJ と か ら かわれた り ， 物を隠 さ れ た り 暴力を振 る われた り し て い る もので. A 男 も ばかに
さ れ る と 怒 り ， 周囲がそれを面白が り ， ま た い じ める と い う こ と が繰 り 返 さ れて い る 。 学級内
だけでな く ， 他学級の生徒た ち か ら も い じ め られている。 こ の傾向は， 中学 1 年生時か ら 継続
してお り ， 学年集会 も も たれて指導が行われて いる。

も う 一つの い じ め は， 非行傾向の仲間集団内で， 一緒に遊ばな い と 殴 る， 蹴る の暴力や恐喝
ま がいの こ と が行われて い る。 中心にな っ て い る い じ め側は他学級の生徒であ るが， こ の学級
の B 男 と C 男が被害を受けて い る。 C 男 は恐れて， 登校で き な く な る こ と も あ る。
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一方， 女子は， 今の と こ ろ 目立 つ た い じ め はな いが， 被排斥数 も多 く ， 担任 も 「何か嫌な雰
囲気を感 じ る。 J と 語 っ て い る 。

担任への思い : 多 く の生徒た ちか ら い じ め られて い る A 男 が 「先生に言えばす ぐ に注意 し て
く れる o J と 語 っ て い る一方で， r休み時間 にい じめが起 こ り やすいのでいてほ し い。 J r先
生 に言 う と 逆に ま た い じめ られる。 J r何か頼 り な い。 J 等の発言 も あ り ， 担任 も い じ めの実
態を苦慮 し て い る だけに， 生徒 と 担任 と の信頼関係を ど う 確立 し て い く かが課題であ る。

(4) ま と め (幼稚園 ・ 小 学校 ・ 中学校を通 して)

幼稚園. 小学校， 中学校 と 子供の発達段階を追いなが ら， い じ め にかかわる学校 (圏〉 ・ 学
級の人間関係につ いて検討 し そ こ での人間関係の在 り 方 と い じめの状況 と は， 密接なつ な が
り があ る こ と を， 改めて明 らかにする こ と がで き た。

特に， 子供に と っ て初めての集団の教育の場であ る幼稚園において， 自 己を主張する一方で
抑え る こ と も学び， 人 と のかかわ り 方をは ぐ く んでい く こ と が， 幼児期の大切な発達課題と な
る 。 そ こ で生 じ る他者 と の様 々 な葛藤は， 人 と のかかわ り 方を学ぶ重要な機会であ り ， 発達に
必要な経験 と な る 。 し か し 個 々 の事例 ご と に検討 して み る と ， そ れが幼児に と っ て必要な経
験 なのか， 人間関係のゆがみ と し て指導を必要 と す る も の なのか， 見極め る こ と はなかなか難
し い も のがあ っ た。 幼児期の人 と のかかわ り の問題は単発的 な も のが多いが， 中 に は小学生及
び中学生の時期に見 ら れ る い じめの原型と も思え る よ う な もの も あ り ， r い じめ一 い じ め ら れJ
の 芽 は， 集団の形成過程や情緒の発達 と 深 く 関連 して発生 していた。

小学校及び中学校段階においては， 子供た ちが自分の学校 ・ 学級の雰囲気を楽 し い と 患 っ て
い る か否かに注 目 し そ こ か ら学級の実態を探ろ う と し た。 調査の中で， 子供たちの楽 し し 、か
否かの判断基準の大 き な要素 と して， 友達関係の こ と があ り ， r楽 し く な し リ と 受 け と る理由
と して， r い じめ」 と のかかわ り が大 き い。 ま た， 小学校か ら 中学校 と 学年が進むにつれて，
い じ めの状況は学級の枠を越え て い る ものが多 く ， 事例 に よ っ て は学年間に， 更に学校全体に
広 が っ て い る も の も あ っ た。

特に， 学級内の人間関係 に 目 を 向 けた と き ， 小 ・ 中学校を通 して， 学級の中で周囲か ら排斥
が集中 している子供や硯立 し て い る 子供は， い じ めの関係者にな っ て い る こ と が多 か っ た。 そ
の 中で小学校低学年の場合は， い じ め ら れて い る 児童がい じ め て い る 児童を排斥 し て い る 等，
多 く は い じめの関係 に排斥感を伴 っ ていた。 しか し小学校高学年か ら 中学生にな り ， い じ めの
状況が一人の生徒に集中する よ う な場合， 必ず し も排斥感を伴わな い事例 も あ っ た。 い じ め ら
れて い る生徒が， 学級内で孤立無縁の状態でそのつ ら さ を周囲に伝えに く く な っ ていた り ， い
じ め ら れて い る こ と を認め た く な い思いがはた ら いていた り す る様子等が う かがえた。

中学生において学級 ご と の雰囲気を比較 し た時， 生徒た ちが自 分の学級を 「楽 しい」 と 回答
す る 生徒が多い学級では. 学級全体での被排斥数 も少な く い じ め も 少なか っ た。 逆に， r楽 し
く な いJ と 回答す る 生徒が多い学級及び 「 どち ら と も言え な し リ と 回答す る 生徒が多い学級で
は， 学級全体の被排斥数や生徒た ち か ら の い じめの申告が多 く ， 長期にわた り エ ス カ レ ー ト し
た い じ めの状況が見受け ら れた。 ま た， 目 立 つ た い じめはな く て も， い じ めの土壌 と して， あ
る い はい じ めの前兆 と して， 生徒閣の人間関係で排斥関係が目立つ学級に対 し て は， 注意を向
け て L 、 く 必要があ る こ と を感 じ た。

3 い じ めの類型 と心理

一 口 に 「 い じ めJ と 言 っ て も， い じ めの状況には様々 な も のがある。 い じ めてい る子供， い
じ め ら れて い る 子供， 周 囲の子供の心理 も そ れぞれに異な っ てい る こ と が分か つ て き た。 そ こ
で， い じ めにかかわ る 人間関係を構造的に と らえ， い じ め にかかわ っ てい る 集団の規模 ι い
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じ め て い る 子供の心理の両面か ら. い じ めの類型化を試みた。
ま た， 非行集団に 見 ら れ る い じ め は， 非行行為 と . い じめ行為の， 双方の指導を必要 と す る

こ と か ら， 類型化 し た(1)--(3)に包含 さ れて は い る が. 一類型 と し て別に取 り 上げる こ と と し た。
さ ら に， 本研究で事例 I 及び E と して取 り 上げた 2 事例 に つ いて も， 付記す る。

( 1 )  個人に よ る仲間求めや不満解消を背景に し た い じ め
(2) 小集団 に お け る 対抗意識や連帯感を背景に し た い じめ
(3) 大集団 に よ る 排斥感を背景に し た い じ め
(4) 非行集団にみ られ る い じ め

(1 ) 個人に よ る 仲間求めや不満解消 を背景 に し たい じ め

特定の子供が， 思い どお り に遊びた く て周囲の子供に攻撃的 ・ 威圧的な言動を と っ た り ， あ
る い は， 友達 と してかかわ る つ も り の言動が， いつ も乱暴だ っ た り 相手の嫌がる こ と だ‘ っ た り
す る い じ めの類型で あ る 。

ア 自 己主張が強すぎる こ と に よ る い じめの芽の事例 (幼稚園 5 歳児)

【図16】 1 < 状況 > サ ッ カ ーや大型積み木で基地を造 る な ど活発に遊ぷ大柄
な A 男 は r s . こ れ運べ。 J r積み木と っ て こ い。 J r俺が一番だ
ぞ。 J な ど強い 口調で話す こ と が多 く . 自 分の思いを通そ う と し て
威嚇的な行動や， 実際にたた く 蹴る な どの行動をと る 。 し か し A
男の周囲にはいつ も 5 -- 6 人の幼児が群れて従 っ てい る。
<心理 > 遊びに対 してイ メ ー ジが豊かだっ た り ， 遊びを こ う 進め

た い と い う思いを は っ き り も っ ていた り す る幼児には， そ の魅力や共に遊ぷ楽 し さ に引 かれて
仲間が集ま る。 頼 り にな る 人 と 一緒に遊ぶ こ と を喜んではいるが， 命令 される こ と や. 言いな
り に な る こ と を嫌が っ てい る 様子 も う かがえる。

イ 仲間求め に よ る い じ め の事例 (小学校 3 年〉

【図17] < 状況 > C 男 は大き な体格で はな いが. 進んでゴー ルキーパー を
一 一で……ーで遊ぶ 日

| が定め ら れてお り . 男子に人気があ る遊びはサ ッ カ ーであ る 。 サ ッ
| カ ーがあ ま り 好 き でな い児童 も参加す る 中で. c 男 は体当 り し な が
| ら， 乱暴な言葉で指図す る ため， い じ め られた と 訴え る 児童がい る 。

< 心理 > C 男 は 「時々 けんかす る こ と はあ る け ど， みんなで遊ぶ
か ら学校は楽 し い。 」 と 言 う 。 r c 男 はけんかだ と 思 っ ていて も ， ぷたれた相手がい じめ ら れ
た と 思 う のではな いか。 J と 尋ね る と . r ち ゃ ん と 謝 っ て， 仲直 り す る か ら 大丈夫。 」 と に こ
に こ し て い る 。 質問紙に も 「絶対い じ め は い け な い， な んでや る の か分か ら な い。 J と 回答 し
自 分の言動をい じめだ と は全 く 認識 し て い な い。 い じ め ら れた児童は 「変な こ と を言われ る 。
で も ， 我慢 し て い る 。 」 と か. r c 男は時々 や さ しいが， 何 も し な いのにぶ つ て く る 。 J と い
う 被害感を も っ て い る 。 中には 「 こ の学校はい じめが多 い か ら 嫌だ。 特に C 男がち ょ っ か い を
出 すのが嫌だ。 J と 訴え， 質問紙に も 「学校は全然楽 し く ないj と 回答 して い る 児童 も い る 。

ウ 不講解消 のためのい じ め の事例 (小学校 5 年〉

【図18】 1 <状況> 0 男の母親は成績の こ と をいつ も気に掛けて い る 。 毎 日
塾通いで遊ぶ時間がほ と ん どな い D 男 は， 多 く の児童か ら乱暴者と
見 ら れて い る 。 一方. 0 男 自 身 も ， 数人か ら物をと ら れた と か， 小
さ な間違い を責め立て られる. と 訴え る こ と も あ る 。 そ う し た 日 ご
ろ の う っ ぷんや欲求不満を解消す る た めに， 人の よ い E 男の物を と
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< 心理 > D 男 に い じ め ら れた E 男 は 「悪口 を言われた。 他の人が悪口 を言われて い る のを聞
い た時は， ち ょ っ と かわいそ う と 思 っ た。 言 っ た人がだれだっ たか忘れた。 」 と 話す。 E 男 は，
他の児童か ら も 「友達 と 一緒に， 物 を と っ て遊んだ。 E 男の物だ と や り やすいか ら。 J と 言わ
れ る よ う な存在である。 D 男 は， い じ めた時の気持ちを 「何でか分か ら な い け ど， ム カ ツ ク か
ら ， ち ょ っ と か ら か っ ただけ。 J と 話 し て い る 。

エ 類型の特徴

。 こ の類型は. 幼稚園や小学校の低 ・ 中学年に多 く 見 ら れ るが， 中学生の間で も 起 こ っ て い
る い じ めである。
0 い じ めてい る子供には， 自 分の言動が強い脅威 と な っ て相手に排斥感を起 こ さ せてい る こ
と への 自覚がな い。 相手の見せ る反応に， r僕の こ と ， 嫌がるんだよ。 J と ， む し ろ い じ め ら
れた よ う' に思 う こ と さ えあ る 。
0 周囲φ子供た ち は， 個 々 の出来事を， それほど気に止めずに傍観 し て い る 。
0 日 常の様々 な不満を解消す る ためのい じめに は， 強い者に い じ め ら れた悔 し さ や， い ら い
ら か ら ， 自分よ り 更に弱い者を い じ め る 多重構造 も み られた。

(2) 小集団におけ る対抗意識や連帯感を背景に し たい じ め

学級内の小集団の仲間や， 部活動 ・ 係活動等の小集団の仲間関係の中で起 こ る 対抗意識や連
帯意識か ら く る い じ めであ る。

ア 対抗意識から く る い じ めの事例 (中学校 1 年)

【図19] < 状況 > 部活動の中で， リ ー ダー格の A子が も う 一方の気の強
そ う な B 子を 「わがま ま ， 勝手に人の う わ さ をす る 。 J な どと言
い， 他の仲間に 「無視 し よ う 。 」 と 伝え， B 子 か ら 声を掛け られ
て も だれ も返事を し な い， 一緒に帰宅を し な い な ど B 子を仲間外
れに し た。 ま た， B 子が他の子を い じ め る と 言 っ て， 他の部員 と
一緒に な っ て忠告 し た り し た。 A 子 と B 子は元々幼な じみで仲良
し の こ ろ も あ っ たが， 小学校高学年は同 じ 部活動内で確執があ り .

対抗意識を も っ て B 子がA子の う わ さ を流す こ と があ っ た。 教師は， B 子がわがま ま なので，
生徒た ち か ら反感をか っ て い る と みて いた。
< 心理 >

い じ めてい る生徒の心理 : リ ー ダー格のA子は学級， 学年で も 支配性が強いが， B 子に対す
る言動を い じ め と は思 っ てお らず， r B 子はわがま ま で気が強いか ら ， そ の性格を直すた めに
忠告を している。 J と 言い， 制裁的な意味を込めた も の と し て い る 。

い じ め ら れている生徒の心理 : B 子は， r他の メ ンバー か ら一斉に無視 さ れて仲間外れに さ
れ， い じめ ら れてる。 A子は と ぼけ る が， A子がみんなに無視 し よ う と 言 っ てい る こ と は は っ
き り し て い る 。 と て も た ま ら な い。 J と 訴え， 孤立惑を増 し 思い悩んで い る 。 そ して部活動
も やめよ う と 考えてい る 。 rA子には負 け る 。 教師に言 っ て も ， ま た仕返 しがあ るだろ う か ら
言えない。 J と 語る。

周 囲の生徒の心理 : 仲間関係内で起 こ っ てい るので気が付いてい る生徒は少な い。 気付いた
生徒は 「知 っ てて も 見て見ぬふ り を し かかわ り た く な い な と 思 っ た。 J rかわいそ う だ と 思
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う と き も あ るが， や られで も しかたがな い な と 思 う と き も あ る。 J と 発言する。 生徒た ち は，
自 分にその火の粉が降 り かか ら な い よ う 知 らん顔を し た い感 じで. r う かつ に手を出せな い 。 J
f そ っ と してお く しかな い。 J r ど っ ち も ど っ ち だ し。 J と 思 っ て い る様子であ る。 r教師に

言 う つ も り はな い。 す ぐ こ んな こ と はす る な と 怒 るだろ う 。 そ れで は解決に な ら な い。 J と み
る 生徒 も い る。

イ 連帯意識から く る い じ め の事例 (小学校 6 年)

【図20】 1 < 状況 > C 男. 0 男， E 男 は学級で遊び仲間であ る 。 C 男 は ス
ポ ー ツが得意で・は き は き し た 口調なので人気 も あ っ た。 し か し
学力が高 い F 男に対し， 悪 口 を言い， いやがらせをす る と ， 仲 間
の D 男 と E 男が一緒にはや し たて， のの し っ た り す る。 ま た， 別
の大人 っ ぽい G 男 と E 男が言い争 っ た と き は， 仲間の C 男 と D 男
が E 男側につ き ， G男の物を隠すな どいやが ら せを し た。
< 心理 >

い じ めてい る 児童の心理 : F 男への い じ めについて. c 男 は集団でい じ め る こ と があ る と 素
直 に語 り . 0 男. E 男 は r F 男が生意気だか ら。 」 と 言 っ た。 こ の件について， 担任は r c 男
が リ ーダーにな ろ う と するが. F 男が上回 る ので邪魔だ と 思 っ て い る のだ ろ う 。 F 男 を リ ー ダ
ー にする と ， c 男やその仲間 2 人が浮いて し ま う ので， 団結 し て い る のではな いか。 J と 語 る 。
相手をい じめ る格別の理由 はな いが， 仲間の リ ー ダー格の児童への同調から一緒に い じ め た り ，
自 分た ち の リ ー ダーに逆 ら う なんて生意気だ と 感 じ て い じ めに加担 し て い る 。

い じ め られて い る 児童の心理 : い じ め ら れた F 男 は. rあの人 た ち は， いつ も 一緒に何かす
るo 5 年の時は 3 人がま だぱ ら ぱ ら だ っ たが， 今は固ま っ て い る 。 なぜや られるか分か ら な い
が， や ら れで も無視 してお く のがいい と 思 う 。 ふざけて い る だ け と 思 っ た り ， あま り 気に し な
い でお こ う か と も思 う が， 怖い と き も あ る。 J と 語る。

ウ 類型の特徴

。 こ の類型のい じ め は， 学級内の仲間や学年を越えた部活動 ・ 係活動等の仲間集団な どの小
集団にお いて. 集団の形成及びその維持をす る過程に起 き る 。 幼稚園， 小学校， 中学校のいず
れに も 見 られ， 主に 「仲間外れJ r悪口 J r無視J 等の心理的ない じ めが多 い。
0 集団内で対等な 力関係に あ る も のが. リ ー ダー シ ッ プの取 り 合い な どの対抗意識がい じ め
に 発展 してい く も の や， 小集団関の けんかが深刻な い じ めに発展 し て い る も のがあ る。 ま た，
連帯感か ら， そ の集団外の子供を標的に してい じ め， 結果的に仲間集団の結束を固め よ う と す
る動き も あ る 。
0 い じ め られた子供の心理は様々 で， .r無視 しておけばいい。 j と 言 う 子供 も いれば， 相談
事例 に見られる よ う に， 深 く 傷付 き 「学校に行 き た く な い。 J r死にたい。 J と 訴え る子供 も
い る 。 い じ め ら れた子供は， 教師に対 して， r � 、 じめた子たち に注意 し て ほ し い。 J r一人一
人をよ く 見てほ し い。 J と 言 う 子供 も いれば. r 自 分 た ち で解決 し た い。 J と 言 う 子供 も お り ，
自 分 た ち の心情を受け止めて多様な対応を して ほ し い と 望んで い る 。

(3) 大集団 に よ る排斥感を背景 に し た い じ め

一人の子供が， 長期にわた っ て学級全体 あ る い は学級を越え た 大 き な集団か ら排斥 さ れる い
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じ めであ る。 こ の類型では， 集団の成員の多数がい じ め る 側 に 回 っ て い るので， い じ め ら れて
い る 子供の状・況を も と に特徴的な事例 を抽出 し た。

ア 長期 にわたる い じ め に よ り 孤立 し て いる 事例 (中学校 l 年) : 事例町に該当
【図21】 1 <状況> 入学後， わずかの聞に学級の多 く の生徒が. A 子を無

視す る . A子に触 ら れ る と 一斉にみんなが逃げ る， A子がプ リ ン
ト を配る と 受け取 ら な い等， A 子への い じめを行 う よ う にな っ て
いた。 担任は. A子が孤立傾向 にあ り 他の生徒 と のかかわ り が少
な い生徒 と みてお り ， そ れ ら の行動を見かけて も， い じ め と は思
っ て いなか っ た。 A子への い じ めが 日 常化する につれ， B 子 と C
子の二人がい じ めの中心と し て 目立 つ て き た。 二人は黒板 に A 子

の 悪 口 を書いた り ， A子に唾をかけた り 夏季プー ルの際に f あ な た は汚いか ら一緒に入 り た
く な い。 j と 言 っ て い る こ と が 目 撃 さ れた り す る よ う に な っ た。 代表委員会担当の T教諭は，
一学期 か ら孤立 してい る A子の こ と を気に掛けていた。 9 月 の代表委員会で， 最近の様子を尋
ね た と こ ろ， 小学校か ら の A 子へのい じ めが判明 し た。 小学校中学年の時の担任が， 健康診断
の結果を学級全体に伝えて以来. A子は 「汚い。 J rパイ 菌 J な ど と か ら かわれて いた。 さ ら
に， 中学校入学後， い じ めの中心だ っ た B 子が同級にな り ， い じ め は継続す る こ と にな っ た。
い じ め は隣の学級 に も 伝わ り ， 部活動の中で も い じめが行われる よ う にな っ て いた。 事情を知
っ た T教諭は学年の教師に伝え， 緊急の学年会を聞いた。 そ の中で， い じ め られた生徒の気持
ち を訴え， い じ めを見て いた こ と も い じ めた こ と に な る等， い じ めをやめ る よ う 指導を進めた。
こ の結果， A子への い じ め は少な く な っ て き た と 生徒た ち は認識 し て い る 。
< 心理 >
い じ めて い る 生徒の心理 : こ の型の場合は， い じ めた側の生徒が学級全体に及んでいる た め，
学級集団の心理は， い じめ て い る 生徒の心理 と共通す る 。

い じ めの中心の C 子は， 気が強い性格で小学校時代に リ ー ダー的な児童 と 衝突 し い じ め ら
れた経験を も っ ている。 C 子の い じ め行為には， 自分がい じ め ら れて い た こ と への う っ ぷんを
晴 ら し てい る 気持ちが感 じ られる。

学級の他の生徒たち は， い じ め ら れて い る と き の A 子の様子を 「笑 っ てい る 。 J r黙 り 込ん
で し ま う 。 J と 言 い， いつ も は 「結構明 る い。 J r大抵一人でい る 。 J と みて い る 。 ま た，

「 仲 間 に 自 分か ら 入 っ ていかない。 J r友達に敬語を使い他人行儀な感 じ。 J r親し く な る と
し つ こ く な る 。 」 等が嫌だ と 語 っ て い る 生徒がい る 。 ま た， r初め はA子と仲良 く していたが，
そ う す る と 自分 も 閉 じ よ う に他の生徒か ら 見 ら れて， 学級のみんなが敵に回る。 J と か 「最初
は遊んでいたが， 小学校が閉 じ だ っ た木か ら， 小学校時代か ら 嫌われて いた こ と を聞いて ・ .
・ J と . A子か ら離れた生徒 も いた。 多 く の生徒た ち に は， A 子を排斥す る特定の理由がな い

に も かかわ らず， A子に対す る い じ め は 日 常化 してお り . r A子はい じ め られて当た り 前。 J
と い う レ ッ テ ルがは られて い る こ と ， 皆がや るか ら と い っ た集団心理に動か さ れて い る こ と が
う かがわれる。 さ ら に， い っ たん友達にな っ たが， い じ め る 側 に 回 っ た生徒の言葉か ら は， 自
分 を守 り た い気持ちゃ孤立を恐れる気持ちが く み取れ る 。 こ の よ う に. A子を暗黙の う ち に排
斥 し て い る 学級集団の雰囲気が fい じ めて も よ い」 と い う 心理を生んでい る と 考え られる。
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い じ め ら れて い る 生徒の心理 : A子自身は友達関係について 「友達にな り た い人 も . な り た
く な い人 も い な い。 J r気の合わない人はいない。 結構みんな話 し掛けて く れる 。 j と 語 っ て
お り ， い じ めについては 「絶対 い け な い。 も し見た ら 止め た L 、。 J と 言 っ て い る 。 C 子に つ い
て は 「ー学期に悪口 を言われた く ら い。 気付いて く れた友達が先生に言っ て く れた ら し い。 J
と 話 し て い る 。 自 分へのい じめについて語る A子の言葉に は， い じ め られが当 た り 前に な っ て
い る こ と への あ き ら めや， い じ めのつ ら さ を 自 分の中で合理化 し 他の生徒に心中を知 ら れな
い よ う に して い る こ と 等が感 じ取れる。 ま た， 他の生徒の言葉 か ら 友達 と かかわる と き に慎重
過 ぎた り ， 過剰に反応 し た り してい る こ と も う かがわれ る 。

イ い じ めへの抵抗をからかわれ， エ ス カ レ ー ト し た事例 (中学校 2 年)

【図22] < 状況 > D 男 は学級を中心に学年の男子の多数か ら い じ め ら れ
て いた。 い じ め て い る の は， 活発な生徒たちで， 非行傾向の あ る
生徒 も いた。 初 め は数名が， D 男の顔や髪の特徴がおか し い と か
ら か っ た。 そ れに対 して D 男 は 「 ウ ルセ ー ッ ! J rふざけん な 。 」
と む き に な っ て怒 り 教室中騒ぎま わ っ た。 い じめ る生徒た ち は，
面白 く な っ て ま す ま すい じ め， 周 囲で見ていた生徒た ち ま で一緒
に な っ て加わ っ た。 担任は， む き にな っ て歯向か う のをやめ る よ

う D 男 を指導 し た が D 男 はやめず， い じ め も 止ま ら なか っ た。 そ の う ち， い じ め は殴る， 蹴 る ，
さ ら に水泳の時間 に D 男の下着を女子の机の中に隠す な どに発展 し ま た学校外で も強要 して
D 男 に お ご らせた り ， ラ イ タ ーの火を D 男 に押 しつけてや け ど を さ せた り す る と こ ろ ま で， エ
ス カ レ ー ト し た。

D 男の学級で は ほ と ん ど全員が， 学年の他の学級では約半数が， D 男がい じめ られて い る と
話 し D 男への い じ めを知 っ て い る 生徒が学年全体に広が っ てい る 様子が見 ら れた。 r い じ め
た J と 自 分か ら認めた生徒は10人程いたが， 見ていた生徒た ち か ら は， も っ と た く さ んの生徒
の名前が挙が っ て いた。 い じ めを見てい る周囲の生徒た ち は， 学級委員を初めと して r o 男が
怒 り やす いか ら い じ め られる。 j と い う 見方が多 く . 学級内 は集団全体の雰囲気と し て D 男 へ
の強い排斥感が支配的であ っ た。 他学級の生徒た ち は r D 男 は， 学級 ぐ る みでばかに さ れて い
る 。 」 と 見ていたが， 皆がい じめている様子を聞き付けて見に行 き ， その生徒 自身に はい じ め
る理由 はないのに， 集団の動 き に乗 じてい じめている生徒 も いた。

教師た ち は何回 も 緊急の学年集会を開いて指導を行 っ たが， 指導直後 は 「表面的に はい じ め
はな く な る が， 裏で続いてい る 。 」 と 複数の生徒が述べてい る 。

<心理>
い じ めている生徒の心理 : い じめている生徒た ち は r o 男 に暴言を はいてエキサイ ト さ せて

か ら最後に い じ め る 。 J r弱L 、人を蹴 っ 飛ばす。 J と 抵抗な く 語 っ た。 彼 ら は， 学校生活に つ
いては 「授業はつ ま ら な い。 部活動 も 決め ら れて る か ら 入 っ て い る け ど， 面白 く な い。 J r 何
をや っ て も つ ま ら な い。 J 等 と 口 々 に語 っ た。 ま た， 同調 し て い じ め る生徒た ち は 「皆が い じ
めて い る か ら， 一緒にや っ て面白か っ た。 J と い じ め る のを楽 しんでいる場合 と 「強い男子か
ら 『無視 し よ う ぜ。 』 と 言われてや っ た。 J r 自 分 も 一緒にい じめて い る け ど， 0 男 がなぜい
じめ ら れて い る のか は分か ら な い。 J と . 自 分か ら い じ めたのではな い と 語る場合があ っ た。
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後者では， む し ろ い じ め られて い る D 男がかわいそ う だと 思い な が ら ， 皆に 「い じ め よ う 。 j
と 言われて断 り き れな いで い る心情 も語 ら れた。

い じ め ら れて い る 生徒の心理 : D 男 は， 質問紙調査で 「 い じ めが あ る かj と 聞かれて， 初め
は 「あ る J に丸を付けたが， そ れを消 し て 「ないJ に回答 し て い る 。 個人面接で は， い じ め ら
れて い る こ と を認め， rや り 返す と ， ま たや られて し ま う 。 J と 語 る 。 し か し 自 分が集団内
で孤立 して い る つ ら さ につ い て は， 面接者に は伝わ り に く か っ た。 ま た， D 男が 「気の合 う 友
人 J と して選択 し て い る の は， 中心にな っ て D男をい じめてい る 生徒であ っ た。 D 男 はい じ め
ら れで も かかわ り を も っ て く れ る人を， 仲 間 と 思 っ て い る こ と が 感 じ られた。 なお， D 男の隣
の席の女子は r D 男 は いつ も つ ま ら な そ う で， 時々泣いて い る 。 J と 述べてい る 。

周 囲の生徒の心理 : 見て い る 生徒た ち は， f い じ め ら れ る と ， ク ソ ー ッ と 騒いで， 机をがた
が た さ せて駆け 回 る 様子が何かおか し い し う る さ い。 」 と も 感 じ ていた。 そ し て 「見ていて
笑 っ て し ま っ た。 J r D 男 は小学校か ら い じ め ら れていて， 見慣れてい る。 皆がや っ て い る か
ら や っ て も い い と 思 う 。 J と 語 っ た。

ま た， f人間関係が複雑だ か ら ， 一 口 に は何 も言えない。 J と 言 う 生徒たち も お り ， い じ め
の真相 は表面的に見て い る だ けで は分か り に く い と 感 じて い る 生徒 も い る 。 さ ら に， f D 男 が
か わ い そ う だ と 思 う け ど， 知 ら んふ り し て い る し かな い。 J r早 く やめればい いのに。 で も怖
く て言えない。 J r止めた いが勇気がな く ， 気が弱い。 J と 複雑な気持ちで見ていた り . い じ
め の と ま る の を願 っ て い なが ら， 口 に出せな い生徒た ちが多 い。 心の中にい じ め る側の心情 と ，
い じ め られる側に同情する 心情， 見ていでかかわ り た く な い心情のどれを も も ち合わせて い る
生徒た ち も 多 い。 D 男の い じ めを距離をお いて見て い る生徒 も いた。

教師に対す る 思 い は， 生徒が教師の指導を待 っ て い る 言葉が多 く 聞かれた。 過去に D 男 をい
じ めて いた こ と があ る生徒か ら は， r先生に怒 られたか ら， い じ めをやめ る こ と がで き た。 今
考えれば， 先生が注意す る の は当 た り 前だ っ た。 J と ほ っ と し て い る かの よ う な言葉が聞かれ
た。 ま た， い じめを止めて欲 し い生徒た ち は. r い じ め ら れて い る 人は， な る べ く 平静を保 っ
て普通に し よ う と してい るので， 先生はい じ めに気が付 き に く い と 思 う け ど. 目立た な い い じ
めで も よ く 見ていて欲 しい。 J f い じめを見つ け た ら ， あ い ま い な ま ま で終わ らせないで最後
ま で指導 し て ほ し い。 J f担任の先生以外の先生で も ， 話を聞いて欲 し い。 J な ど， どの生徒
も積極的に教師の指導を求めていた。

ウ 類型の特徴

。 幼児期に も こ の原型 と 考え られる ものがあ り ， 小 ・ 中学校 ま での どの発達段階に も 見 られ，
他の類型 と 比較 し て数の多 い い じ めであ る 。 い じ めの広が り は， 幼稚園 ・ 小学校ではほぼ学級
内 に と どま るが， 中学校では学級を越えて学年全体に広が っ て い る 。 大 き な集団の中 に皆が共
通の排斥感を も っ て い る こ と や， 長期間にわた る い じ めの多い こ と が特徴であ る。
0 集団の構造 と しては， い じ め る生徒 と そ れに同調す る 生徒がい じ めを行い， 周囲にい じ め
を 同調的に見てい る生徒， い じ め ら れを心配 し なが ら も かかわれな い生徒がいるが， 結果的に
大集団でい じ めを容認 してい る と 考え ら れ， い じ め行為は正当化 さ れエ ス カ レー ト しやすい。
O い じ め られる子供は， 身体的い じ め に よ るだけでな く 無視や言語に よ る い じ め に よ っ て も
集団の中で孤立無援なつ ら い状態に おかれ， 追い詰め ら れて死につなが る状況 も十分に考え ら
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れる。 し か し そのつ ら い感情を表現せず， む し ろ 「 い じ め ら れ る の は， 自分が悪L 、か ら仕方
がない。 」 な ど と ， 自 己評価が低 く . 自 分を責め， 我慢 し て い じ め ら れる こ と を受け入れて い
るかのよ う な感 じ さ え与える。 こ の こ と が い じめ行為を よ り エ ス カ レ ー ト さ せて い る 。

い じ め られる子供は， 友達に話 し掛け ら れて も場に応 じ た言葉が適切に返せな い な ど， 友達
関係が円滑にで き な い子供に多 い。 さ ら に， 学力が低か っ た り 皮膚炎な どの病気や心身に障害
がある子供が， い じ め ら れる対象にな っ て い る こ と も 多 い。
0 周 囲の子供た ち も い じめを制止 し た い気持ちを表現す る こ と は， 自 分が次に集団から排斥
さ れる こ と につながる ので表現で き な い。 い じめの解決を生徒間で行 う こ と に， 子供た ち は無
力感を感 じ て お り ， 教師の指導を 待 っ て い る 。
0 い じ め られてい る生徒に対する 教師の何気ない一言や， い じ め ら れて い る 生徒に問題点を
改善す る よ う 迫 る指導が， よ り い じ めを正当化 さ せエス カ レ ー ト さ せる結果にな っ てい る。 こ
の類型は大 き な集団 に よ る排斥感を背景に し た い じめであ る だけ に， 教師の姿勢や集団全体に
対す る 指導の影響が大 き いのが特徴である。

(4) 非行集団にみられる い じ め

非行傾向のあ る子供た ちが学級を越えて集団化 し， 自 分た ち の仲間集団以外の子供に対 し て ，
あ る い は 自 分たちの仲間に対 し て行 う い じめである。

ア 非行集団外の児童たちへの い じ めの事例 〈小学校 6 年) : 事例E に該当
【図23】 1 < 状況 > 5 年生か ら同 じ学級で仲 の よ い A男， B 男， c 男 は体

も 大 き く 元気がよ く 発言権 も あ る 。 学級で支配的な A 男 は腕 白 で
ギ ャ グで人を笑わせ， B 男 は大人 っ ぽ く し っ か り してお り ， c 男
は ス ポ ー ツがよ く で き た。 し か し 3 人は暴力的で， 脅すよ う な
言動 も 目 立 つ ていた。 彼 ら は学力の高い児童に対 して急に 「むか
つ く 。 j 等 と 言 っ て殴 り ， 気のや さ し そ う な男子には 「ホモJ ， 
女子に は 「 デ プJ r プ タ J と か ら か う 等の行為を頻繁に行 っ て い

た。 それを見てい た児童は多か っ た。 教師 も気付いてお り . そのつ ど児童たちの話合い に よ っ
て解決 さ せた。 さ ら に， 3 人は気が弱 く 孤立 しがち な D 男を約束の場所に誘い， 来なか っ た こ
と を理由に， 制裁と 称 して殴 っ た り ， 1蹴っ た り ， 悪口を言 う こ と があ っ た。 制裁的な こ と は他
の児童に も 行 っ たが教師は 「学級の も め ご と を整理 して く れ る面 も あ る。 j と みて， 3 人を学
級の ま と め役 と し て 「 自分たちで解決する よ う に。 j と 言 っ て見守 っ て い た。 3 人の仲間で は
な いが， やや非行傾向のあ る E 男 は低学年の児童を脅 し た り ， 暴力を振 る っ て いた り し て い た
児童で あ っ たが， 3 人か ら 「お金を返せ。 J と 迫 られ， 殴 ら れて， 登校を しぶっ た。 E 男 は こ
の 3 人か ら お金を借 り てお り ， そ の利子を法外に請求 さ れて い た。 E 男の親か らの連絡で事実
を知 っ た教師は こ の い じ め に指導を行い， 3 人は E 男 に謝 り 教師 も 謝 り ， 解決 し た。
〈 心理 >

い じ めて い る 児童の心理 : い じ めた 3 人の児童の う ち. A 男 と C 男 は， 質問紙調査の中で学
級の楽 し さ に対す る意識と して 「 どち ら と も言えないJ と 答えて い る。 ま たい じ め に対す る 考
え方については， 3 人共に， r場合によ っ ては， い じ め る 側が悪い と は限 ら ないJ と 回答 し て
い る 。 特に. い じめの中心であ る A 男はい じ めた こ と を申告 し て い るが， 自分のや っ て い る 制
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裁的な こ と を意気に感 じ て い る 面が う かがわれた。 しか し A 男 は 自 分の こ と を 「 自 分は積極
的で乱暴に な る タ イ プで， う じ う じする やつが嫌い。 幼稚園時代か らず‘っ と 先生にち く ち く 言
われた り ， ぷたれた り し たので反抗 し て き た。 今は落ち着いてい る気がす る。 J と 語 っ た。 乱
暴者で， 学校に適応 し に く か っ た A 男 に と っ て， よ さ を評価 し た担任と の出会いで初めて落ち
着 い た生活を送 っ て い る と い う 様子がみ ら れた。 B 男 は 自 分がい じめた こ と を認めて い る が，

「 い じ め ら れ る 方が悪い。 J と 語 っ て い る。 ま た C 男 は r � 、 じ めて い る と 面白 い。 D 男が約束
を破 っ たか ら， い じ め ら れる 方が悪い。 」 と 正当化す る 面 と . い じめ ら れて い る 弱 L 、子供の面
倒を見 る と い う こ面性があ る 。

い じ め ら れて い る 児童の心理 : D 男 は， お と な し く 寡黙な 児童で， い じ め られた こ と を 申告
も せず笑いながら 「僕が約束を破 っ た か ら仕方がない。 ぼ く を誘 っ て く れてた し…ーで も い じ
め はいや。 J と 言 っ た。 し か し 「遊びた い友達は。 J と 聞 く ι い じ めた 3 人の名前を挙げ
る な ど， 孤立 し がち な D 男 に と っ て， 誘 っ て く れる 3 人にかかわ り を も ち た い気持ちがあ る よ
う であ っ た。

ま た . E 男 は. r A 男. B 男. c 男 と 先生が謝 っ て き た か ら許 してあげる。 」 と う れ し そ う
に 語 り ， こ の事件を契機に仲間集団に入ろ う と する様子が う かがわれた。

周 囲の児童の心理 : こ の非行集団に よ る い じ めをその場で見て い る 児童は多い。 そ の 中 に は，
r � 、 じめてい る子供た ち はなかなか面白 く . 大人 っ ぽい こ と も 知 っ て い る。 j と . あ こ がれを

も っ て い る 児童 も い る 。 一方では， 彼 らの行為を恐れ. r見てい る け ど， 私が言 っ て もだめだ
し 。 J r 自分がや ら れそ う にな る か ら。 J rち ょ っ と注意 し た方がよ か っ たか も し れな いが，
仕返 しがあ るか ら言わない。 j と 言 っ て， かかわ り た く な い様子を示す児童 も い る 。

イ 非行集団 内 でエ ス カ レ ー ト し た い じめの事例 (中学校 2 年) : 事例V に該当
【図24】 1 < 状況 > 出身小学校が同 じ で小学校時代か ら仲間だ っ た子供た

ちが中学校に入 り ， 学級を越えて 7 -- 8 名の仲間集団を形成 し て
いた。 どの生徒 も制服の着方がだ ら し な く ， 生活全体が乱れてい
た。 授業中 ノ ー ト を と らず， 時に は授業妨害をする こ と も あ っ た。
ま た， 休み時間廊下にたむろ し 教師の い な い と こ ろで他の生徒
た ち に圧力を掛けて いた。 特に. 孤立 していた り ， 何か 目立つと
こ ろが あ る 生徒に対 して， 気に く わ な い な どの言い掛か り を付け，

暴力を振 る っ た。 彼 ら は先輩の非行集団 と の交流 も あ っ た。 その中で. F 男が中心にな り ， 自
分の仲間集団内で力の弱い生徒 G 男 や H 男 に使い走 り を さ せ. 他の生徒をお ど して， 金品を強
要す る こ と を命 じ， 従わな い と 暴力を振 る っ た。 ま た. G 男. H 男 か ら も金品を強要 し た。 次
第 に G 男 はおびえ， 仲間か ら離れよ う と し H 男 は不登校 と な り ， さ ら に， 親に責め ら れ家出
を し た。 学年の教師全員は. G 男 に は何かあ っ た ら教師の所へ来 る よ う に伝え， H 男 に は家庭
訪問を し H 男の気持ちを聞こ う と し た。 ま た， い じ めて い る生徒た ち に 対 し て は， 常に声を
掛け. 各人 と 交換 日 記を行 っ てい る 。
< 心理 >

い じ め て い る 生徒の心理 : どの生徒 も質問紙調査の中で， 学校に対す る意識 と し て. r学校
は楽 し く な いJ r どち ら と も言えな し リ と 答えている。 楽 し く な い理由 と し て， r授業がつ ま
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ら な い。 J r勉強が き ら いだから。 J と 語 っ て い る 。 部活動 も 楽 し く な い と 言い， やめて い る
生徒 も い る。 い じめに対する 考え方の質問に対 しで も . どの生徒 も 「い じ め る側が悪い と は限
ら な い。 J rわか ら な い。 」 と 回答 し て い る。 い じめた生徒た ち は 自 分がい じめてい る と 申告
をす る こ と は少な く ， 防衛的 にな り 隠そ う と する生徒 も いれば， い じ めた と 言 う 認識その も の
が な い生徒 も いた。 し か し 中心と な っ て い じめていた F 男 は. 面接の中で 「学校は全然楽 し
く な い。 何や っ て もつ ま ら な い し い じ めはよ く ないがい じめた し 、 J と 素直に語 っ て い る 。

い じめ ら れてい る生徒の心理 : G 男 は 「初めは友達に誘われ， 仲間に入 っ たが， 使い走 り を
さ せ られ， そ の う ち リ ン チ さ れ， お金を と られ， 怖 く な っ て， 先生や親に言 っ た。 警察の力 も
借 り 解決 し たが， 今で も ま た いつ い じ め ら れ る か と 思 う と 怖 く て， 教室か ら 出 な い よ う に し て
い る 。 j と おびえた様子で語 っ た。 G 男 は， 初めの う ち は非行集団に親和性を も ち共に行動 し
て お り ， 自分よ り 弱い生徒をい じめた り していた。 次第に恐れを感 じ て き て い たが， 他に友人
がお らず， そ の仲間集団への親和性 も あ り ， 抜け る に抜けがた く な っ て いた。 苦悩の末， そ の
集団か ら離れよ う と 決心 し 教師や親に訴えて い る 。 学年の教師全員の対応で G 男 は こ の集団
か ら離れ る こ と がで き て お り . 共に い じ め ら れて登校で き な く な っ た H 男 に 「先生が守 っ て く
れ る か ら大丈夫だよ。 J と 登校を誘 っ て い る 。

周囲の生徒の心理 : 非行傾向の あ る 集団が， その集団外の生徒に 対 し て だれかれ構わず殴 っ
た り 蹴 っ た り の い じめを し て い る 状況につ いては， 周囲の生徒が 目撃す る こ と が多 い。 生徒た
ち は見て い る 時の気持ち と して 「僕 も いやだけ ど， 見てる。 J r 自 分は止め られない。 J r � 、
じ め られる子がやめて く れ と 強 く 言え ばいいの に と 思 う 。 J r見慣れち ゃ っ た。 J 等， 自 分で
は ど う し よ う も な い と あ き ら めて い る様子が う かがわれ る。 そ して， 教師の対応に 「先生は ち
ゃ ん と 注意 して ほ し い。 J r休み時間に教室にいて ほ し い。 J r下校時等に子供の様子を よ く
見 た ほ う がいい。 J と 要望 し て い る 。

一方， 非行傾向のあ る 集団内において， あ る 特定の生徒がい じ め ら れてい る こ と につ い て は，
目 撃 して い る 生徒は少な し 、。 こ の こ と は， い じ め ら れて い る 生徒自 身 も授業妨害を し 時に暴
力を振る う ので， 周 聞の生徒が非行の仲 間 と 思 っ て敬遠 して い る か ら であ ろ う 。

こ こ で， い じ め ら れた こ と に よ り 追い詰め られ， 自殺に ま で至 っ た本研究の事例 I . JI が，
〔 イ 非行集団内でエス カ レ ー ト し た い じ めの事例〕 に該当す る と 考え ら れ る ので付記す る 。

く 事例 | 及び事例 11 > 
事例 I は， 非行集団内の仲間から使い走 り を さ せ ら れ激 し く 暴行を受けたA 男が. 仲間か ら

抜け出そ う と す る た びに， い じ めが更 に エス カ レ ー ト し て い っ た ものであ る。 それに加えて.
「葬式 ご っ こ 」 に見 ら れる よ う に， い じ めを助長 し た り ， 遊び感覚でい じめに同調す る学級 ・

学校の雰囲気が. A 男 の心を深 く 傷付け， 肉体的に も精神的に も 追い詰めてい っ た よ う に思わ
れ る 。

事例 E は， 非行集団の仲間か ら の相次 ぐ多額の金品の要求 と 暴力のエ ス カ レ ー ト に， い じ め
ら れた A 男が身動 き がで き な く な り ， だれに も言えず， い じ め ら れてい る こ と 自体 も否定せざ
る を得な く な り 追い詰め ら れて い っ た も の と 思われる。
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ウ 類型の特徴

。 こ の類型のい じめは， 小学校高学年か ら 生 じ . 中学生に多 く 見 られる。 そ し て， 学級 ・ 学
年を越え， 先輩 ・ 後輩の関係を も っ てお り ， 地域でのつなが り が強い こ と も あ る。 非行集団の
起 こ す い じ め は， 精神的な脅 し に加え， 金品の強要， 恐喝， 殴る ・ 蹴 る の暴力等， 物的 ・ 身体
的な も ので あ る 。
0 い じ めてい る子供た ちの多 く は， 学習 についてい けず， 学校生活に楽 し さ を見いだ し切れ
ず. 学校不適応感を抱いて い る 。 い じ めて い る子供た ちの中には， 過去に上級生に使い走 り を
さ せ ら れて い る子供 も いる 。 彼 ら は， その不満を反社会的行為や他人をい じ め る こ と に は け 口
を求め， かっ 自 分た ちの存在を主張 してい る よ う に恩われる。
0 非行集団は， 仲間以外の子供たち に暴力やお ど し を してい じめている場合 と 自分たちの仲
間集団の成員をい じめてい る場合がある。 非行集団外での い じ めの中で， い じ め ら れて い る 子
供が孤立 しがちであ っ た り ， 多少非行傾向があ る と ， い じ め ら れた こ と を契機に非行集団に仲
間入 り をす る こ とがある。 一方， 非行集団内での い じ めは， 外か ら は見え に く く ， ま た教師は
い じ め ら れた子供 も 仲間内 と い う 観念を も ち やす し 見逃 し やすい。
0 周囲の子供たちは， 非行集団が行 う 集団外へのい じめを目撃 し て い る が， 恐れを感 じ て い
る 子供だけでな く ， 非行集団 に あ こ がれを も っ て いる子供 も い る 。 し か し 中学生にな り ， 非
行化が進んで く る と ， 他の多 く の生徒は， 自分たちでは解決の し ょ う がな い と あ き ら め， 教師
が適切な対応を して く れる こ と に期待を掛けている。
0 こ の類型の い じ めは. 日 ごろ の生徒 と 教師の人間関係や教師の対応 に よ っ て は. 事例 I .
E に見 ら れ る よ う な深刻な事態にな る こ と が予想さ れる。 特に， こ の類型はい じ め行為 と 非行
と の両面か ら の き め細かな指導が必要であ り ， 教師全体の協力体制が欠かせな い。

4 い じ めの心理 と 構造のま と め

f \， 、 じ めの類型化J の試みを中心に し なが ら ま と め， い じ め解決のための課題を提起す る 。
学校 〈園) ・ 学級内のい じ め に かかわる人間関係を構造的 に と らえ， 集団の規模 と い じ め て い
る 子供の心理の二つの観点、か ら い じ めの類型化を試みた。

そ の結果， 大 き く 四つの類型に分類で き た。 すなわちt (1 )個人 に よ る仲間求め ・ 不満解消を
背景に し た い じめ (2)小集団に お け る 対抗意識や連帯感を背景に し た い じ め (3)大集団 におけ
る 排斥感を背景に し た い じ め は)非行集団に み ら れる い じ め である。 な お， い じ めだけでな
く 非行行為を含めて対応す る必要があ り ， 非行集団にみ られる い じめを， 特に類型に加えた。
〔多 く の類型が子供のそ れぞれの発違段階でみ られる〕

い じ めの各類型を， 子供の発達段階 と の関連でみた と き t r個人によ る仲間求め ・ 不満解消
を背景に し た い じ めJ は， 幼稚園か ら小学校低 ・ 中学年に多 く 見 られ る の に対 してt r非行集
団 に み ら れ る い じ めJ は， 小学校高学年か ら生 じ， 主に中学生に多 く 見 られた。 ま たt r小集
団 に お け る 対抗意識や連帯感を背景に し た い じめJ や 「大集団における排斥感を背景に し た い
じ め J は， 小学生 ・ 中学生の段階で多 く 見 ら れたが， 既に幼児期の段階で， それぞれの類型の

原型 と 思われる構造を も っ事例の報告 も あ っ た。
今回の調査を通 し て， 各類型は子供のそ れぞれの発達段階で見られ， 年齢が進むにつれて い
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じ めの集団の規模は大き く な り ， い じめの状況 も巧妙にな り 深刻化 して い く こ と が分か つ た。
成長期の子供た ち に と っ て， 他者 と の様 々 な葛藤は人 と の かかわ り 方を学ぶ大切な機会であ り
子供の発達に必要な経験 と な る が， 一方でそのま ま 放置 さ れれば， 自殺を図 っ た り 精神的に病
んで自立が難 し く な っ た り す る な ど深刻な い じ めに発展 し て い く 可能性があ る。 そ し て. すべ
ての類型に言え る こ と であ る が， r気が合わな いJ r仲間を求め る J r 自 分の不満の解消J な
どのために他者を い じ め る ， あ る いは小集団におけ る対抗意識を い じ め と い う 形で表す と い う
こ と は， 言い換えれば対人関係の も ち方が稚拙であ る と い う ， 今の多 く の子供たちの特徴が浮
き 彫 り に さ れて い る 。

(� 、 じ めの各類型は重な り 合い， そ の構造を複雑 に し て い る )

分類 し た四つの い じ めの類型は， 各 々 が独立 して存在す る 一方で， 事例 によ っ ては， 類型が
重な り 合い， い じ めの構造を複雑に していた。 例えば， r大集団 に よ る排斥感を背景に し た い
じ め j の中学生の女子生徒の事例では， A子を集団でい じ め た側の中心 と な っ た B子は， 小学
校時代か ら女子の中で リ ー ダー格の C 子 と 対抗意識が強 く ， 中学校入学後， 閉 じ部活内で， c 
子を中心 と す る 女子生徒たち か ら い じ め ら れていた。 こ の事例 は. r小集団における対抗意識
を背景に したい じめJ である。 B 子は. c 子たちか ら い じ め られた う っ ぷんを. A子を い じ め
る こ と によ っ て晴 ら していたと も言えよ う 。 このよ う に一人の生徒が， あ る類型の中ではい じ
めた側に， 異な る 類型の中ではい じ め られた側 と ， その立場を異に して登場 し， い じ めにかか
わ る 人間関係 も重な り 合 っ ていた。 そ し て， い じ めの状況は. 過去か ら現在につな が り ， 現在
も 複雑に絡み合 っ た人間関係の中で起 こ っ てお り ， そ の実態を把握す る こ と が重要である。
( r大集団 に よ る排斥感を背景に し た い じめ」 の事例が多 L リ

小 ・ 中学校を通 して 「大集団 に よ る排斥感を背景 に し た い じめJ の事例が， 他の類型に比 し
て多か っ た。 ま た， 相談機関で受理す る い じ めの事例 も こ の類型の も のが非常に多 く ， 集団の
中で何かな じ ま な い， 違和感を も たれる存在と して排斥 さ れ， い じ め ら れて い る 。 中 に は. い
じ め ら れてい る子供が問題に さ れた り ， 転校， 退学， 治療等を勧め ら れた り して来談す る 事例
も あ り ， 相談担当者と して心を痛める こ と が多い。

い じ めの状況は. 小学校では学級内 に と ど ま る こ と が多 いが， 中学校では学級の枠を越えて
学年ま で広が り ， 一人の生徒に対 して， 複数の生徒が集団化 し て， 直接， 間接に い じ めに関与
し そ の 内容 も深刻な も のであ っ た。 い じ め ら れて い る 子供は， 小学校低学年と い う 早い時期か
ら い じめ ら れて い る こ と が多 く ， 長期にわ た っ て続いて い る だ け に， その状況を好転す る こ と
が難 し い事例が多 か っ た。

こ の類型の特徴は， 集団全体に， 一人の子供に対する共通の強い排斥感が存在 し て い る こ と
で あ る 。 直接に い じめてい る子供たちだけでな く ， 周囲の子供た ちの心情 も， い じ めて い る 子
供の心情に近い ものが多い。 い じ めに直接， 間接に関与 し て い る子供た ちは， 面接の中で 「 み
ん な がや っ てい る か らや っ て い い と 恩 う 。 J rあの子が い じ め ら れ る のは見慣れて い る 。 」

「強い子に言われて， なぜい じ め るのか分か らな いが断れなか っ た。 J 等 と 語 っ て い る 。 子供
たちの多 く は， い じめている と い う 意識 も希薄で， む し ろ面 白 が っ て軽い気持ちで参加 し て い
た り ， い じ めに参加 し な い こ と で， 集団か ら孤立す る こ と を恐れる気持ちがはた ら い た り し て
お り . そ の背景には集団 と し ての等質性を求め る子供た ち の心性が浮 き彫 り に さ れて く る 。 心

- 37 ー



身 に 障害の あ る 子供や， みんな と 多少異 な る 様子があ る 子供が， い じ め ら れ る こ と が少な く な
い 。 一人一人の子供が， 人間と し て， そ れぞれの違いを違い と して認め合いながら， 共に学校
生活が過 ごせ る よ う に な る こ と が， 切 に 望 ま れ る 。

〔中心 と な っ て い じ めて い る子供の多 く は， 学校不適応感を強 く 抱いている〕

い じ めに かかわ る人間関係の 中で い じ め る側で中心と な っ て い る子供たちは， 積極的で元気
な者が多か っ た。 特に 「非行集団に み ら れ る い じめJ においては， こ の傾向が顕著であ る 。 彼
ら は， 学年が進むにつれて 自 分がい じ めて い る と 申告す る者は少な く な り ， 個別面接の中でも
防衛的 に な り 隠そ う と す る 子供 も いれば， い じ めた と い う 認識その も のがな い子供 も いた。 し
か し 当初の予想に反 し て， 彼 ら の多 く は面接に素直に応 じ ， い じめてい る 時の思いを語 っ た。
面接者は， 彼 らがそれだけ周 囲 と の かか わ り を求めて い る こ と を痛感 した。 そ して， い じ めて
い る 子供は， r学校が楽 し く な い。 j と 面接の中で語 っ てい る 者が多 く . その理由を尋ね る と ，

「授業がつ ま ら な い。 分か ら な い。 J r部活 も楽 し く な い か ら やめた。 J 等と 語 っ て い る 。 非
行集団の中で中心と な っ て い る 中学生は， r学校は全然楽 し く な い。 な に をや っ て も つ ま ら な
い。 い じ めたい。 J と 学校生活への不適応感を訴えて いた。

い じめ て い る 子供にかかわ る に 当 た っ て， い じ め ら れた子供の気持ちを伝えなが ら， い じ め
の行為そ の ものにつ いて指導 して い く の は当然の こ と であ ろ う 。 しか し それだけ に と ど ま ら
ず， い じ めてい る子供の学校や家庭での人間関係の不安定 さ に 目 を向け る こ と が必要であ る 。
学校 と して は， 個 々 の子供の置かれて い る状況を理解 し い じ めて い る 子供がその集団の中で
も つ影響力を， い じ め と い う 形でな く ， 集団の中での生産的な も の に生かす方向での指導を充
実 し てい く こ と が求め ら れ る 。

〔 い じ めの周囲にいる子供たち の心理は一様ではな L リ

い じ めにかかわる集団の規模が大 き く な る につれて， い じ めの周聞に い る 子供た ち の心理は，
い じ めた子供たち の心理 と 重な り 合い， い じ め る側に加担 して い く 傾向がみ られた。

しか し 周 囲 に い る 個 々 の子供た ちの心理は. 必ず し も一様ではな く 「 い じ め ら れて い る 子
供が 『やめて。 』 と 言えばいし'0 J r ど っ ち も ど、 っ ち だ と 思 う 。 J と 第三者の立場で傍観 して
い る 者 も いれば， 一方では， r見慣れていて何 と も思わない。 J r面白い。 」 等. い じめが日
常化 して. 見ていて も疑問を も た な い者 も いた。 し か し そ の中で 「知 らんふ り し て い る しか
な いが， かわいそ う だ と 思 う 。 J r怖 く て 自 分か ら は言えな いが， 早 く やめればい い と 思 う 。 」
等， い じ めが止 ま るのを切に願 っ て い る 子供 も 少なか らずいた。 い. じ めの周囲に い る 子供 た ち
の 存在が， い じ めをエ ス カ レ ー ト さ せて い く 作用を も っ てい る一方で， こ の よ う に 自 分では動
け な いが， い じ めがな く な る こ と を願 っ て い る 子供た ち も い る 。 い じ めを見ていて疑問を も た
な い子供た ちへの指導が必要であ る こ と は当然であ る が， い じ めが止ま る こ と を願いなが ら行
動化で き な い子供た ちの声を ど う 取 り 上げ， 指導 し て い く かが， い じ め解決の大 きな鍵に な る
と 思われる。

〔子供たちが教師に求め る 声に耳を傾けたい〕

面接での子供た ちの声は， い じ めの各類型に よ っ て も違いがみ ら れた。 例えば 「小集団にお
け る 対抗意識や連帯感を背景に し た い じ めJ では， r 自 分たちで解決 したい。 」 と 言 う 子供が
い る 一方で， r い じめてい る子たち に注意 してほ し い。 J r一人一人をよ く 見て ほ し い。 」 と
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言 う 子供 も いた。 さ ら に， い じめの状況が深刻化す る につれて， い じ めを生徒間で解決す る こ
と に無力感が伴い， 教師に解決を願い， 教師の介入を期 待 し て い る子供た ちが多 く な っ て い く
傾向がみ ら れた。

各類型を通 じて， い じ めの発生， エ ス カ レ ー ト ， 長期化に教師の言動が影響 し て い る 事例 が
少 な か ら ずあ っ た。 特に 「大集団 に よ る排斥感を背景に し た い じめ」 の事例では， そ の傾向が
強か っ た。 こ の類型の場合， 長期にわ た っ て い じめが継続 し て い る こ と が多いが， 小学校 か ら
中学校に進学す る 際に. 配慮す る生徒 と しての申 し送 り が十分に な さ れていた ら， エ ス カ レ ー
ト す る こ と を未然、に防げたのではな い か と 思われる事例 も あ っ た。 こ の型は， 教師か ら 見え や

す い い じめであ る。 教師は学年 ・ 学級全体の子供たちに， r い か な る 理由があ っ て も， い じ め
は絶対に許さ な い。 J と い う 毅然 た る 態度 と と も に， い じ め ら れている子供の盾に な っ て絶対
に 守 る と い う 強い姿勢が求め られる。 今回の調査で も， こ の よ う な姿勢で， 担任だけでな く 学
校の組織全体で対応 して， 長期にわた っ て続いて い た い じ めが解決 し た事例や， い じ めが集団
全体に広が っ て い く の を く い止めて い る事例があ づ た。 ま た， r先生に言えば助けて も ら え そ
う 。 J r先生が注意 して く れて， い じ めがな く な っ た。 J と 面接の中で語 る子供の場合， そ れ
以前に教師に言っ て解決 して も ら っ た と い う 体験を も っ て い る 者が多かっ た。 特に小学校低学
年時は， い じめが発生すれば子供は教師に訴え る こ と が多いが， 中学に ま で続 く い じ めを く い
止 め る意味で も， そ の際の教師の適切な対応が切に望ま れる。

し か し一方で， い じめの意識調査でみ る と . い じ めが発生 し た と き， 子供が教師に訴え， 助
け を求め る傾向は， 小学校低学年は多 いが. 学年が進むにつれて減少 し て い る 。 今回の 中学生
の 面接調査の中で も， r友達 に は相談す る が， 先生や親に は話 し た く な い。 」 と語っ て い る 生
徒が多 か っ た。 こ の傾向 は 自 我意識の芽生え る思春期の特性であ り ， そ の こ と を視野に入れな
が ら ， 教師 と して， い じ め を ど う 発見 し対応 した ら よ いか考えて い く こ と も 求め ら れる。

〔保護者の い じめへのかかわ り を考える〕

調査の中で幼稚園の場合， 子供同士の さ さ いな ト ラ プルを， 保護者が 「 い じめ られた。 J と
受け取っ て事態が深刻にな っ た り ， 子供同士の人間関係に保護者が介在 し て， 大人同士の 関 係
が こ じれて し ま っ た事例等の報告があ っ た。 幼児期にお け る 「 い じめ」 の問題は， 保護者 も 含
め た人間関係の中で考えていかな ければな ら な い こ と を， 改めて感 じた。

小学校， 中学校段階にな る と ， 子供はい じめがあ っ て も 保護者に言わな く な る 傾向がみ ら れ
保護者に話 さ な い子供の思い と して， r言 う と， 余計にい じ め ら れ る か ら。 J r言っ て も 『 自
分 が強 く なれ。 がんば り な さ い。 』 と 言われるだけだか ら。 J r恥ずか し い。 J r心配を掛け
た く な い か ら 。 J 等が語 ら れていた。

ま た， 保護者がい じ めに介入 して事態がエ ス カ レ ー ト し た事例や保護者がい じ めの こ と を教
師 に伝えたのち， 学校が どの よ う に対応 し たのか分か らず学校への不信感を募 らせた事例があ
っ た。 一方では保護者がい じめの こ と を教師に伝え る こ と に よ っ て. 教師の指導が行われて い
じ めの解決につなが っ た事例 も 多か っ た。 相談機関でい じ めの事例に対応する際， い じ め ら れ
て い る子供をかかえ る保護者の気持ち は筆舌に尽 く し難い ものがあ り ， 保護者の気持 ち を受 け
止め支えてい く こ と に よ り 問題解決に当たれる よ う 援助 して い く こ と の大切 さ を痛感 し て い る 。
今後， 保護者がかかわ る い じ めの心理 と 構造については， 更に検討 して い き た い。
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r � 、 じ め にかかわる 学校， 学級の人間 関係把握の た め の マ ニ ュ ア ル」

い じ め に かかわ る 学級の人間関係を把握す る た め に ， 以下の三つの調査方法を組み合わ
せ て行 う の が よ い。

【調査の流れ ・ 手順】 観点 配慮事項等

l 学級 の人間関係の l ① 仲 間集団の数， 成員 - 担任が 自 分で整理す る 場合
大 ま かな把握 ② 仲 間集団の特徴 で き う る か ぎ り 客観 的 に 学

③ 各集団の学級内の位置 級の状況を と ら え る 。
担任又 は調査者 ( リ ーダー的集団・脈されがちな集団等) - 担任 で な い人が， 担 任 に 面

④ 気がか り な子供 と そ の特徴 接 し て ま と め る の も よ い。
(目立， 欠席がち， 撚， 情籍不安， 非ij嗣等) そ の 際， 子供の人間関係の

⑤ 学級の い じ めの有無 と そ の 課題が明 ら か に な っ た と し
関係者 て も . 担任個人の責任 で は

⑥ 学級を越えた子供の交流 な い こ と を . 十分共通理解
⑦ 面接

等
調査の際

を
に， 内容 ・ 方 し てお く 。

法 で配慮 要す る 子供

2 簡単な 関係図の | : 簡単 な メ モ 書 き
作成

3 質問紙に よ る
意識調査の実施

4 一覧表の作成

み

め

読

勧
を
施
を

入
目
実
述

施
記
項
つ
記

実
を
問
ず
由

で
み
質
問
自

聞
の
'
1
に

時
号
は
'
員

位
番
年
て
全

単
席
学
げ
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ー
出
低
上
子
る

①
②
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④
 

① だれが ど こ にO を 付 け た
か否か， 自 由記述を し た か
ど う か等が明 ら か に な ら な
い よ う な配慮を す る 。

② 調査時の子供の様子を観
察 し 気掛か り な こ と や，
気付い た こ と を メ モす る 。

: 質問紙調査の結果を一覧表に整理 し 照合
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担任か ら の情報 (簡単な 関係図を含む) と 意識調査の一覧
: 表を合わせて， 個々 の子供 に つ いて面接の際の観点等を記

入

① 一人当 た り の面接 時 間 は
で き る か ぎ り 均一 に す る 。

② 子供の発言 に ， 批判的な
コ メ ン ト は し な い。

③ 話 し に く そ う な と き は，
せ か さ ずに待つ。

④ 担任以外が面接を し 担
任 に 伝え る こ と が必要な 場
合， 本人の了解を得 る 。

| 7 人間関係図の作成 I : 面接の結果を も と に， 学級及び学年の 関係図を作成

① 子供同士の選択， 排斥， い じ め - い じ め ら れの関係を
入れた図を作成

② 個人だけでな く 仲間集団関での上記の関係 に も 注意
③ 他学級の仲間選択や排斥の結果 と 照合

* r 3 意識調査J r 4 一覧表J r 5 個人票J は ， p. 4 1--p. 43 参照
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君主E 雪鼠 謬司 重量 〈司コ等主モロD

*/J'学樹立ルピをつt打こ。 明 却 出時号一一一一番

いじ覚的ことがテ レ ビ学新聞によ く でますヲ�� みなさMJまわりではどうで昔功、?

秘越 叡立教育研実斯は どう したらみなさんカ喋し吟牧闘を送れるカ可考えたいと思

ってL 、ます。 みなさん杭 どんなこ とを考えてL 、る仇 教えてく ださL、

次にた拘3ることについて， あてはま るも似渇号にC港つけてく ださ L 、

観引 . 今年の 4 月から今までの聞乙 この学校で 凡 、じめlか怖りま したれ
*神喰でi去織としむ

① あつむ @ 助、っb

卸1:Il2. 質問 l で 「あった』 と答えた人に聞きます。 それ以どんな 凡 、じ刷 でしfこか

( い 〈 合事らでもかまいません) 。

① しつこ く 悪口を言う。 @ 付朝は拘配する。 @ 無視する。

@ 懇�"ざけをする。 ⑤ いたずらをする。 ⑥ わざといキがることをする。

⑦ 持ち物をかくす。 ③ たたいたり蹴ったりする。 ⑤ お金字物をとりあげる。

⑩ プロレスおこなどといって， 護をかける。 ⑪ 街。

⑫ 省ているものを無理にB劫培たりする。

⑬ その他 (

質問3. 質問 1 で 「あったJ と答えた人に聞きます。 その 「いじめ世 の中で， あなたはどう

しま しtdl> α 、 く つ進んでもかまし 、ません) 。

① いじめられfこ。 @ いじめTこ。

③ いじめられたり， いじめたり した。 ④ いじめ叩，、るのを貝fこ。

⑤ いじ従坊唱ったこ とは知って いる制 見てはいなし 、

賞。1M. 質問3で rt\1_;Atめれた』 と答えた人に聞きます。 いじめられたとき. どう しま し

たか (いくτ渇らでもかまL 、ません) 。

① いじめている人に 時めてJ と言つむ

@ 家族に言っfこ。

⑤ だれにも言わないで. カfまんしfこ。

@ その他 (

@ 先生に言っfこ。

@ 友途に言'つfこ。

質問5. 質問3で 『いじめホ，るのを見た』 と答えた人に周きます。

そのとき， あなたはどう しま したか α 、 く つ選んでもかまいません) 。

① いじめをhb @ 貝大洲ど; gl�ζ知ζ し跡地
1!1. 

@ いやだなと思ったけど， 黙っていた。 ③ おも しろL 、と患って見ていむ

⑤ 先出と言つむ ⑥ 友途に言つむ ⑦ 家厳に雪っfこ。

@ その他 (

質問6. あなたは 凡 、じめJ にっし 、て どう思います功、 (ーぐ渇払でく ださ� \) 。

① い ろんな人均気 、るから いじめか沙しぐらL、あってもしかfこがなL、

@ ふざけ鞠?でやって いるのT劫、ら， たいしたことではなし 、

@ 場合は叩本 いじめ酬明とl撮らな同

⑥ どん棋盤勧もっても 凡 、 じめIJ Iまし吋な凡

⑤ よ く オョゥ、らなL、

質問7. あなたの学樹本 楽 しいで昔ヵ、

① とても楽しレ 』

@ 楽しし、

@ どちらと も言えなL 、

@ あまり楽し く なし 、

⑤ ぜんぜん獲し く なし 、

質問 8 . 凡 、じめリ に司 、て， あなf訪句う ことを骨でも自由に忠、て く ださ川

ご憶力ありがと う ご引ρました
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完I!t音量提智司ヨ白[:*吉身忠一ー..浬�

氏 名 路知 い じめの形鰻 立 場

。 I .  Y あ り ①②@沼海⑪ ぃω�・1"(1'1;:

② 1 .  H あ り ①③③11 全$

③ O .  S な し

@ K. M あ り ① 制ωもh'両方

⑤ O. T な し

⑥ 

① 

@ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

{ 年 組 男 ・ 女 }

い じ め ら れた 時 の 対処 見 て い た 時 の 対 処

②先生に言う ②気にせず③先生に言う

。やめて③③先生 ・ 電r� ③黙っている

③怠慢

い じ めへの患い

⑥いけない

@瀬 ら なL‘

③いけない

@ゆからない

く 冨己 入. 伺J > 

学銀の雰囲気 {児童の 自 由記述} および. 担任からの情報

②楽しい {なし) 今回の事件のい じめ側. 活発ではない. 落ちつ き な し. 多弁. 家庭ではよ い子で学4置で発散する

③どち ら と も {な し } 他児を使ってい じめる. M男を過去にい じめていた.

①とて も 楽 し い {い じめはよ 〈 な いが， 友達がいうばいいた ら し ょ うがない. ) 

⑤金然楽 し く な い ( い じめ られて僚だと思勺た. ) 



ヰコ 〈 ノJ ' ) 今金 全交 さ邑 告を æ 主安 男� (個人票) 平成 年 月

中 …校 年 組 (男 女) 番 |氏名 |面接者

い じ 川知 | 有 無 |立場 |山川 両方 見た 飢え |か同可)

日 ( ) 実施

い じ …考え方 I 1 2 3  4 5 I学問 し叶 + + + 0 ー | 
自 由記述

面

I 質問紙の 7 < 学校楽 し い か 〉 への回答を見て.

「学校生活 は . - ?  J 

2 友人関係

・ い つ も の仲 間 は ? ど ん な 仲 間 ? < 小学校では 「 い つ も ， 一緒に遊んで い る 人は ? J >

・ 気の合 う 友人 は ? ど う し て ? く 小学校 f特に， 仲が良 い 人は ? J >

- 気の 合 わ な い友人 ? ど う し て ? く 小学校 「一緒に遊びた く な い 人 は ? J >

3 質問紙の 確 か め

(1) r い じ め た 側 」 ま た は 「 い じ め ら れた 側 J の場合， そ の f い じ め は-J

. い つ ご ろ ?

・ どん な い じ め だ っ た ?

接 l ・ 「 誰 に い じ め ら れた ? J . ま た は 「誰をい じ め た 1 J

(2)見て い た 場合， そ の 「 い じ め は-J

. い つ ごろ の こ と ?

・ 誰が誰を ? ( どんな ふ う に ? )

記 l ・ 見た と き の気持ち は ?

(3) r い じ めがあ っ た 」 人 は .

・ 誰に話 し た か ?

・ 話せ な か っ た と し た ら . r ど う し て話せな か っ た 1 J

録 | ・ どん な 気持ち だ っ た か ら ?

・ 誰に な ら 言 え た (聴い て ほ し か っ た ) か ?

(4) r い じ め ら れた人J は ，

・ 教師 に は ， ど う し て ほ し い か ?

・ 保護 者 に は ， ど う し て ほ し い か ?

4 担当 者の所見

(1)子供の特徴

(2)指導の必要性 (大 ・ 中 ・ 小 )
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