
第4章 いじめ解決の方策

第1節 いじめ解決に向けた学校の指導体制の在り方

「 い じ め解決に向けた学校の指導体制の 在 り 方J を究明す る に は， 現在の い じめの事例 に 見

ら れる子供や保護者の心情等を探 る と と も に， 学校の指導体制の状況を明 らかにする こ と が必

要であ る 。 そ こ で， い じめ解決 に 向 けた学校の指導体制を確立す る た めの課題を探 る た め， 以

下の四つの視点を設定 した。

l も のが言えな い子供た ち の実態

い じめ られて い る 子供がそ の苦 し さ を学校や保護者に訴え な い こ と が多 い と い う 実態 か ら ，

学校が い じめを発見す る ま で に多 く の時間を費や し て い る 。 い じ め解決には， 子供たちの も の

が言えな い状況を明確に と ら え る こ と が重要であ る 。 その上で， 学校が子供た ち に も のを言え

る 状況をつ く っ て い る かを探 り ， 指導体制上の課題を明 らかにす る。

2 子供， 保護者の学校への期待 と 失望

い じめ は， 子供た ちが安心 し て充実 し た学校生活を送 る こ と がで き な い状況をっ く り だす。

子供 も保護者 も い じめ解決に向 けて学校への大き い期待があ り ， そ の期待に こ たえてほ し い と

望んでいる。 そのため， 学校が こ の期待に こ たえ る状況にあ る の か ど う かを探 り ， 指導体制上

の課題を明 らかにする。

3 子供の変化 と 学校

子供は社会の変化 と と も に変わ っ て い く と 言われて い る 。 そ の中で， 学校が変化 して い る 子

供 た ち に対応で き て い る かが問われて い る 。 子供の変化の実態 と 要因を探 り ， 学校 と のギャ ッ

プを見いだす こ と か ら指導体制上の課題を明 らかにす る 。

4 校長の リ ー ダー シ ッ プ と 校内指導体制の確立

学校の指導体制を確立 してい く 上で. 校長の リ ー ダー シ ッ プは大き く かかわ っ てい る 。 そ こ

で様々 な事例か ら， 校長の リ ー ダー シ ッ プ発揮の有 り 様を探 り 上記 1 ...... 3 のネ見点に お け る 指

導体制上の課題を踏ま えて， 校内指導体制を確立す る 方策を明 ら かにする。

研究の推進 に 当 た っ ては， ま ず事例 1 (東京都中野区立中野富士見中学校) を中心的事例 と

し 現在の い じ め解決の取組み事例で補強す る手法を用 いた。 そ れは， 事例II (愛知県西屋市
立東部中学校) の事件が起 き た時， 事例 I の事件の教訓が生かされな か っ た と の認識に立 っ た

か ら で あ る 。 ま た， 事例 I に かかわ る 高等裁判所の判決が確定 し た こ と で， 確かで豊富な情報

が 得 ら れ る ことによる。 さ ら に， 校内指導体制の確立に 向 け た 大 き い手掛か り が得 ら れ る と 考

え た か らである。

ものが言えない子供たちの実態

い じめ問題においては， その発見 ま で にかな り の期間が経過 し て い る 場合が多�\。 そ こ で，

い じ め解決に向け た学校の指導体制を確立す る上で， 学校内外に児童 ・ 生徒が も のを言え な い，

-81-



あ る い は言わせない実態があ る か ど う かを探る こ と は重要で あ る 。

( 1  ) 事例 I にみられる 学校の状況

本事例 に関係す る 多 く の資料 (関係者の話等 も含む) の 中 に は， 学校はそれほど荒廃 し た状

況ではなか っ た と の意見 も あ っ た。 し か し 判決文か ら は生徒指導の限界を超え た状況 と 思わ

れ る 箇所が多 く ， 学校は相当 に 荒廃 し た状況にあ っ た と 考え ら れる 。 ま た， 担任は学校内外に

お け る い じ め ら れた生徒A 男の行動 (�\ じ めの事実) をおおむね察知 し て い たが. 学校 と し て

は. A 男を 問題行動が多 く 見 ら れ る グルー プの一員と判断 し て い た。

そこで， 下記 【表 l 】 に A 男の学校の状況やい じめの事実等を概観す る。

【表 l 学校の状況 と い じ めの事実】
「一一学校

判決文に見 られる学校の状況
・生徒聞の暴行 (傷害 ・ 恐喝の反復) ・ 生徒の授業の抜け出 し
-学校施設の破壊 ・ 授業妨害 〈他の学級に入 り 込む〉
-就学態度の乱れ (遅刻 ・ 早退 ・ 授 ・ 教師への威嚇 (反抗 ・ どな る ・ 悪態)

業 中の私語等) ・ 教師への暴行 (胸 ぐ ら をつかむ ・ 足蹴 り
にす る 〉
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: . D 男宅な どに集ま っ た時の買い出 し役 ・ マ ン シ ョ ン階段登 り 降 り の い じめ
j ・ 登下校時のかぱん持ち ・ 下級生とのけんか強要 ・ ち く り 等に対す る脅 し電話:
: ・ 公園で同級生女子の前での下半身裸の強要 ・ バ ンド練習中のい じ め
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(2) 事例 Iにみられる子供た ちの実態

事例Iの判決文に基づき. A男のものが言えない実態を， 友達に対して， 保護者に対して，
学校に対しての三つに分類して以下に示し， 考察を加える。

ア 友達に対して も のが言えない実態

グループ(い じめる子供) の実態
<実態1 >使い走り役のA男

A 男 (L\じめられ る子供) の実態
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r=<実態2>葬式ごっこの計画と実行

.A男の机上に写真， 花， みかん. I 1" 
線香等及び色紙 ト一時机上を見て. rなんだこれ」と言い， 周

・ 色紙には. 2年A組と他学級の生 1 1 りの生徒を見る。生徒らこれに答えず。
徒及び4名の教諭が寄せ書き I I 

1 4 
弔辞を読み上げる。 トム笑いを浮かべ特に抗議もしない。

'---4}. 
色紙をかぱんにしまう。

G 
しょんぽりと沈んだ様子で母に色紙を見せる。

<実態3>グループからの離脱を欲するA男! 使い走りを命じる。

暴行を受けたことを保護者に告げる。

時グループからの離脱を欲する態度
(使い走り， 呼び出しへの拒否〉

A男の離脱意志・態度に対する不満
〈殴る蹴る等の暴行， 脅しの電話〉

告げ口したことを理由に更に暴行

<実態4>グループの意に反するA男への報復
| 冬季休業中 | 

自転車旅行とA男の告げ口に立腹 や一寸同級生のM男らと自転車旅行を計画し参加|
ヤキを入れるために集団暴行の計画I

| M男同し殴打，4足蹴り等の暴行

4 
'A男を呼び出し， 暴行
.A男を脅して口封じ

今暴行を受け， 恐ろしさに震え， 泣いた。

| J男が下校時にX男の顔面を殴打...1
:教頭が目撃し 事実確認の連絡;:.... {}一一一一一一一一一

J男A男とも加害， 被害の事実を頑強に否認

【表1】に見られるように， 上記実態1--4の他にもいじめの事実は繰り返されていたので



あ る が， 特徴的な もののみを こ こ に示 し た。

A 男 に と っ て度重な る暴行等への恐れからグループの生徒の言いな り にならざ る を得 な か っ

た状況が分か る。 例えば， 実態 2 においては， 学級の生徒た ちが葬式ご っ こ の計画を立て実行

し た と き に， 何 も知らな い A 男 は， 自 分の机上に置かれて い る も のを見て. rなん だ こ れ。 」

と 言 っ たが， 生徒た ち は一人と し てそれに答え る者はいな か っ た。 実態 4 に おいて も ， 使い走

り が嫌な こ と ， 殴られ る のがつらい こ と ， 体調が思わ し く な い こ と を小学校時代の同級生であ

っ た生徒 ( グルー プの一人〉 に告げたが， グループの生徒た ち に は聞 き 入れられず， 暴行や脅

し の電話を繰 り 返 さ れて い る 。 級友から は問い掛けに答え て もらえず， グループの生徒た ち か

ら は 暴行や脅 し の繰 り 返 し こ の よ う な状況にお いて. A 男 は全 く ものが言え る状態 に はな く ，

ま さ に祖立無援の閉そ く 状況であ っ た。

イ 保護者に対して も のが言え な い実態

<親八の対 し方>

- グルー プと の交遊関係について， 使い走 り を させられる程度でた い し た こ と はな い と 応

答した。

. c男に対 して， 家に帰り た く な い， 父の顔を見た く な い な ど と 言い出 し， F男宅に無 断

外泊した。 ( こ の無断外泊につ いての担任の問い掛 け に ) 家庭の事情， 父親に し かられ

る のが怖い と 告げた。

・ 親 に は登校す る振 り を装 っ て家を出て， 連 日 にわた っ て欠席 し た。

(死の前々 日 の夜の話合いで) r転校は し た く ない。 おれには何 も恐い もの なんかない。

明 日 から頑張 る から心配いら な い よ 。 J と述べた。

A 男 は， 父親の し っ 責を大変恐れて い る 様子が， 家lこ帰 り た く な い， 父の顔を見た く な い な

ど と い う 言葉から分か る 。 登校す る 振 り を装わ ざ る を得な か っ た の も ， 親に心配をかけた く な

い気持ちの反面， 登校した く な い旨を告げ る こ と に よ っ てし っ 責を受け る こ と への恐れがあ っ

たからであろ う 。 ま た. A 男 が グル ー プの生徒たちから暴行を受けた こ と を親に告げた こ と が

あ っ たが， 告げ口 し た こ と を理 由 に グルー プの生徒た ち から暴行を受け た こ と も あ る。 し っ 責

を受け る こ と への恐れ， 親に 自 分の苦悩を打ち明ける こ と がかえ っ て事態の悪化を招 く 結果 と

な る な どから， 自 己を偽 り ， 本音を語れな い状況 にあ っ た と 考えられる 。

ウ 学校 (教師) に対して も のが言えない実態

<授業中の こ と >

・ 授業中の教室内で， ま ばた き し た こ と を理由 に C 男 に殴打 さ れ， ま た. B男 に制服を立

ち襟に さ れ， 上着の裾をズボ ン の中に入れさ せられ， 髪を71<で濡ら さ れて立た さ れた。

ー <学校内での こ と > ……

. 0教諭にrc男 た ち のクールー プから抜けたい。 使い走 り は も う 嫌だ。 J と 告げた こ と を

理 由 に， グルー プから暴行を受けた。

-担任を含む4 名の教諭が. 葬式ご っ こ の色紙に寄せ書 き し た。

・ 腹痛， 爪がぼろぼろ， お う 吐を訴え， 度々 T 養護教諭の手当てを受けている。

〈給食を食べずに隠れて い る A男を発見 した) T教諭に 「 こ こ に い さ せてほ し い。 J と

-84ー



懇願 した。

〈 グルー プの生徒を恐れて い る担任と と も に 〉 教育相談室に電灯 もつけず暖房 も入れず

に身を潜めていた。

ー < 学校外での こ と > ー

・ い じめから免れ る た め に連続 し て欠席す る な ど し た。

-担任が家庭訪問 し た際， 担任が親 に対 し実情を話すのをやめてほ し い と い う し ぐ さ を し

fこo

そ のた め. 担任はA男の状況等について何の説明 も せず家庭訪問を終えて し ま っ た。

( 1 月 に は) 教頭や担任に病院へ行 く 旨の電話を し 度々 あ る い は続けて欠席 した。

第 2 学年には， 遅刻， 授業の抜け 出 し 授業中の私語等が 目 につ く よ う な現状があ り . な か

で も， グループの生徒にはそれらの規律違反に加えて喫煙， 教師への反抗的態度等の問題行動

が多 く 見られる よ う にな っ て いた。 そ う し た 中で， A 男 に対す る い じ め は継続 し て い た わ け で

あ る 。 授業中のい じ め に対 し て も ， 当該の教諭は毅然 と し た態度を と る こ と な く グルー プの生

徒の行為を容認 し ていた。 ま た， 担任 と は一定の信頼関係を維持 し て い た ものの， A 男 は担任

を い じ めから救 っ て く れ る 人 と は考えず， ま た， 担任 も い じ めの改善は難 し い と 考えていた。

し た が っ て. 一緒に身を潜め る こ と し かで き なか っ た と 考えられる。

担任を含む 4 名の教諭の寄せ書 き ， r こ こ にい さ せてほ し し リ と 言 わ ざ る を得なか っ た A 男

の窮状な どを考慮 し た と き . A 男が教師に 自 分の悩みを打ち 明 け た り ， 相談 し た り すれば， そ

れを理由 に グルー プから暴行を受け る 結果に な る こ と から， 相談す る こ と に対す る恐怖感があ

っ た と 言 え る 。 ま た， 教頭はA 男が殴られ る のを 目 撃 し た に も かかわらず， 事実を否認 さ れた

た め に そ れ以上追及 は し な か っ た こ と があ る 。

A 男 に と っ て は， こ の よ う な こ と が度重な っ た ために， 学校 (教師〉 に も のが言え な い状況

に あ っ た こ と が分かる。

以上， ①友達に対 して， ②親に対 し て， ③学校 (教師〉 に 対 し て も のが言えな いA男の実態

が明らかに な っ た。 同時に A 男 は. r も のを言わないJ 状況に追い込 ま れて いた。

(3) も のが言えない子供たち

一般に い じめられる 側と しての も のが言え な い子供た ち は， い じ められる理由 を どの よ う に

考えて い る のだろ う か， い じめを受けた と き に どうす る の か， だれを相談相手 と 考えて い る の

だろ う か， な どにつ いて都立教育研究所や他機関の調査を参考に考察 してみる。

ア い じ め ら れる理由

【表 2 】 は， 調査A の設問

4 (p. 240--p. 241 ) r rし 、 じ

められ る 子供』は， なぜい じ

められる のだと 思い ま すかJ

の結果であ る。

小学校， 中学校， 高等学校

【表2 rいじめられる子供Jは. なぜいじめられるのだと思いま昔功、】

対象 自分d漕見をはっ 友適期係がうまく 他知人と異なる点
きり言わない 築けない tJ�ある

小学校児童 70% (lßi) 55% (2ßi) 4 l% (3他
申学俊生徒 68% (lßi) 52% (2@ 44% (3也
高等判延筒走 72% (1岱 56% (2也 46% (3@ 

と も に高い比率を占めたのは. r 自 分の意見を は っ き り 言わ な いJ r友達関係が う ま く築 け な一郎一



い J r他の人と異な る 点があ る J で あ る 。 順位は全 く 閉 じ で， 割合 も ほぼ同 じである。

A 男の場合， 判決文に， 性格特性が格好の よ さ や主観的な 自 己完結性のあ る行動をと らせて

い た. あ る い は， 屈辱的 ・ 理不尽な こ とを強い ら れで も 抵抗せず， おどけた振る舞いやにやに

や し た笑い さ え浮かべて い た な どとあ る こ とか ら. r 自分の意見がは っ き り 言えずJ， r友達

関係がう ま く 築けな か っ た 」 と言え る 。

イ い じ めを受け た と き どう す る か

「 中学生の生活に関す る ア ンケー 卜 調査結果報告書J (法務省人権擁護局全国人権擁護委員

連合会 平成 7 年 5 月 p. 49--p. 51よ り 抜粋) 中の， 設問 「 そ の『い じめ』 を受けたと き ， あ

な た は ど う し ま したか。 次の中か ら あて は ま る ものをすべて選んで く だ さ い J (総数 4. 851人

複数回答計= 133. 1%) では. r rい じ め』 に対 し て 抵抗 し た (28. 3%) J r親 し い友達に相談 し

た (20. 鵠) J r親な どに相談 し た (18. 9�) J r先生に相談 し た ( 14. 4%) J r rい じめ』 をやめ

る よ う に言 っ た(10. 1%) J rその他( 5. 0%) J r特に 何 も せず， がまん し た (32. 1児) J r無回

答 ( 3. 0� ) Jとい う 結果であ っ た。 こ れに続いて. r何ら かの行動を し た (64. 3%) J r特に何

も せず， が ま ん し た (32. 1月) J r無回答 ( 3. 0�) J との結果 も 示 しであ る 。 三人に二人の生徒

が い じ めに対 し て何 ら かの行動を したと答えて い る が. 三人に一人が何 も 行動 し な か っ た こと

に な る 。 r特に 何 も せず， が ま ん し た Jとい う の は. A男のよ う に い じ めに じ っ と耐えた生徒

も 含 ま れでい ると考え ら れ る 。

さ ら に. r何 ら かの行動を し た J 生徒の割合は. 教師との会話の有無別の結果では， 教師と

話 している 生徒が66. 4%. 授業以外に話す機会はな い生徒が59. 4%であ り ， 保護者との接触の

有無別の結果では， 接 して い る 生徒が64. 9%. あ ま り 接 していな い生徒が52. 1%で あ る 。

こ の ことか ら， 教師 も保護者 も 日 常の生活の中で児童 ・ 生徒とかかわ り を よ り 多 く し て い く

こ とが， い じめに対 し て何 ら かの行動をする子供を育て る こ とにな る と思われる。

ウ い じ められている子供 は どの よ う な行動 を と るか

fなぜい じめがいまJ (警視庁 平成 7 年 2 月 l 日 改訂 p. 14--P. 21 よ り 抜粋) では. r い

じ め られ っ 子 は こ んな行動をJ の中で次の14項 目 を挙げて い る。

: a 我慢す る/身体の不調 b登校を渋 る/遅刻1/早退 c先生に話 し た ら ま た 殴ら れた

: d先生に話 し た ら， 暴 力 はな く な っ たが無視 さ れた e 金品持出 し f万引 き g外で遊 :

; ぶのをいやが り ， 家に こ も る h性格が暗 く な っ た i 自 殺未遂 j 休み時間は校内の便j

i所に こ も る h腹いせのた め後輩を (恐喝) 1対抗意識か ら校外の不良グループに入るj

:m 反発 し事件を起 こ す n家出/無 断外泊
・・・・・ ・ ・ ・ ・ ・・・・・・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・・・・・・・・・ー ・・・・・・ー ー ー ー ー .. . - _ . . . . .  _ .  _ .  _.......... ------ - - -- . - . ー ・ ・ ・ ー ・・ーー・ - _ . . . . . . . . . - _ . . . . . . . . . . . . . . . . .

こ の中. 判決文の A 男 に該当 し な いの は， e. f. k. 1 . mの 5 項 目 で あ る 。 他の項 目 は

上記(1)の各実態か ら ほぼ該当す る 。 A 男 は グループの生徒に よ る 激 し い い じめを受けながら，

け し か け ら れて一年生とけんか し た こ と は あ っ たが， それはけんかを し な か っ た場合の暴行を

恐れたためであ る 。 A 男 は 自分か ら 人の迷惑にな る よ う な こ と は決 し てせず. どんな窮地に追

い 込 ま れで も 自分を見失 う こ と は な か っ た。 一方. A 男が 日 に 日 に激 し い い じ めを受け る よ う

に な っ たの は. A男が グループの尺度に 自 分の行動の基準を求めたための結果と考え ら れ る 。
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ま た， 項 目 cについては. A 男 は度々 グルー プを抜けて い じめか ら 解放 さ れた い一心か ら 教師

にサ イ ンや訴えを出 してい る が， 逆効果にな っ た こ と ， 実態 4 で教頭はA 男が殴 ら れ る の を 目

撃 し た に も かかわ らず事実を否認 さ れたため に. そ れ以上の対応がな さ れなか っ た な どが重な

っ た ために， 自 分の本心や事実を一層語れな い状況に追い込 ま れて し ま っ た と 考え ら れ る 。

エ い じ め ら れた と き の相談相手はだれか

【表 3 】 は， 警視庁生活 【表3 rいじめjがあった時の相絞の栂手】C糊掛
安全局少年課及び少年山 | 相談の 相手 il pH P十

た』と 答えた者で. �い じ

め』 があ っ た時に相談 し た相手について J 質問 し た結果であ る。

相談相手と して 「父 ・ 母J r学校の先生J を選んだの は小学生の方が多 く ，

め等問題研究会に よ る 「 い

じ め に 関す る ア ンケー ト 意

識調査の結果についてJ

〈平成 7 年 l 月 19 日 教

職研修 1995. 5 月 増刊号

p. 252 よ り 転載) の う ち，

全国の小 ・ 中学生 888人を

対象に 「い じめを 『聞いた

こ と があ るJ r直接経験 し

中学生
人「一夜一

父・母

繍臨η股父・叔母

友人
近所￠蜘り合い
学怖の失生
児車相談所
教育精談室冊

:tヲ法m::�:�:Q�:::�:t:g::�:$::li:::n制
3 O. 5 。 3 O. 9 

::� 型 : �逼必判4長彰刻 :1"三.. 通μ;舟u訟:日: ‘烹芯正刈7実t対: .1主: 1主|ド.主出 . .子 :子 官通i マ: |ド::::: 3約j渇6正i己訟;日三汲.. 議泌;当3
41 o. 7 1 1 1 o. 4 1 3 1 O. 9 

:三:誠 6医￠剣:tu 主: 恥 : 字 j:;三::: :$:2影刻r三E:2HÏι以i三訟 :三l1Uj七. . 没 :不刻事彰示利ninmr: 員�;g!l!: 
'A-
2A

 

O. 2 
O. 2 

O. 4 。
。 O. 3 

警駅灘蹄口 11 1 1 O. 2 1 0 1 1 1 1 o. 3 
掛こ も相談し助、ったわ: 53 :t :j2 E S l j g :|; ; 242 i 統 制:n::::�;紅茶:
その他 い5I 2. 6 I 5 I 2. 1 I 1 0 1 3. 0 

竺一一JI690 1300 1390 
1575人=100%1 240人=100%1335人=100%

そ の分， 中学生

は 「友人J が多 く な っ てい る 。 r誰に も 相談 しなか っ た J の は， 小学生が四 人に一人， 中学生

が三 人に一人の割合にな っ て お り . 中学生の方が小学生よ り 自 分がい じ め ら れた と き に相談す

る こ と が少な い状況に あ る。 発達段階か ら く る 自 尊感情の高ま り ， い じめその も のの巧妙化な

どがその原因と し て考え ら れ る 。

オ い じ め ら れた と き にがまんする理由 は何か

【表 4 】 は， い じ めを受 【表4 r特に何もせず.がまんしたJ理由】 偶数1. 589人 単位始
け た と き に 「特に何 も せず，

が ま ん した」 と 答えた生徒

に「あ なたが， 何 も し な か

っ たの はなぜですか。 次の

中 か ら あて は ま る も のを一

つだけ選んで く だ さ いj と

質問 し た結果で あ る 。 (前掲 「中学生の生活に関す る ア ンケー ト 調査結果報告書J p. 53よ り )

い じ めを受けたと き に無抵抗であ る理由 は， 項目ar特に理 由 は な い j が最 も 多 く ， 続 い て

b. c. d と な っ て い る 。 男女別では. a. bは女子よ り 男子が. cは男子よ り 女子が多 く な

1頁 目 全体 男子 女子
a特lì:l皇自はない 31. 9 34. 9 29. 0 
b 後でもっとひどくいじめられると患っt:::IJ-ら 28. 1 32. 6 24. 2 
c捻制改E厳しでも脚オてもらえないと患ったから 12. 3 8. 3 1 6. 1 
d 自分カ思、と患ったから 8. 4 7. 4 9. 3 
e その他 14. 5 12. 8 16. 0 
f鯛亘答 L竺z Lー4. 0 5. 3 

っ て い る。

も のが言えず無抵抗にな る の は. r特に理由 はない」 と い う漠然 と し た思い， 更に激 し い い

じ め を受け る こ と への恐怖感， だれも助けて く れないと い う 人間不信が主な理由 と して考え ら

れ る 。 し か し その一方. r 自 分が悪い と 思 っ fこ か ら Jを理由 と し たのは， 男女共に一割 に 満
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たないが， 見過 ごす こ と はで き な し 、 い じ めを容認 し 正当化す る こ と にな る からで あ る 。

反対に， い じめられている生徒を ど う み る かについて は， 事例町 (P. 30--p. 3 1 ) の生徒への聞

き 取 り から， 自 分が孤立す る こ と への不安感， 助けたいが 自 分がい じ めの対象 と な る こ と への

恐怖感， 我関せずの無関心を装いたい気持ちが女子生徒間にあ る こ と ， 男子生徒間に は， い じ

め事象を知 っ て はい る が， 女子の問題に はかかわ り た く ない と す る気持 ち な ど， 生徒の様子を

推察す る こ と がで き る 。 生徒の声の中から代表的な ものを挙げる と 次の と お り であ る 。

〔女子生徒〕

- 自 分だけい じ められる生徒に味方す る と ， 浮いて し ま う から何 も 言えない。

-助けてあ げたいが， 一人では ど う し よ う も で き ない。 い じめる側の グルー プの方が人数 ;

が多 く て， 強い子た ちが多 く ， 怖い。

- 自 分だっ たら， その人に近付かないよ う にする。

〔男子生徒〕

-女子の間で差別があ っ た と 聞いてい る。 かわいそ う だ と 思 っ たが， 学級 も 違 う し， 話 し :

た こ と がないからよ く 分からない。

・ 女子がみんなで悪口を言 っ ていた。 自 分が言われたら嫌にな る。 で も女子だから， あ ま j

り何か言 う と ， こ っ ち も 文句をつけられそ う だ し よ く 知らない人だ っ た からそ の ま ま ;

に していた。
. 

. _ _ ._ . _ - - -- ー ・ ・ ・. ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ー " ・e・・---- - - - - - -- - _ . . ----------- _ ー ー ーーー・・・・ ー ー ・ ー ー ・ ・ ・ー ー ー ー ー - - - . . _ -- - - ・ ・ ・ ・ ー . . . _ - - - . - .. - - - . - . ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ . . .

以上の こ と から， 更にい じめが激 し く な る こ とへの恐怖感， あ るい は 自 分がいじめの対象 と

な る こ と への恐れな どから. 友達， 教師， 保護者に本心を語れない状況にある と 言え る 。 し た

が っ て， 教師や保護者に は， い じ め を 自 分の生 き方にかかわ る 問題 と し て と らえ さ せ， そ の本

質に迫 る心に し み入 る 指導や対応が求められる。

以上， 事例 I 及 び諸調査等を も と に， い じ めに お け る 「 も の が言え ない子供た ちの実態」 に

ついて考察 して き た。

い じ め問題に関す る様々 な報告事例 は， い じ めの対象 と な っ た子供が独 り 苦悩を抱え込ま ざ

る を得ない， ま さ に逃げ場のない状況に陥 っ ている こ と を物語 っ てい る 。 改めて， 子供た ち は

も のが言え る 場を学校 ・ 家庭 ・ 地域で保障 さ れてい る のだろ う か， と 問い直 さ ざ る を得ない。

以下に， こ れ ま での考察を踏 ま え， r も のが言えない子供たち の実態J にかかわ る 学校の指

導体制上の課題を掲げ， 本項の ま と め と す る 。

「 も のが言えない子供たちの実態J に かかわる課題

① 児童 ・ 生徒一人一人が孤立 し ないよ う に 日 常の交遊関係 に日を向け る工夫

② 児童 ・ 生徒が互いに尊重 し合い， 自 己実現がで き る よ う に す る 方策

③ 児童 ・ 生徒 と 教師 と の信頼関係を高める指導の充実

④ 学校 と 家庭 (地域を含む) ・ 関係諸機関 と の連携の深化
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2 子供， 保護者の学校への期待と失望

事例1. 事例 E 及 び事例 ウ ~ ケ (p. 144 �p. 152 ) を手儲か り に， い じ め ら れる子供， い じ

め る 子供. 周 り に い る子供， 保護者の立場か ら学校への期待 と 失望について分析 し 子供， 保

護者の期待に こ た え る 学校の指導体制の課題につ いて考察す る 。

(1 ) 子供， 保護者の学校への期待と失望の実態

ア 「 い じ め られる子供Jは， 何を学校に期待 して いたか

子供は， 学校生活で 自 ら の心の よ り ど こ ろ を仲間や教師 と の関係の中に求めて い る 。 事例 I

で は， い じ め ら れる A 男 は， 心の よ り ど こ ろ を ま ず仲間に求めていたが， 仲間の中心に いた生

徒 た ち に一方的に使役 さ れ る だけの被支配的役割が固定 し た も の に な っ て い っ た。 担任 と の 聞

に お いて も 一定の信頼関係を維持 し い じ めに耐えかねて仲間 か ら 離脱を試みよ う と 教師に救

い を求めたが， 教師の対応に も かかわ ら ず， 逆にい じ め る生徒 ら か ら 暴行を受け， い じ めがエ

ス カ レ ー ト し て し ま っ た。 感受性の豊かな A 男 は， 学校に対 し て い じめか ら 自分を守 っ て欲 し

い， 友達 と う ま く や っ て い き た い と 願 っ て いたが. r葬式 ご っ こjを き っ かけ に信頼 し て い た

学級の仲間や教師か ら も 裏切 ら れ， 追い詰め られた末， 自 ら の命を絶たざ る を得な か っ た。

ま た， 事例 E で は， 学校は， い じ め ら れ る A 男を含む生徒た ち の行動について， い じ め と い

う よ り 非行な どの問題行動 と し て受け止めて いた。 陰湿な い じ め に あ っ ていた こ と や授業中に

ふざけ た態度を と らざ る を得なか っ た こ と な ど， A 男 は苦 し い胸の内を教師に分かつて も ら い

た か っ たが， 教師に本心を語 る こ と がで き なか っ た。 こ の よ う に い じ め られる生徒が教師に求

め た期待が失望に変わ っ て い く こ と は， 事例 ウ， キにおいて も 同様に見られる。

イ 「い じめ る 子供」は， なぜい じ め に走ってしまったか

い じ め る 子供 も . 心のよ り ど こ ろ を学校に求めていた。 事例Iでは， い じ め る 生徒た ち は，

喫煙. 授業の抜け出 し 教師に対す る 反抗的態度等の問題行動が多 く 見 ら れ， 次第に放課後生

徒の 自宅に集ま っ て過 ごす よ う に な っ て い っ た。 事例 E に おいて も ， い じ め る生徒た ち は， 教

師 か ら 問題視 さ れ る だ け と 思われる 状況があ っ た。 こ う し た 中で， い じ め る生徒た ち は， 同 じ

よ う な境遇に い る 仲 間 と 結束 し孤立 し い じめを繰 り 返 し て い く 。 明 ら かにい じめであ る に も か

か わ らず， 教師側にい じ めであ る と い う 認識がなか っ た り ， い じ めの事実を十分に把握で き ず，

毅然 と した指導がで き な か っ た こ と が， 結果的にい じめ る 生徒た ち の期待を失望に変え， い じ

めをエスカ レー ト さ せて い く のであ る。

ウ 「周 り に いる子供Jも心の葛藤を 抱いていた

事例 I にお いて最 も 象徴的な出来事に「葬式 ご っ こ Jがあ る 。 こ の 「葬式ご っ こ 」 に はA 男

の学級のほぼ全員， 第 2 学年の他の学級の一部の生徒が寄せ書 き を し て い る 。 寄せ書 き を し た

生徒の中には， い じ め は い け な い こ と だ と 知 り なが ら制止で き ず， 心の葛藤に悩みなが ら ， 加

担 して し ま っ た者 も多か っ た。 彼 ら を こ う し た行為へ と 導いた も の は何であろ う か。 それは，

学校への失望であ っ た と 思われる。 前掲の事例の多 く がそ う であ る よ う に， 周 り の生徒た ち は，

陰湿ない じめが繰 り 返 さ れて い る こ と を知 っ てい る。 し か し な が ら 「授業中の教室内で. B 男

及 び C 男 は， A男の激 し く ま ばた き をす る 癖 を と がめ (中略) A男がそ の と お り に し なか っ た

と 言い掛か り をつ け ， 二人で A 男を数回殴打 したJ (事例1') と い っ た よ う に， い じめが繰 り

返 さ れ る眼の前に教師がいた に も かかわ ら ず， い じめを制止す る こ と がで き な か っ た状況は，
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周 り に い る生徒た ち に ， い じ め解決に向けて教師が無力であ る と い う 失望を も た ら した。 そ の

結果と し て. 教師が 「葬式 ご っ こ J に加担 し て し ま う よ う な い じめを容認す る と 思われる雰囲

気をっ く り 上げて し ま っ た。

エ 「保護者Jも. 学校に教いを求め悩んでいた

事例 I で は， 日 に 日 に悪化 してし、 く 生徒の問題行動 に対 して， 保護者の有志が直接学校に出

向 き 授業中の廊下を巡回す る な どの支援活動を行ってい る 。 し か し な が ら . い じ めの実態把握

に 関 しては， 学級担任 と い じ め ら れ る 生徒の保護者と の連絡が間接的であ っ た り ， い じ め る 生

徒の保護者に対 しで も遠慮がちな連絡や注意をする程度に終始 していた。 い じ め る 生徒の保護

者への対応が遠慮が ち に な る 事例 と しては， こ の他 に も 事例 ウ (p. 144) . ク (P. 151) がある。

そ して. 仲間から離脱 し た い と 訴え る A 男及び保護者に対 して 「転校と い う 方法 も あ る 。 J と

述べ る に と どま っ ていた。 事例 E において も， い じ め ら れ る生徒の保護者は， 子供の 自 転車が

壊れた の は い じ め に よ る ものではな い か と 学校に訴えていた。 しか し A男が否定 し ただ けで，

実態を明 ら かに しな か っ た こ と か ら ， 保護者は学校に対 し て失望を感 じ る 結果と な っ た。

(2) 子供や保護者の期待にこたえ る 学校の組織 ・ 指導体制

以上. 事例1. II及び関連す る 資料等を基に， い じ め問題に かかわ っ て生徒や保護者が学校

に抱いて き た期待及びそ の期待に こ た え き れな い学校の実態を見て き た が. 以下. こ の よ う な

生徒や保護者の期待に こ たえてい く た めの学校の組織・指導体制におけ る課題は何かにつ いて，

事例に即 しなが ら担任の役割， 学級の役害IJ， 教師の子供理解. 学習指導， 生活指導， 校長や教

頭 の役害11. 相談体制， 保護者 ・ 地域 と の連携の 8点に絞 っ て考察す る。

ア 担任の役割

事例 I では. い じ め られる生徒は， 担任に対 して一定の信頼関係を保ち， い じめか ら 救 っ て

欲 し い と 願 っ ていた。 し か し 仲間か ら の離脱を促 し た担任の努力が， 逆 に い じめを助長 し て

し まう結果 と な っ た。 担任は， 学校で規律を乱す生徒の保護者 と の連絡が十分 に と れず. 問題

行動はエ ス カ レ ー ト した。 事例 E で は， 生徒た ち は. ま ず担任に対 し て 自 分 た ちの思いや考え

を受け止めて欲 し い と 願 っ て いた。 し か し 生徒への厳 し い指導やい じ め る生徒やそ の保護者

への責任を問う こ と は， い じ めの根本的な解決には至 ら な い。 保護者は担任に対 して， ま ず保

護者の気持ち を受け止め， 学校に お け る生徒た ち の様子や問題行動の背景につ いて説明 して欲

し い と 願 っ て いた。

【図 l 】は 「学校や社会に期待す る こ

と J について世論調査を した ものであ る 。

回答率の高い順に 「教師が も っ と親身に

な っ て生徒の相談にの る J r教師 と 父母

の連絡を緊密にす る Jであ り ， こ れに比

べて回答率の低い順に 「教師が も っ と厳

し く 生徒に接す る Jr教師問で情報交換

を緊密にす る J rい じ めた子供の親の責

任を明 ら か にする J こ と を挙げて い る 。

【図l いじめに関する世論調査の質問と回答】{並1)

『あなたは. このような『いじめ」をなくすために. 学校や社会にどんなことを隻み

ますか. J (憤敏回答) (耳) 0 10 20 30 40 50 60 

-教舗がもラと.しく生徒に接する

-責任感や虫色.のない鞍舗を辞めさせる

.敏舗簡でf膏伺交検を繁密にする

-道徳教育.1膏後教育を充実させる

.敏舗と父母の連絡を繁密にする

-子供が安心して相肢できる場をl'iける

・いじめた子供に対する罰則を厳しくする

.いじめた子供の績の責任を明らかにする

・その他. 答えない
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イ 学級の果たす役割

事例 I で は， 問題を起 こ す生徒た ち は，

授業を抜け出 し た り 授業を妨害 し た り す

る な ど， 教師や学級の仲間 に 自分たちの

存在をア ピー ル して き た。 学校や家庭に

お け る生徒た ちの心の不満や不安定な気

持 ち から， 教師や保護者に反発 し 学級

外で仲間 と 喫煙 し た り 学校外で 自 分た ち

の存在を認め合 っ た り す る よ う な心の よ

り ど こ ろを求めて いた。 事例 E では， 教

師 は， ふざけた態度を と る 生徒たちを学

級内で一方的に し っ 責 し， 生徒た ち の プ

ラ イ ドを傷付けて し ま っ た。 その結果，

その生徒 た ち も教師や周 り の生徒た ち か

ら受け入れられて いない と 思 っ てい っ た。

【図 2 】 は. r子ど も の頃ふだんよ く

【図2 子どもの頃ふだんよ く遊んだ場所】 (注目

(S) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
-自分や友だち

の家の中

- 公闘

-自分や友だち

の家の隆

-学校・幼稚園

- 保育咽
-近くの道路や

跡地
-近くの道路や

原っIlや土手

.近くの神社や

広渇
口 祖 母 {大正12年~昭和13年生まれ}

母 l!!. (昭和30年~昭如�O年生まれ)
務; 子ども (昭和58年~昭和63年生まれ}

遊んだ場所J について示 し た も のである。 祖母， 母親. 子供の 3 世代で比較 し た と こ ろ， 生 ま

れた年が現在に近い ほ ど， 遊んだ場所と して 「学校 ・ 幼稚園 ・ 保育園J の割合が「 自 分や友だ

ち の家の中J r公園J の割合よ り も それほ ど増えていない。 こ の よ う に子供が育つ環境の変化

に よ っ て遊び場 も 変化 し 特に最近では， 【図3 望ましい生徒・クラスの状況)(注3)
学校よ り 家の中や公園で遊ぷ傾向が強い。

【図 3 】 は中学生を対象に f望ま し い生

徒 ・ ク ラ スの状況J につ いて調査 し た もの

であ る。 r望 ま し い生徒 ・ ク ラ スJ と して，

「 と て も重要だ」 と 思 っ てい る も の は，

「生徒が楽 し そ う だJ r生徒が互い に助け

合 っ てい る J r教師を信頼す る生徒が多いJ

「 し っ か り け じ めがつけられて い る J こ と

を挙げて い る 。

ウ 教師の子供についての理解

事例 I において， い じ められる生徒から

の訴えは， 繰 り 返 さ れ る使い走 り や暴力に

耐えかねた末の こ と であ っ た。 ま た， い じ

め る 生徒 に は. 教師への反抗や周 り の生徒

1.生徒が裂しそうだ

2.生徒が豆いに助け合っている

3.し勺かりけじめがつけられる

4.クラスがまとま今ている

5.先生を信領する生徒が多い

6.生徒が先生とよ〈絡をする

7.11宣の濁担置が隻っている

8.うるさく曾わな〈とも生徒が動〈

9.チャイム者席が守られている

10.クラスのリーダーがいる

11.伸びる子がどんどん伸びる

12.忘れ物がない

13.生徒が量まりを守っている

14.男の子と女の子の仲がよい

15.ifaについていけない生徒が少ない

16.後象の前後にあいさつができる

17.厩滋が乱れていない

lB.1費集中. 私需がない

19.�色tttt.上. 問題がある生徒が少江い

210.ょくで世る子が多い

21.テストの平均点がよい

への陰湿な い じ めや暴力を行 う 背景があ っ 閣とても軍要 固 まあ霊安

た。 周 り に い る生徒 も， い じ めや暴力を含
o 210 40 ω 80  1∞ 

U:J 

む問題行動の事実を知 り ， 心の葛藤を抱 き ながら教師へ救いを求め，

子供の心に響 く 指導が十分で き ずに悩んでいた。

同様に保護者 も . 家庭で

-91 ー



【図4 】 は. 保護者の望む「教師への期待」【図4
を調査した も のである。 保護者が教師に「と

教師への期待】(住4)

(%) 0 10 20 30 40 図 的 70 80 鈎100
て も 望むJ こ ととして， 第一に 「子供の気持

ちを理解してくれ る 」を挙げ， 次に「教え方

が う ま しリ 「人柄が魅力的J r教育について

の見方がしっかりしてい る 」のl頓に挙げてい

る 。 こ れに比べて. r言葉づかいや礼儀作法

ま で教えてくれる Jを望む保護者が3割近く

おり. 学校と 家庭の役割についての考え方に，

多様さ が う かがえ る 。

いじ めの背景や原因について， 調査A

(p.231 �p. 232 ) のr(1) いじ めはなぜ起

き る の か」 で は， 小学生と 中学生 と も に「子

供同士の人間関係が不十分J rストレ スがた

ま ってい る J を挙げてい る。 しかし 第四番

目 以降において， 小学生では 「家庭が子供を

-子伎の気持ちを理解してくれる

- 犠え方がうまい

-人柄が能力的

-教育についての見方がし勺かり

している

・どの生健にも申書しい

-敏科についての知竃が隻富

-進学情"に〈わしい

fi科以外の知織が隻事

-家庭学習の仕方まで教えて〈れる

- スポーツが得:愈

- 認活動の指�を警生，(.，1こする

-言Jlづかいや事Ll昌作法まで教え

て〈れる

(盤 とてもi!む 喜 かUり望む .少し笠む

童書.めまりi!まない 口:まヲた〈笠まおい}

尊重していないJ r望 ま しい親子関係が築かれていない」を挙げてい る 。 中学生で は 「教師と

の人間関係が不十分J r望 ま しい親子関係が築かれていないJを挙げてい る 。 学校と共に家庭

に も いじ めの背景や原因があ る と 考えている。

工 学習指導

事例 I で は， 授業についていけない. 授業が分からない. 授業の中で自分が生 か さ れないな

ど授業に対する 不満から. 一部の生徒は， 授業の抜け出しゃ授業妨害， 教師への反抗的な 態度

を と る などの行動をと ってきた。 特に， 授業中に おいて も い じ めや暴力な どが発生 し 教師は

制止す る こ と が十分にできなかった。

【図5 】 は. 子供の「先生への要望Jについて調査 した も のであ る。

【図5 先生への聖書望】(注5)

良いことをしたら低めて
その他

特にない
わからない
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小学校 4 -- 6 年で は， 第一に 「わか り やす く 教えて ほ し いjを挙げ. r一緒に遊んでほ し い」

「 も っ と や さ し く して欲 し し リ 「理解 し て ほ しいJ r良い こ と を し た ら ほめて欲 し いjの順に

願 っ てい る。 中学生で も 第一に fわか り やす く 教えて欲 し いJ を挙げ. r見学や旅行を増 や し

てJ r理解 して欲 し し リ の順に挙げて い る 。

一方， 【図 6 】 は， 中学校の教師を対

象 に 「 こ れか ら何 に力を入れた いか」 と

い う 調査を行 っ た ものである。 こ の質問

に 対Lて 「かな り そ う 思 う J と 答えた割

合の高い も の は. r授業をわか り やす く

し た いJ r 自 分の趣味の時間を も ち た いJ

「学級活動を活発に し た い J の順である。

こ の よ う に， 子供は何 よ り も 授業の中

で， 授業が分か り たい， 教師か ら認め ら

れた い な ど 自分たち の活動の場を求めて

い る 。 そ の期待に こ たえ る ために， 教師

も 分 か り やすい授業に心掛け た い と 努力

し て い る 。

【図6これから何に力を入れたいか】(注6)

1.1!霊祭をわかりやす〈したい

2.学級活動を活発にしたい

3.官官活動を活発にしたい

4.�費易分有障でカを幽したい

5.学綬内外の研修に.，加したい

6.行事を盛んにしたい

7.地域との逮撲をはかりたい

8.生後に自書する時間を織やしたい

9.同僚の敏師とチームワークを深めたい

10.自分の超練の時聞をもちたい

11.パソコンや象育.舗を授.や仕事に取り
入れたい

12.上手な途I&t官事をしたい

13.生活指導に熱遣したい

60 80 1∞ 
圃かなりそう思う図まあそう思う

オ 学校における 生活指導 ∞ 

事例 I では， い じめ る生徒 ら の指導に 当た っ て， 生徒た ち に「意欲の乏 し いj と 見え る 教師

に 対 して. 反抗的な態度 を と っ た り ， と き には教師に対 し て暴力を振 る っ た り す る生徒がいた。

授業中にい じめや暴力が起 こ っ て も， 対応す る こ と ので き な い教師を見ていた周 り の生徒がい

た。 問題行動の対応 と して， 学級担任一人， あ る い は少人数の教師で， い じ めや暴力を行 う 複

数の生徒を指導 し た り . い じ め られた生徒を発見 し た教師が， 担任に連絡す る に と どま っ て る

ケ ー ス も見 られた。 事例 E で は. 授業中にふざけた態度を と っ て い た A 男 に対 して学級担任が

強 く 注意 し た と こ ろ. A 男 は「ち く し ょ う 。 J と 反発 し 同級生 も担任に対 し て反抗的 な 態度

を と っ て いた。 こ の よ う に， 生徒は一人一人の教師が問題を抱える生徒に対 してどのよ う に指

導す る か， その と き の考え方や姿勢を観察 している。

【図 7 】 は， 子供が 「先生にやめて欲 し い こ と J について調査 し た ものである。

【図7 先生にやめて欲しいこと】(注7)
えこひいきをし危いで
がみがみ.らないで
"の子と比べないで

学般の含まりを厳しくしないで
体闘を与えないで

その他

特に抱い

わから危い
。

回男子図女子

20 � 60 
{SI 

{小学綾4--6�. 二つ以内の復数回答}
- 93-
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小学校 4 --- 6 年で は，

が み怒 ら な いでほ し いj

「先生にやめて欲 し い こ と J と し て， 「え こ ひい き しないでJ 「がみ

「他の子 と 比べないでJ 「学校の き ま り を厳 し く し な いでJ と 願い，

中学校では， 「その 日 の気分で怒 ら な いでJ 「 え こ ひい き を し な いでj

し な いで」 「他の生徒 と 比べないでj と 願 っ て い る。

力 相談体制 と養護教諭の役割

【 図 8 】 は. rい じ めの発見の端

緒J につ いて調査 し た も のであ る。

「 い じ めの発見の端緒J と し て件

数の多い ものは， 小学校， 中学校共

に「担任の教師が発見J r�、 じ め ら

れた児童 ・ 生徒か ら の訴えJ

者か ら の訴えJ の順であ り ，

「保護

四番目
に件数の多 い も の は， 小学校では

【 図 8 .い じ めの 発 見の端緒】 (制)

-飽任の教師が発見

-他の教師からの情報

(%) 0 I・

-いじめられた児責・生徒からの訴え

-他の児童・生徒からの訴え

-保療者からの訴え

-教育センタ一等関係機関からの連絡

-その他
(tl数回答)

「学校の規則を厳 し く

:0 30 40 

m n 1/)吟校
滋i中学校
口i高等学校

so 

「他の児童 ・ 生徒か ら の訴え」 であ

り ， 中学校では「他の教師か ら の情

報」 である。 小学校 と 中学校 と を比

較 してみる と ， 小学校では中学校よ
(※盲ろう養:1学校については.回答教が3件であ4た。)

り 保護者か らの訴えが多 く ， 中学校では学級担任以外の教師か らの情報が多 く な っ て い る 。 養

護教諭を含め， 担任以外の教師か ら の情報は， い じ めの発見に有効であ る。

事例 Iでは， い じ め られる生徒が何 度 と な く 保健室に駆け込み， 学級担任以外の教師に対 し

て も ， い じめにおびえ助けを求めていた。 生徒か らの相談にかかわ っ た教師か ら学級担任 に，

その都度連絡 さ れた と 思われ る が， い じ め られる生徒の相談の対応が. 最終的に は学級担任の

み に負担がかか っ ていた。 事例 E で は， 養護教諭は， 学年会で A 男の様子を気遣い. その後A

男に対 して心理テ ス ト を実施 し ， その結果を心配 して学年の教師にカ ウ ン セ リ ン グを受け る よ

う に相談 していた。 担任も 叔母を通 し て保護者に対 し て A 男 に カ ウ ン セ リ ン グを受け る よ う

依頼を していた。 二つの事例 に お い

てら 養護教諭は生徒の異常に気付

さ 担任や学年の教師に働き 掛けて

い る 。 こ の よ う な養護教諭の対応に

つ いて， 組織的に機能で き る 体制の

確立が求め られる。

キ 校長や教頭の役割

事例 I では. 教頭は， い じ めの現

場を確認 し 学級担任 と 一緒に生活

指導に 当 た っ てい たが， い じ め る 生

徒への対応は表面的であ り ， ま た，

保護者への連絡 も 電話に よ る こ と が

多 く ， 真意が十分伝わ ら なかった。

【図 9 学校にお け る い じめ問題に対する対応】 (注8)
(%) 0 10 20 30 40 

.111:1員会:車等を過して共通理解を
図った

-全校約な実態調盗を行った

-教育相畿の体制lを笹i摘した

-児童・生徒会活動や学級活動等
で指揮した

-家庭や地�と臨:aの渇をE量けた

-学III通信等で家庭とのtQ，カを図っ
た

:・・ ・ :・ 日 目 :・ ' :l・. . . . . ・・ :・:: :::1・:“:・・ ・:

言1 �小学校・
5袋j中学校z
口j高等学怨

Eぬ

後i盲ろう?復学筏-その他
{複敬回答)
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【図 9 】 の よ う に 「学校におけ る『い じ め』問題に対す る 対応J と して， 小学校. 中学校.

高等学校， 盲・ろ う ・ 養護学校共に 「職員会議等を通 して共通理解を図 っ たJ r児童 ・ 生徒会

活動や学級活動等で指導 したJ の順で取組みを挙げて い る 。 小学校， 中学校， 高等学校， 盲 ・

ろ う ・ 養護学校 に お け る 対応につ いて比較 してみる と ， 取組みの割合が他の校種よ り 高 い も の

は， 小学校は 「教育相談の体制を整備 したし中学校は 「家庭や地域 と 協議の場を設けたJ ， 

高等学校は 「生徒会活動や学級活動等で指導 したJ ， 盲 ・ ろ う ・ 養護学校では 「職員会議等を

通 して共通理解を図 っ たJ r学級通信等で家庭 と の協力を図 っ た J であ っ た。

ク 保護者 ・ 地域社会 と の連携

事例Iで は， 担任の努力 に も かかわ ら ず， い じ め ら れ る 生徒の保護者と 直接面談す る 機会が

限 ら れ， い じ めの実態やその後の指導について意思の疎通が十分図れなか っ た。 ま た， 学校や

警察は. い じ める 生徒の保護者に対 して生徒の指導 ・ 監督を依頼 し たが. その後の生徒の行動

を改める有効な手だてがと れず. い じ めを助長 さ せて し ま う 結果 と な っ てい っ た。 事例 E で は.

地域の 自転車庖主か ら の情報やい じ めに よ っ てA男の 自転車が壊 さ れたのではないかと い う 父

親か ら の訴えに対 して. 学校はい じ めの実態を的確に把握で き ず， い じ めが陰湿化 し 激化す

る 結果を招いてい っ た。

【図10】 の 「 い じめに関す る 世

論調査J では， rい じめをな く す

た め に . 家庭では どの よ う な努力

が必要だ と 思 い ま すか。 J と い う

質問に対 して， 回答率の高い順に

「親が子供 と 話 し 合 う 機会を増や

すJ r思い や り の心を育て る よ う

な 情操教育に力を入れ る J r r う

ちの子に限 っ て』 と い う 思 い込み

を な く すJ 努力が必要であ る と 答

え て い る 。

(3) ま と め

【図10 いじめに関する世論調査の質問と回答】(注1)

「あなたは. このような『いじめJをなくすために. 家底では. どのような努力が必

要だと思いますか. J (復敏回答) (覧) 0 10 20 30 .0 60 60 70 

.aが子供と醤し合う担金を婚やす

.aが子供を厳しくしつける

. rうちの子に隈勺て』という思い込みをなくす

.敏画面との連絡を緊密にする

.tt.のtl同士でtttv交倹を緊密にする

-思いやりの心を育てるようは情後教育にカを

・その他， 答えない 入れる

事例 1 • IIや資料等か ら， 子供 と 保護者の学校への期待は次の よ う に整理で き る。

ア 子供の学校への期待

(7) 子供な り の正当性や行為の背景についての理解

(イ) 子供の存在を認め心の葛藤や悩み を感 じ と っ て く れ る教師への期待

(ウ) 分か る 授業を通 し て充実 し た生活のでき る学校の存在

イ 保護者の学校への期待

(7) 子供のよ さ を認め心の悩みを受け止めて く れ る 教師への期待

(イ) 指導力の高い教師， 人間的な魅力の あ る 教師の存在

(ウ) 学校 と 保護者 ・ 地域社会と の連携への期待

-95ー



3 子供の変化と学校

子供が 日 常の学校生活において感 じ う る ス ト レ ス (学校ス ト レ ス〉 が登校拒否 (不登校) . 

無気力， 校内暴力， 非行等の学校不適応 に影響を及ぼ し て い る こ と が明 ら かにな っ て き て い る。

学校ス ト レ スの増大は い じ めの増加や深刻化に も大き な影響を及ぼ し て い る と 考え られる。 こ

こ で はい じ めの事例分析を通 し て子供の変化 とその変化に対応 し き れな い学校の実態を明 ら か

に す る こ と を試みた。

は じ めに， 家族 ・ 家庭， 学校， 地域， 仲間集団， マ ス コ ミ 等の子供た ち を取 り 巻 く 環境の変

化 か ら 子供たちの変容を明 らかに し よ う と し た ( 【表 5 】 a. b. c) 。 検討す る に 当 た っ て

【表5 子供たちJをめぐ る環境の変化と 「い じめJ の事例からと らえた問題】

社会 の 変 動 要因 a 生活領域への影響 b 教育環境の変容
ア - 家族意識の変化 -家事・育児文化の伝ゑの中絶

- 核家族化 ・ 少子化 -家族関係の希君事化
産 業 機造の急変 家 -構成員の個人化・祖立化 -過保護・過干渉

r-- 族 -生産機能の獲失ー消費機能 - 親の学力重視と しつけの軽視
. の拡大 - 学習塾 ・ 予備校通いの増加

家 -家事の省力化 -生活体験機会と場の減少

庭 -消費型価値観傾向
都 市 化

イ -教育観の変化 - 知育重視型教育
- 偏差値偏重 -進学のための日郡IJと配分J

学 -進学・受験醗争の激化 - 学習塾・予備校の比重増大
トーー - 閉鎖性 -子供たちとの信頼関係の希薄化

消 費の 多 様 化 - 規制の強化 -学校生活の長期化(16年以上)
校

情 報 イじ ウ - 地場構造の変化 -帰属意識の希薄化
- 連帯性の希薄化 -一体性 ・ 共同性の喪失

Cコ 地 - 大人の地績に対する鯛甥心 -地域組織の形式化・健前L{t
- 広域化 -地域文化の減少

E争 - 地樹士会の教育力の低下
国 際 化 域 -地域の教育環境の悪化

-生産等の体験の機会や場の揺少

.:r. - 仲間集団の希薄化と目的別 -地域を基盤とする仲間集団の喪
集団化 失

高 齢 化 仲 -小規槙化( 2.......3 人) -独り遊び時間の増大CTV. ピ
• r-- 間 - 同年齢化 デオ， マンガ， ゲーム機等)

集 -消費定J句化 -遊び内容の与イじ遊び方法の
団 受動化 遊E湘手の匿淀化・少

数化
少 子 化

オ -情報量の地大 -メディア環境の形成
- フ ァッション宕凋化 -情報の多量化・24時間化

マ -情報体験機会の増大 -子供の世界の大人化
』・ー ス - マスコミの膨響の増大 -不健全な図書. ビデオ等の販売

高 学 歴 化 コ -コマーシャ リズムの拡大 -低俗なテ レビ放送番組. CM等
、 の放映

必u劇鋪醐岨(紳)



は， 子供た ちの変化の全容を と ら え て い る 第18期東京都社会教育委員の会議の答申 「東京都の

こ れか ら の社会教育にお け る 青少年教育の施策についてJ (昭和63年10月 〉 を参考に し た。

次に， 子供た ちの変容の視点、か ら， 事例 I や事例 E な どに 見 ら れ る い じめ にかかわ る 家族 ・

家庭， 学校， 地場， 仲間集団， マ ス コ ミ 等の問題を探 り 〈 【表 5 】 d ) . こ れ ら の問題を解決

す る ための課題を検討 し た ( 【表 5 】 e ) 。 最後に， 子供た ちの変化とその変化に対応 し切れ

な い学校の問題点を明 らかに し 校内指導体制を確立す る ための課題を探っ た。

c 子供 た ち の変容

・ 基本的刈捌係や生活習慣を体
得する機会の抜か

・ 自主性や自律性の低下
・ 自立の遅れ ト
・ 家庭内暴力， 登校拒否等の地加

「死J をみとる機会の喪失

-安峨の肥大化・断片化
・学業不振 ・学習不適応傾向
. 規範意識の変化
・ 校内暴力やいじめの増加 ト
. 登校拒否や中途退学の地加
・ 自主也 自律性. 自発的生活態

度. .雌カ等の育成機会の減少

-社会参加の低下
・ 仲間集団の事E

j- 接語 以広めり事例民島Jら務長関睡... ..
.家庭の教育力の低下
.家庭の司守口
・ 親子の触れ合い不足
-子供の行動に無関心な保護者の埼
加

・学校や教師への信頼の低下

-学業不振 ・学習不適応者の醸外感
の増大

・教師の指導力. 使命感等の低下
.中島断ヲ対応の不足
. 子棋と保護者の教師へ叫言頼低下
.保護者 ・ 地媛社会との連携不足

- 子棋たちの行動に対する無関心

.学校との連機不足
ç， 1 ・ 地繊の教育力の低下 I ç， 

e 課 題

- 親の学力観の変革
・受験蹟争の緩和と自由時間の創

出
r-i ・ PTA活動の改善 ・ 充実

・ 生活体験の充実
・地域活動への書加
• r死j の教育の充実

. 学プ却の転後
- 人間的な交流の促進
・動労生産. 奉世情動の充実
・教師の指導力. 使命感等の向上
・校長のリ ーダーシップの向上
- 組織の活性化と指導体制の確立
.地域や保護者との連携と協力
- 心の較賓の実漢

- 地峨におけるスポーツ. 文イt.

ボラ ンティア活動等の促進
「戸外遊びJ 体験の政b

. 自己実現の場の肢か ト←寸 ・ 地棋の教育環境の悪化 トー
・学校 ・関係樹期との連携の促進
・酒， たばこ. 成人向け雑誌等の

. 飲酒 ・喫煙行為の増加

.生活の無軌道化

- 地績における仲間集団の車屋
. 異年齢集団の政bと周年齢化 ・

同質化傾向
・ 閉鎖的な仲良しグループ化 ト
. グループ聞の連携の困難
・ 仲間依存料畠従
・ いじめ， 非行等の地加

- 間接体験の油大
・ 自然や人との触れ合いの減少
. 自己表現力や意思疎湖E力の来
熟 ト
・情報に錬られる意識
-勤労やま じめさの否定
. 暴力容認や性の臨晶化

-世鮒頑帽する蜘t-t�耐砿儲 一一ー

時 I I 時

- 正義感や規範意識の希薄化
・ 思いやりゃいたわりのIC:の喪失
. 自己却瑚力の低下
・ 社封切肋の低下
・ 物を媒体と した刈調係

- せつな的な遊E舟罰旬
. 享楽的な生活志J旬
.消費型価値定期

販売方法の改善
-学校との連機
. 社会規範の向上

・受験競争の緩和と自由時間の創
出

- 地織におけるスポーツ， 文イt.

H ボラ ンティア活動等の促進

-情報の取捨選択能力の育成と主
体性の確立
・不健全図.. ビデオ等の制作や

』寸 販売の改善
・低俗なテレヒ有給番謝礼 CM等
の時計H乍や放映の改善

」一一一一 (基礎資料) ・ 事例I . 事例E等のいじめ事件
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( 1  ) 家庭 ・ 地域社会の変化と子供の変容

子供た ち の変化は社会や大人の変化に対応 し た ものであ る 。 r子は親の鏡J と 言 う が， 子供

た ち は ま さ に世間を映す鏡であり， 子供たち の成長に問題が生 じている と すれば， それは社会

や大人の問題 と して考え な け ればな ら な い部分を含んでい る。 最近のい じめ問題をはじめ子供

た ち の問題行動は， 大人たちへの警告 と 言 っ て も過言で はなかろ う 。

ま ず， 【表 5 】 のア. 家族 ・ 家庭， ウ . 地域， エ. 仲間集団. オ. マ ス コ ミ の欄に注目して，

現在子供たちを取り巻 く 環境 は どの よ う に変化してきてい る のか， その全容を と ら え る 手掛か

り を みてみたい。

ア 家族 ・ 家庭の変化

現代の社会は非常に速い速度で変化 している。 家庭や地域， 学校等はそ の速い速度について

いかれな い と い う のが現状で はないだ ろ う か。

家庭生活や家族関係に関していえば， 生活が豊か に なり， 家族が少人数化 し 労働の形態の

変化， 家事の省力化な ど大き く 変化 し てきでいる。 子供たち は 自 分の こ と を 自 分でしな く て も

生活できる よ う にな っ たり， 保護者や大人たちが働いている姿に接する機会が少な く な っ たり

し てきている。

こ の よ う な 中で子供たち は生活体験の機会が減少 し生活技術や生活の知恵を身に付けずに育

っ たり， 家族のきずなを実感する場面が少な く な っ てきている 。 ま た， 子供た ち は， 学校だけ

で な く 塾や習い事な どで忙し く ， 精神的に も時間的 に も 安 ら げ る 場が少な く な っ てきている 。

東京都情報連絡室が15歳以上の都民を対象に平成 4 年 9 月 に 行 っ た調査 (注 9) では 「一般的

に 最近親子の結び付きが弱 く な っ てきたJ と 思 う 人の害IJ合が 55児を超えており ( rそ う 思 う J

25丸 「 どち ら か と いえばそ う 思 う J 30児 〉 親子の結び付きが弱 く な っ てきている こ と が う かが

え る 。

ま た. r家庭生活で子供 に よ く ない影響があ るの は どの よ う な こ と だ と 思 う かJ については，

父親について は 「仕事 (家事〉 で忙しす ぎて， 子 ど も と 接す る機会が少ない こ と J (54%) と

「子ど も と の会話が少ないこ と J (51月) が上位を 占 め， 母親について は 「子ど も に過保護に な

っ ている こ と J (56覧) と 「子ど も に干渉 し す ぎ る こ と J (49児) が上位を 占めている。

さ ら に 「最近親が子 ど も に家事を さ せな く な っ
【図U 家庭の教育力は低下 しているか】 (注10)た と 思 う かJ については 75. 5%の人が 「 そ う 思 う 」

と 答えてい る 。

こ の調査結果か ら， 最近の家庭生活の変化や親

子関係の現状を見る こ と ができる。

家庭の変化に対応して， 家庭の教育力 も 低下す

る 傾向が見 られる。

【図11】 は 「家庭の教育力が低下してい る と い

う 見方j について ど う 思 う かを聞いた ものであ る 。

調査結果を見る と 「 そ う 思 う J と 答えた者の割

合 は 75% ( r全 く そ の と おりだと 思 う J 31. 2% と

「 あ る程度そ う 思 う J 43. 9% の合計) で， 昭和63

(車協) 1 . 6 

昭和63年 5 

平成 5 年

わからない Eわない

白onuu

 



年の前回調査の結果 63. 3%を大きく上回 っ て い る 。

「家庭の教育力が低下 し て い る と 思 う 点J は， あ い さ つ， 規則正 し い食生活， 整理 ・ 整 と ん

な どの 「基本的生活習慣J (55.4先) r根気強さ ， 忍耐強 色 意志の強さ J (47.2児) rお金や物

を大切に す る J (45. 1%) r責任感J (42. 7%) r公共心や社会的規範J (40. 3月) が上位を占 めて

い る 。 その理由 に つ い て は 「過保護， 甘やかせ過 ぎな親の増加J (64. 9�) を挙げた も のの割合

が高くな っ て い る 。

以上の よ う に， 現代の家庭 においては， 親子関係や家庭生活に変化が見 ら れ， 基本的生活習

慣を身に付けたり人間形成を培 う 場と し ての家庭の教育力が低下 している傾向が見 ら れ る 。 こ

の こ と が子供た ちのいじめや問題行動の発生に少なか ら ぬ影響を与えて い る こ と は十分考 え ら

れ る 。

イ 地域や社会の変化

地域については， その構造が変化 し連帯意識が希薄にな っ てきて いる こ と が多 く 指摘 さ れて

い る 。 その結果， 地域の教育力の低下や教育環境の悪化が見られ， 子供た ち の地域社会に参加

す る 機会が減少 してきて い る のが現状であ る。

社会全般では， 産業構造の変化， 都市化， 消費の多様化等が進み， 我が国は世界的に見て も

最 も豊かな国の一つ に な っ てきてい る 。 そ の結果， 人々 の消費型価値志向が強まり， 商品化 さ

れた 「モ ノ J に あ こ がれ， 金銭に高い執着心を示す よ う な傾向 も 表れてい る 。

豊かな社会の中で， 酒やた ば こ の習慣が低年齢化 し シ ン ナ ー や覚醒剤等の薬物が子供た ち

を む しばみ， 不健全な図書や ビデオ が安易 に入手でき る よ う に な る な ど， 大人の 「文化J が子

供 た ちの世界 に入り込んで く る の に歯止めが掛か ら な い状況に な っ てきて い る。 ま た， マ ス コ

ミ の 発達 と 情報伝達手段の高度化に より子供た ちの周りに は多くの情報があふれで い る 。

一例 と し て， 子供た ちの多くが専用 の テ レ ビを持ち， 多 く の時間をテ レ ビ視聴やテ レ ビゲ ー

ム に 費や し て い る こ と が挙げ ら れる。 平成 4 年1 1 月 の東京都生活文化局の調査 (注1 1) に よ る と ，

小学校 5 年生の 52. 3弘 中学校 2 年生の 54.部が平 日 帰宅後に 2 時間以上テ レ ビを視聴 し， 小

学校 5 年生の 50.2弘 中学校 2 年生の 30.4%がテ レ ビゲームを している。

こ の よ う に， 子供た ち に と っ て影響の大きいマ ス コ ミ の現状は必ず し も良好な も の ばかり と

は言え な い。 一部のマ ス コ ミ で は. 人の弱点、を笑 っ たり暴力を容認す る よ う な風潮や， 性を商

品化す る よ う な傾向 も 見 ら れ， 子供た ちへの悪影響を懸念す る 声 も高ま っ て い る 。

平成 7 年 6 月 に総理府広報室が行 っ た世論調査(在12) では， 少年非行における社会環境や社

会風潮の問題点 と して， 多くの親が 「低俗なテ レ ビ ・ ラ ジ オ番組J や 「低俗な雑誌， そ の他の

出版物J が多い と答えて い る 。 ( r低俗なテ レ ビ ・ ラ ジ オ 番組が多いj と し た人は， 小学生の

子供がい る人 48. 6弘 中学生の子供がい る 人42.1% . r低俗な雑誌. その他の出版物が多 い J

と した人は， 小学生の子供がい る人 35.5%. 中学生の子供がい る 人39. 1月 であ っ た。 )

以上の よ う な社会の変化や社会的風潮は子供た ちの考え方や行動様式に影響を与えてい る こ

と の事実を見 る と き， 情報を選択する能力の育成は， 学校教育の重要な課題であ る 。
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ウ 仲間集団の変化

子供は， 仲間集団の遊びの中で人間関係を学び社会規範を身に付け る と言われて い る 。

心理学の研究成果 に よ る と ， 仲間集団の意義を 「子供た ち は仲間関係を通 して， 道徳性 ・ 社

会的能力 〈技術〉 な どを 自 然 と 身に付け， 社会化 さ れる。 ま た， お と な (親) か ら独立す る た

めの準備 と して， 精神的 な 自 立心を育て る 。 J (並13) と す る 説があ る 。 こ のよ う に， 子供の発

達に と っ て重要な意味を もっ子供の仲間集団や遊びに も， 現在では変化が見 ら れ る 。

【図12】 に示すの は， 小学校 6 年生の遊びの経験についての調査であ る 。 こ れ に よ る と 「テ

レ ビゲームで遊ぶJ や 「一人でテ レ ビやマ ン ガを見る J が上位を 占め 「何回 も あ る 」 と 「わり

と あ るJ と を合わせて 77月以上の高率を示 している。

こ れに比べ f ま っ 暗 に な る ま で外で遊ぶJ (同 31%)

と f どろん こ遊びをす るJ (同 21紛 と は低い割合

に な っ てい る 。 こ の結果か ら， 子供たち が一人で室

内で遊ぶ傾向や， 遊びにかかわ る 金銭や消費文化の

影響が強くな っ て い る こ と が う かが え る 。

子供た ちの仲間集団に は同年齢化， 同質化傾向な

どの変化 も 見 ら れ る 。

以上の よ う な子供た ちの仲間集団と 遊びの変化は，

先に見た親子関係の変化 と 相 ま っ て. 子供た ち の仲

間意識の形成や， 社会規範の習得に大き な影響を与

え， その こ と がいじ め問題を はじ め と し た子供たち

の問題行動に何 らかの影響を与えている と 考え られ

る。

エ 家庭 ・ 地域社会の課題

【図12 遊びの経験 (小学校 6 年生) 】 (住14)

(車協) 嗣もある 例砧ð 1 ・ 1勘ð q い

テレr�マンf

初追う干t

ゲームtン?-

目んこ量ぴ

子供の変化の背景 と して子供を取り巻く家庭 ・ 地域社会の変化を見て き たが， こ れ ら の こ と

か ら ， 大人の責任 と して. 子供た ち があ ら ゆ る生活の場で 自分の力で生 き 生 き と した子供時代

が送れ る よ う な配慮が必要な こ と が浮 き 彫りに な っ てくる。

こ の こ と に関 して， 平成 6 年 3 月 に東京都青少年問題協議会が次の よ う な示唆に富む提言を

行 っ て い る 。 (意見具申 「 自 由時間の中での成長J ) 

提言 は， 子供たちの生活時間を， 学校に代表 さ れ る 「課題のあ る 時間」 と遊びに代表 さ れ る

「 自 由時間」 に分けている。 従来 こ の二つの時間はおおむねバ ラ ン スが保たれて き たが， 最近

は 「諜題のあ る 時間J が 「 自 由時間J を圧迫 し はじめた と 指摘す る。 そ し て今後は， 自 分 に 合

わせた主体的な 自 由時間の使い方がで き る よ う な考え方を育て る と と も に， 豊かな 「 自 由 時間j

を作り出す態度や技能を育て る こ と の重要性を提言 し て い る 。

こ の提言は， 子供の生活のすべての時間にわた っ て， 子供が子供 ら しく主体的に生 き る こ と

の重要性を指摘す る ものであり， そ の た め に は家底 地域社会， 学校で子供にかかわ るすべて

の人々 が. 諸々 の条件を整え， 必要な配慮をす る こ と の必要性を訴え て い る 。
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(2) 学校生活の中での子供の変化

こ こ では， 【表 5 】 (P. 96. 91) の イ の学校の視点、 か ら 子供 た ちの意識の変化 と ， 学校生活の

中で子供た ちがどのよ う に変化してきて い る のかを探 っ た。

ア 子供たち の変化

【図13] は. r校則に対す る 生徒の意識の変化J を1983年 と 1995 年に調査した ものであ る 。

【 図 1 3 無 意 味 な 校 則 と 思 う 割 合 】 (並15 )
90�市町

<< r績意味だか ら守ら立 ( てもよいJ + r筆{すべき J の割合》
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手分ふ呉泣刷Hh誕手る
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樟墨事会吉一札
する合
体操蝉胎建ヌれた
弘のす

髪ヤ染めずほいけな
「無意味だか ら守 ら な く て も よ い， そ ん

な 校則 は廃止すべき」 と 答え た生徒の割合

が 1 2年間に 「男子の髪は丸刈りJ は61. 9% 

か ら90. 5%へ 「女子の髪は肩 ま でJ は56. 6

% か ら12. 0%へ. r髪を染めて はいけない」

は. 14. 1%か ら35. 7%へと 変化してい る 。

こ う した傾向は， 最近， 都内で実施 さ れ

た調査に も 見 られる。 【図14】 は. A 区の

中学生全員を対象に教師の一般的な意識で

は悪い と 写 る 行動15項目 について生徒 た ち

の意識を調査した もので あ る 。 教師 と 子供

た ち の規範意識にずれが生 じている こ と が

分 か る 。 その変化の背景に は. 保護者の規

範意識の変化の影響 も あ る と 思わ れ る 。

こ の よ う な子供たちの規範意識の変化に

対して， 学校が適切に対応しきれな い こ と

や教師と 子供た ち と の意識のずれが子供た

ち の ス ト レ ス要因と な っ ており， こ の こ と

が い じ めの要因と な っ てい る こ と も考え ら

れ る 。

【 図 14 中 学 生 と し て 悪 い こ と / 悪 く な い こ と 】
( 住 1 6 )

o 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0  8 0  9 0 1 0 0  
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イ 子供たち の人間関係の変化

【 図15】 は生徒の学校ス ト レ ッ サー ( ス ト レ スの要因) と ス ト レ ス反応についての調査結果

を ま と め た ものである。 子供た ち の教師や友達と の人間関係がス ト レ ス と 密接な関係があ る と

考え ら れ る。 特に， r教師 と の関係」 は子供の 「不機嫌 ・ 怒 り 」 と 関連が高 く ， r友人関係j

は 「不機嫌 ・ 怒 り ， 抑 う つ ・ 不安， 身体的症状」 との関連が高い。 子供た ち は本来， 教師や友

達 と の人間関係を通 して， 社会性や規範意識を身に付けてい く と 考え られる。 し た が っ て， こ

の よ う な人間関係の葛藤の克服を支援す る こ と が求め ら れて い る 。

生 徒 の 学 校 ス ト レ ッ サ ー と ス ト レ ス 反 応 】 (削7) (学似 ト h t - 6項目の九 1 明匂す}

〔 学 校 ス ト レ ッ サ ー 〕

【 図 1 5

〔 ス ト レ ス 反 応 〕! 抑 う つ ・ 不 安 無 力 感 j ; 身体的症状 ;
」一一一一一一ー_._' "・一一一-J L一一一一一一- J 

{埼玉県内公主中学制 7 0 Áを対象E調査} ・矢印で示したもの11 ， 関連性の高いもの (面積目変動が. I 5 ) 目上を示す

; 不 機 嫌 ・ 怒 り !

子供た ちの学校ぎ ら い の増加

【図16】 は， 東京都の理由別長期欠席者 (輔5 0 日目上) 数の推移を表 し た ものである。 近年. 学

校 ぎ ら いを理由 と す る 長期欠席者は急激に増加 している。 特に， 昭和50年代か ら学校 ぎ ら いを，

理 由 と す る 長期欠席者が増加 し て い る 。 学校 ぎ ら いの背景には. 成績の低下や友達 ・ 教師 と の

ト ラ プル等の学校生活にかかわ る 出来事な どが指摘 さ れてお り ， こ れ ら の こ と に よ る ス ト レ ス

の 増 大がい じめの背景にあ る こ と を考え る 必要があ る。

ウ

東 京 都 に お け る 病 気 及 び 学 校 ぎ ら い を 理 由 と す る 長 期 欠 席 者 (年間5 0 日目上) 数 の 推 移 】
(注1 8 )
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(3) 事例に み ら れる子供の変化と 学校の実態

家族 ・ 家庭， 学校， 地域， 仲間集団， マ ス コ ミ 等の各視点、から事例 I や事例 E な どのい じ め

の事例を分析 し そ れぞれの い じ めに かかわ る 問題点を検討 した。 【表 5 】 (p. 96) の d の欄

(p. 97) は， こ の検討結果を ま と め た ものでああ。 こ れ ら の諸問題の中で， 学校か ら子供の変化

に対応 し切れていな い と 考え ら れ る 問題点を取 り 上げて， その実態と 原因を探 っ た。
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ア 子供の変化

(7) 正義感や規範意識の希薄化

周 り の子供た ちがい じ めを見て も 見ぬふ り を し た り ， い じ め と 気付かな か っ た り す る例が多

い。 ま た， 周 り の子供た ちがし 、 じ めの抑止力ではな く ， い じ めを助長す る 存在にな っ て し ま う

場合が見 られる。 子供の価値観が変化 し て き てお り ， 正義感や規範意識の低下が要因であ る と

考え ら れ る 。

(イ) 自 己抑制力 の低下

事例 I では. r弱 い生徒に難癖をつ け る J r女子同級生の前で， 力ず く で下半身を裸 に す る J

「 ち く る な よ ， ち く っ た ら ま たや る か ら な J 等， 集団の力を借り た陰湿かっ残虐な方法で， 集

中的に特定の生徒に対 し て い じ めが行われて い る 。 こ の よ う に い じ めが陰湿化 し エ ス カ レ ー

ト す る 背景に は子供た ち の 自 己抑制力の低下が あ る と考え ら れ る 。

(ウ ) せつな的な遊び志向や享楽的な生活志向

事例 I で は. r ド ッ キ リ に使 う か ら J と 子供たちの人格を著 し く 傷付け る 寄せ書き を書かせ，

学級の ほ と ん ど全員が参加 し た よ う な形でい じ め る な ど， マ ス コ ミ に よ る 商業主義的な文化の

影響を強 く 受けてい る 例 も 見 ら れ る 。 ま た， 事例 E では， 遊ぶ金欲 し さ の ため に金銭を強要 し

た り ， 友人関係を維持す る ために無理 してお金を都合 し た り す る な ど， 物や金銭に依存 し た 人

間関係が強 く な っ てい る 傾向が う かがえ る。 こ れは， 大量生産 ・ 大量消 費を基盤 と す る 社会的

な 消 費志向が影響 し て い る と 考え ら れ る 。

(工) 学業不娠， 学習不適応者の疎外感の増大

い じ めを行っ た子供た ちの中には， 授業を抜け出 し た り ， 喫煙を し た り ， 暴れた り す る 子供

や， 成績が顕著に下が っ た子供が見 ら れる。 ま た， 学業成績が低下す る に伴 っ て非行 グルー プ

に 近付 く 例 も 見 ら れ る 。 学業不振や学習不適応に よ る ス ト レ ス と 疎外感がい じ めや問題行動な

どの要因に な っ て い る と 考え られる。

(才) 社会的能力の低下

近年， 子供た ちの人間関係は金銭や物に依存する傾向が強 く な っ て い る 。 ま た， 人間関係の

葛藤を避け る た め， 趣味や フ ァ ッ シ ョ シ な どの閉鎖的な仲良 し グルー プの中で快適さ を求め，

満足す る 傾向 も強 く な っ て い る 。 社会化の遅れや 自立の遅れな ど に よ る 社会的能力の低下が，

い じ めの要因にな っ て い る と 考 え ら れ る 。

イ 子供の変化に対応 し き れな い学校の実態

(7) 子供の規範意識の変化に対応 し き れない教師

事例 I に 見 ら れ る 「遅刻， 授業の抜け出 し 私語 と し て表れる 問題行動や規律違反J と い っ

た 行動の背景 に は， 現在の子供た ちの規範意識の低下や ま じ め さ を ばかにす る と い う 状況があ

り ， そ れ ら に対応 し き れな い学校の実態が浮かび上が っ て く る 。

( イ ) 組織的な指導力の低下

事例 I や E で は， 綬業の抜け 出 し ゃ妨害， 教師に対す る反抗等子供た ちの問題行動が 日 常的

に 見 ら れ 教師の指導が及ばな く な っ て い る 実態が見 ら れ る 。 事例 I では， 教師や保護者の巡

回等の対策が実施 さ れて い る が， 生徒の問題行動はおさ ま ら ず， 教師が対応 し切れな い， いわ

ゆ る 荒れた状況の中で， 死に至る よ う な陰惨な い じめが発生 し て い る 。
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事態に対す る 重大性 と 切迫感が乏 し く ， 一致協力で き な い指導体制のため， 暴力行為等の回

止がで き ず， 結果と し て異常事態を放置す る こ と に な っ た と 考え ら れる。 さ ら に. 授業が生徒

一人一人に応 じ き れないで行われた り す る ため， 学業不振や学習不適応の生徒が問題行動を起

こ し た り す る こ と も あ る 。 学習指導の在 り 方について も 工夫 ・ 改善が見 ら れず， 指導体制や教

師の意欲や指導力の低下 も 荒れた状況を 引 き 起 こ す要因であ る と 考 え ら れ る 。

(ウ ) 学校や教師への信頼の喪失

事例 I で は， 学校内で生徒が教師に助けを求めた際， 教師が い じめた生徒か ら暴行 さ れる事

態が発生 し て い る 。 一方， 保護者に対す る 助言 も ， 転校や警察への連絡 と い っ た， 外部機関に

依存する傾向が強 く 見 ら れ る 。

こ の よ う に， い じめに学校や教師が適切 に対応で き な い場合， 保護者や子供は. 学校や教師

への信頼を喪失 し， い じめの解決が ま す ま す困難にな っ て い る 。

保護者や子供が学校の対応につ い て どの よ う に受け止めて い る か， い じ めの事例を集約 して

み る と 以下の項目 に大別で き る 。

① い じ めの事実を把握 していない， 事実を認めて く れな い な どの閉鎖的な対応

② 解決に時間のかか る こ と を強調 して， 迅速な対応を し て く れな い， い じ め ら れてい る つ

ら さ を理解 して く れな い な ど， 子供や保護者の心情を く めな い対応

③ 当事者間の問題 と した り ， 担任をかば っ た り す る だ けの消極的， 責任回避的な対応

④ 型どお り に話を聞 く だけであ っ た り ， 個別指導をせず、全体指導だけに終わ っ た り す る な

ど形式的， 表面的な対応

⑤ 学校に訴え て も ， そ の と き 対応 し た者どま り に な っ て し ま う . 進級 し て担任が替わ る と

情報が引 き 継がれな い な ど非組織的な対応

⑥ 学校に訴えて も その 後 ど う な っ て い る か連絡がないな ど無責任な対応

⑦ 校長に訴え て も 教師の姿勢が変わ ら な い， 指導に取 り 組んで く れたが効果が表れな いな

ど資質や指導力 に対す る 問題

(4) ま と め

学校教育が子供た ちの変化に対応 し き れな い こ と に よ る ス ト レ ス の増大がい じめの増加の要

因であ る と 考え， 子供た ち の変化の様子 と そ の変化に対応 し き れていない学校の実態を探 っ た。

そ の結果. い じ めの予防や解決を図 る た め に は， 学校は次の よ う な子供たちの変化につ いて

十分認識 した上で教師の指導力や組織的対応の向上な どに努め る こ と が重要である。

① 子供たち の学校や教師に対する 信頼の低下

② 子供た ちの正義感や規範意識等の希薄化

③ 子供たちの思いや り や いたわ り の心の喪失

④ 子供た ち の 自 己抑制力の低下， 社会的能力の低下

⑤ 子供た ちの同質化傾向や閉鎖的な仲良 し グルー プ化傾向

⑥ 子供たちの消 費型価値志向， 享楽的な生活志向. せつな的な遊び志向， 暴力容認傾向

⑦ 子供たち の学習塾や予備校な どの通塾時間の増加と 自 由時間の減少

⑧ 子供たちの学校 ぎ ら いの増加
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4 校長の リ ーダーシ ッ プと校内指導体制の確立
( 1  ) い じ め解決に向け た学校の指導体制よの課題(1 )

こ れ ま での 「 も のが言えな い子供たちの実態J r子供i 保護者の学校への期待 と 失望J r子

供の変 化 と 学校J の 各視点、で挙げ ら れた課題を 「 い じめ解決に向け た学校の指導体制の在 り 方J

と して下記 に ま と めた。

:三. ，三;三: 誌 ぷ;記叩溺芯泌お議総議1糊附忌淵揃向鼠;倣磁雌恭榊紫鰍犠伽;均ぬのぬ強悌導総体側告制枇リ昨ω土主凶ぬ槻ぬ課欄欄題憲憲録出;三以以..三ぷぷ;三三ぷ三:三;山;日三 山泌渋.. 三三訟.. 三主 .. 三..以... . 泌 :，:，:1 
': j . � . � �示也李保題 兜壷 i j ;l γ j泌G広似: 川什 均 桝隷級肉でめめi喜孤島ヨ孟主弱例4蝋t:: :: ::泌...ぶ

.. . . .. .課題@.::! 滑然減発在を認桜 汗蕗巻町や葛藤委感��獄;持��安定:挙協鵜府保持期[縄三i:U!Hjj: j:!j!:::n!:j:::î
...... . .霧題�Yn薄型産迄保護者注 割減栓会主: 期連携耐の網鯵綾 と三以:三;
:泌.. 三三む引ぷ.. 三渋.. .三.. 三.

..
謀謀題;@⑦�j三j三:第傑φ指導灘監l惇主1弱当 L防: �うj境?詰窓芯P笥笥禁絞: ぷ陪溺!蒙ま蒙! 議濁渡窃鋼稀.. ... .. .ぷ..-

.
託..主. ..三♂.三三誌 誌ぷ三主三

. . 三三φ:三芯ミ三.. . 主.. 三 三宗芯.. ミ三誌 三三三."三 .. 三j: j�j� j� � �: � �;l ��� � i1� lぶ+:TJ
E"Si::n 烹 j傑ぬ変化法第妓
:三課題�F ::: J担掌� �;:生徒j婚社会的:能力構 麿'E!搬骨Jお:ω賛成長

謀議⑥.. . . 潟遣ささ 議長僚り恩川 議*)，: 経蕊議惑の寝成以 ロ ー: :: ; :; :: j: :; �: ::: : ::J 
; 錦織 明言卒後記閉経糊的おじ

(2) 事例 I にみられる学校のもつ課題

ア 事例 I における校内指導体制上の課題

事例 I の学校では， 授業妨害 ・ 授業抜け出 し ・ 施設破壊 ・ 教師への暴力等， 生徒の問題行動

が多発 していた。 こ の よ う な学校におけ る 問題行動の陰 に は， 生徒を死に追いや る 深刻な い じ

めが存在 しがちで あ る 。

【表 1 】 (p. 82) や こ れ ま での検討か ら も分かる よ う に， 学校内 に お いて も A 男 に対す る い じ

め は相 当 に深刻であ っ た。 r い じ め J と 言葉に は表現 していな いが， 教師等は少な く と も A 男

か ら の訴え を直接受けている。 ま た， 深刻な い じ め と 判断で き る場面に も 教師は遭遇 し て い る 。

生徒の問題行動の沈静化に追われ， い じ め に 目 が向かな か っ たのが当時の学校の状況 と 思われ

る が， こ こ に生徒を死に追いやる事件を招 いた大き な問題があ っ た。

し か し な が ら ， 事例 I の学校において生徒の問題行動を沈静化 さ せ る ため， 以下の努力がな

さ れて い た。

例 え ば

0 空 き 時間の教師の校内見回 り

。 授業を抜け出す生徒を連れ戻す指導
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。 2 年保護者有志に協力を依頼 し 授業中の廊下等の巡回活動

。 保護者会を再三開催 し家庭での指導の依頼

。 B 男 ・ C 男 CA男への い じ めの中心 と な っ た生徒〉 を校長室に呼び， 使い走り について

A 男 に謝罪さ せ る と と も に厳重注意の指導

。 問題行動を把握 し た ら担任へ連絡 し 同時に学年単位の打合せ， 生徒部会会議， 教師全

体に報告す る マニ ュ ア ルの存在

。 担任に よ る B 男 ・ C 男の問題行動 C A 男へのい じめ等) に対す る 保護者への指導依頼

( た だ し B 男 ・ C 男の保護者は担任の期待に こ たえた対応はな く 問題行動は改善 さ れな か

っ た 〉

。 担任に よ る A 男の保護者への指導依頼 (ただ し A男の保護者は担任の期待 に こ たえ た

対応は な く . A男の悩み等の解消 はな さ れな か っ た〉

な どの対応であ る。 しか し 学校の荒廃及びA男に対す る い じめの状況は悪化の方向 に向か

っ た。

ま た. 事例 I にかかわる様々 な情報収集の中から次の よ う な校内の状況が把握で き た。

女 学級編成の際. A男の担任 は B 男 ・ C 男 (第 l 学年時に問題行動があ っ た生徒〉 を 自 分

の学級に 在籍 さ せた。 その背景に は学年主任 と い う 立場が関係 していた。

女 学年の教師聞に年齢差 も あ り ， 若い教師の学年主任学級への支援が不足 し た。

* 第 2 学年 (A男の在籍学年) は特定の 曜 日 に非常勤講師が集中 し 変則的な時間割の組

み方や指導の不徹底を避け られな い状況に あ っ た。

し か し 下記の よ う な組織 ・ 指導体制上の課題 (・印) が残る0

. 校長 は じ め教師集団がい じ め に 目 を向けてい ない。

- 多 く の教師の 目 が問題行動等への対応のみ に 向 き . A男の心の痛み苦痛を本心か ら共感

的に理解 していない様子

・ 学級内 ・ 学校内でA男の孤立状況をつ く っ た学級 ・ 学年経営

. 養護教諭と 担任や他の教師 〈校長を含む) と の連携不足 〈教頭と はあ る程度連携)

・ い じ めに対す る組織的対応 (協力体制〉 の欠知

- 問題行動等への対応の際， 学年 (学校) の全教師が指導 に 当 た る 場面の欠知

. A 男の状況や B 男 ・ C 男 ら の問題行動を担任に知 ら せ る だけの担任任せの指導体制

・ 保護者や一部の教師の指導 に依存す る体質 (問題行動生徒 に対 し指導不可能な教師の存

在 と 一部の教師のみが活躍せ ざ る を得な い生活指導体制)

・ 関係諸機関 と 連携 し た指導の欠知

. 校長の リ ー ダー シ ッ プの欠如

- 学校 と し ての具体的改善策が十分に考え られていない。
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イ 事例 I における課題の背景

(7) 教師と し て必要な人権感覚の問題

「 し 、 じ めの場面J は教師 も 目 に し て い る 。 例えば， 子分的な扱い， 縛 っ て棚にのせる 行為.

買 い 出 し 教室でのエ ア ガ ンでのね ら い撃ち， 飛び蹴 り の標的， 異様な姿の強要， 廊下での踊

ら さ れ等々 であ る 。 教師と してすべてを見過 ごす こ と はな い も のの悪ふざけ と して不問 に し て

いた様子が う かがえ る。 冗談 と 称 し て こ れ ら の行為を助長する 発言や， 迎合的に加担 ( 例 え ば

葬式 ごっ こ 〉 す る こ と も あ っ た。

事例 I に限 らず学校での教師の姿に は， 時と し て生徒への侮べつ ・ ち ょ う 笑的な態度や， 生

徒の人格を傷付け る教師の言動が見 ら れる。 なれ合い か ら か， 一時的な迎合か ら か， 教 師 と し

ての人権感覚が不足 し て い る と恩われる こ と があ る。

教師 は評価 (欠点是正の評価観〉 に慣れ 評論家にな っ て い る こ と も あ る 。 さ ら に は， 否定

的評価を し が ち にな る こ と も あ る 。 生徒 (人間〉 の人格 ま で を も評価 し否定 して し ま う よ う な

意識が潜在化 していな いか， 教育者 と して不適切な言動等は な し 、 かな ど， 改めて見直 し て み る

こ と は大切であ る 。

( イ ) 学校の主体性発揮の問題

本事例校において も ， 問題行動の沈静化に向けて様々 な努力を していた。 例えば， 廊下巡回

活動， 保護者への指導協力の依頼， 保護者会の開催， 問題行動を起 こ す生徒の保護者への指導，

い じ め ら れ る 生徒の保護者への対応などである。

校内研修会な どで家庭や社会の教育力の低下を 嘆 く よ う な意見を よ く 聞 く 。 r保護者や社会

が悪し 、から」 と い う 結論で具体的方策が提示 さ れず， 学校 と し て は精一杯や っ て い る と し た 雰

囲気で研修会が終わ る こ と があ る 。 一方で学校は連携と 称 し 保護者会での協力依頼， 校内巡

視の協力依頼. 家庭への指導依頼など， 家庭 ・ 地域社会の教育力に依存 し て い る 様子 も う かが

え る 。 本当 に家庭 ・ 地域社会の教育力が期待で き ないのであれば， 学校が生徒に何がで き る か

を検討 し な け れば具体的な指導はで き な し 、。 学校の実態に応 じ た指導方針がで き て初めて家庭

. 地域社会 と の連携が可能 に な る 。

し たが っ て， 学校の主体性が発揮 さ れな ければ， い じ め も 家庭 ・ 地竣社会 と 連携 して解決す

る こ と は不可能で あ る 。

(ウ) 教師聞 の連携 と 校内指導体制 の問題

「 イ 地域や社会の変化J (p. 99) に見 られる よ う に暴力容認と も思える低俗なテ レ ビ番組

や図書な どの氾濫は， 精神的に も 肉体的に も発達の過程に あ る生徒に悪影響を与え る こ と が多

い。 ま た， 子供の規範意識の低下 も 問題視 さ れて い る。 こ の よ う な子供た ちをめ ぐ る状況の中

で. 自分の体力を持て余 し健全に発散さ せ る こ と がで き な い生徒 も い る。 教師な ら ば 自 分の指

導 に 自 信を失 っ た り 無力感を抱いた り し た体験は， だれに で も あ る 。 こ れ ら の こ と は生活指導

主任の言動か ら も十分に伝わ っ て く る 。 し か し 教師が指導を放棄 し たな ら ば教育は成 り 立た

な い。 教師 と しての使命感， 憤 り に似た正義感などが教師の行動力を支えてい る 。

事例 I の学校では， 問題行動を見た ら 担任に知 らせたのは事実であ る 。 し か し 担任に責任

が集中 し て い た と の見方 も で き る。 多 く の教師は校内巡回 も し た し 注意 も し たのではあ ろ う

が. 判決文か ら は学年や学校と し て組織的に対応 した様子は見 られず終始担任が対応 し て いた
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よ う に 思われ る。 多 く の教師が形式的な対応に終始 し 問題行動を起こ す生徒への直接関与を

で き る だけ避けよ う と し た と も 考え ら れ る 。 担任は， い じ め に あ っ て い る生徒， 周 り に い る 生

徒 と 類似の心理であ っ た こ と と 恩われる。 気持ちの問題 は 目 に見えな い も のではあ る が人に伝

わ る 。 こ れが児童 ・ 生徒に も 影響を与え る と と もに， 教師聞の信頼や支え合い， 連携に大 き く

影響す る。

共 に支え合い一体 と な っ て生徒指導に 当 た る学校の指導体制の確立は.

る 個 々 の教師の使命感その も のが前提に あ る。

(I) 校長の リ ー ダー シ ッ プの課題

事例 I の判決文に校長 と い う 文字は一度 も 出て こ ない。 しか し 事例 I にかかわ る様々 な 情

報 を検討 し 校長 と しての在 り 方を見直す観点か ら課題を探っ てみた。

校長が校内組織を決定す る の に際 してj 年齢重視 に よ る主任等の決定は していなか っ た

か。 教職員そ れぞれが も っ指導力 (個性) 等を十分 に考慮 し た か。

学年の年齢構成や講師の配置等に不均衡や不備はなかっ た か。

組織を機能 さ せ る と い う こ と は どのよ う な こ と か具体的に考えてい たか。

A男の深刻な い じ めを知 っ て い た か く校長 と してい じ め と 認識 していた か) 。

教師の指導の限界を どの程度に考えて いたか ( も し， 現状が教師の指導の限界を超えて

い た と 判断す る な ら ば， 具体的対応策を どの よ う に考えていたか。 ま た は， ど こ に相談 し

よ う と して い たか) 。

関係諸機関 と の具体的連携 は考えたか (判決文か ら は保護者や地域社会への協力依頼は

あ る ) 。

. 教育委員会への相談や連携は十分であ っ たか。

な どが課題 と して考え られる。

い じめ解決に向けた学校の指導体制上の課題(2)

「 事例 I に 見 ら れ る 学校の も つ課題J で は前述の r(1) い じ め解決に向け た学校の指導体制

上の課題(l)J に加え， 下記の よ う な課題が い じめの解決や い じ めがエ ス カ レ ー 卜 す る 深刻化の

問題 と かかわ り が深 い こ と が う かがえた。.

自 ら の責任を全 う す

• 

-
A'
A'
A'

 
• 

ウ

課題⑬. . 紫綬街荒艇の繕:惇存註歩者深刻起 い じめ :

会 : 懇題⑫. . 鞠闘の協力:体制り突如;材陣誌が機能 t. :tjj. い紫綬の実態 三 ー .... .

課題証露出校長め;日 頃 ダー�: 説 ヨ .j1'\の璃題

学校立て直 し の経緯

事例 I の学校では生徒 ( A 男 〉 の 自 殺を契機に校長 ・ 教頭を含む大幅な教員の人事異動があ

り ， そ の上で生徒の問題行動の解消 を 目標に学校の立て 直 し に取 り 組んだ。 そ こ に は， 指導体

制 ・ 組織上の課題を克服す る様々 な活動が見 られる。 い じ め は どの学校に も現に あ る 。 学校立

て 直 し の経緯 〈実践〉 か ら ， い じ め解決の参考及び日常の学校教育を見直す視点で考察を加え

(3) 
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ア 学校立て直 し の具体的実践 (概要)

学校の荒廃の陰に は深刻な い じ めが存在する可能性が高 い こ と が こ れ ま での事例 I を中心と

し た分析か ら も分かる。 【表 6 】 は， 課題⑪ 「学校の荒廃の陰に存在す る 深刻 な い じめJ に こ

た え た実践 と も言え る 。

【表 6 学校立て直 し の具体的実践の概要】

校長の リ ー ダー シ ッ プ
(@ : 活動内容〉
(大 : 具体的成果〉

。明確な経営方針
の提示

①授業の充実
②生徒理解の深化
③保護者 ・ 地域

と の連携
・ 対生徒 (朝礼時)

学習 ・ 自 己理解の大
切 さ の指導

- 保護者 (保護者会)
に経営方針等説明 し
協力を依頼

。区教委 と の連携
・ 一般訪問要請等
・ 教育長， 指導室長，

指導主事の行事等へ
の参加依頼 (学校改
善の指導 ・ 評価〉

・ 指導主事訪問依頼
. 研究集録増刷依頼

。 リ ー ダー育成と
生徒の 自 信育成

. 中体連参加者激励
会場巡回 ・ 以降継続

女体育大会の集合状況
が向上

古区総体駅伝優勝
- 生徒の努力賞の設置
. 健康優良賞の設置

。校長の活動
・ 指導方針に則 し た

朝礼の講話
' A 男宅の家庭訪問
- 不登校生徒への

個別指導
. 各種地域活動への

参加
. 校長室だよ り の発行
. 卒業生来校への対応
・ マ ス コ ミ ・ 団体対応
. 通知表の総点検
. 勉強をす る気にな ら

な い子への個別指導
• 1 年前の事件の新聞

指導体制 ・ 組織

教師の活動 ・ 生徒の活動 (・ : い じ め〉

。教師聞の連携
・ 経営方針に基づいた各学年の指導方針. 生

活指導基本方針策定
・ 拡大学年会の実施

・複数教師対応の生徒指導
無断外出に よ る ジ ュ ー ス買い出 し指導
女子い じめ グループ指導

・合同学年会 f い じめグル ー プ指導についてJ
. 校務運営委員会での反省

。学校聞の連携
・ 小中学校 と の連携

教師間情報交換。 養護教諭の小学校訪問
. 近隣学校 と の連携

生徒の接触状況の把握等
. 高等学校 と の連携

高校側の運動会協力等

。校内研修の充実
・ 相互の授業参観計画 ・ 実施
・ 小教諭 ・ 保護者に対す る公開授業の実施
・ 生徒の実態把握 (調査 ・ 観察〉
・ 日 曜授業公開 (古参加者多数)

・事例研究
fい じ め と 対処の実際J

. 教育成果の確認 ・ 反省
r 4 月 以降の指導経過 と 今後の展望J

・ 教育相談 と 生徒指導研修 ・ 学級経営研修
育研究集録に詳細記述

。生活指導の重視
・ 担任 に よ る個人面談
- 教師 と 保護者 CPTA) と の一声運動
- 学校改善重点指導 : 全教師で役割分担を し

朝礼の正常化 目指す (カ朝礼の様子向上)
・ 学習 : 質問教室の実施
- 生活 : rJJツキバヲタJ の あ い さ つ是正への指導
， 夜の地域懇談会な ど各種地域活動への参加
. 夜間学級集会の実施
. 生徒の教育相談 ・ 進路相談の実施
- 地域からの 情報への対応例 : 空 き 地での空 き 缶

投げ捨て対応 (吟学期末大掃除)
古学習状況の改善
食遅刻等の改善

。自 ら の資質向上意欲
- 区研究指定校を受け る 〈実践即研究を確認〉
. 教育相談研修への参加
・ 児童福祉司来校

一 109 ー

保護者 ・ 地域社会
・ 関係諸機関

と の連携

。おや じの会活動
. 体育祭への協力
・ 生徒保護者参加

の夏祭開催
- 球技大会の実施
・ 歩 こ う 会の実施
. 餅っ き 大会実施
・ ロ ッ ク 公演会
- 生徒激励大看板

作成

。関係諸機関
と の連携

. 児童福祉司来校
・ 指導主事来校
- 生活指導相談員

来校
' P T A地域

委員会への出席
. 警察と の連携

学警連， 防犯課
・ 区役所 と の連携
. 地教懇小委員会
・ 小中 5 校地域連

絡会

。 P T A 活動充実
・ P T A総会
• PTA バレイ-J�大会
. 学校 ・ 家庭での

指導内容検討会
' P T A地域集会
・ P T A役員一学

期反省会
- 中 P 連バ レ ー ボ

ー ル大会

。保護者 ・ 地域
社会 と の連機

. 早朝地域清掃活
動 〈継続)

- 生活指導だよ り
の配布 〈保護者
の意見反映〉

・ 夜間学級集会
・ 夜間学級懇談
. 臨時保護者会
・ 家庭教育学級



再報道への対応
. 校長お別れ授業

。職員会議
・ 臨時職員会議

生徒の問題行動への
即対応確認唱 具体的
対応方策の検討

- 女子生徒のい じ め問
題の課題の検討

・生徒指導成果の検討
反省
ゅ心の育成などの

課題確認
・ 学校評価 : 行事の活

性化。 生徒主体行事

。経営方針等の確認

生徒の個別指導についての助言
食全国特別活動研究大会で発表

( テ ー マ : 本校での朝礼指導経過)
. 区指定校公開授業

。行事の活性化
美化活動 ・ 運動会と 地域の協力 ・ 修学旅行
と 生徒の活動→ 自主活動 ・ 駅伝大会 ・ 全校
マ ラ ソ ン大会 ・ 少年の主張発表会 ・ 生徒会
主催早朝清掃 ・ 新年抱負発表会 ・ 地教懇 と
生徒 と の懇談会 ・ 合唱 コ ン ク ール ・ 校内大
清掃 ・ 百人一首大会

。生徒会活動
・ 生徒総会 (食意欲的な意見が出始め る )
・ 生徒会 と 協力 し た朝礼指導 ・ 生徒会主催早

朝清掃 ・ ベルマー ク 集め ・ 生徒会座談会 ・
球技大会 ・ 清掃 コ ン ク ー ル

・ 学期 ご と に年度当初 | 。委員会活動
の経営方針及び指導 | ・ 生徒会主体の朝礼運営委員会 ・ 修学旅行実
方針の確認 と 徹底 | 行委員会 ・ 学年奉仕活動 ・ 地域清掃活動

イ . 学校立て直 し期における指導体制及び組織

(7) 教師の資質向上

(教師が講師〉
・ 全校保護者会
・ 校長だよ り 発行

(夏休み中 も 〉
. 夏休みPTA. 地区

委員会情報交換会
• PTA 地域懇談会
. 地区教育懇談会
・ 学年学級懇談会
. 家庭教育学級
・ 修学旅行保護者

会
*地域の教育力の

発揮
生徒に悪影響を
与え る公園整備

台地区小委員会で
中学生 と の話合
い活動

・特別保護者会
テーマ : し 、 じ め

グルー プの指導
女保護者か ら の働

き 掛け
〈教師切懇談会)
. 三者面談

事例 I の学校では立て直 し に 際 し て 【表 6 】 の よ う な様々 な取組みを行 っ て き た。 それは，

問題行動の頻発す る 中， 報道機関への対応や社会か ら の評価な ど， 身体的 ・ 精神的な圧力を珂

服 し， 教師の使命感に支え られた学校の懸命な実践で あ る 。 そ の 中で教師 と して必要な人権感

覚の高揚を は じ め， 様々 な資質の向上が図 られていた。

その具体例 と し て. 生徒理解を ス ロ ーガ ン に教師 と 生徒 と の人間的交流の促進. 行事等の活

性化， 生徒 と 教師， 生徒相互の人間関係を深める 場の設定な どがあ る。 そ の中で， 生徒会など

生徒の 自 浄作用を活用 し つつ， 生徒と 交流 し 教師 自 身が 自 ら の指導を振 り 返 り つつ教師 と し

ての在 り 方を模索 してい る 様子が う かがわれた。

ま た. 校内研修は じ め多様な形での研修を充実させて い る 。 い じ めを取り 上げた事例研究の

校内研修会は じ め， 指導主事 ・ 児童福祉司 ・ 教育相談員な どの活用， 保護者や地域の人々 と い

じ め等を共に考え る場の設定， 学期 ご と の具体的指導の反省及 び改善 ・ 重点的取組み事項の検

討等， 教師と し ての資質向上を 目 指 し た活動が常時行われて いた。 さ ら に は， 研究発表 と い う

形で東京都及び全国で 自 ら の取組みを多 く の教師に (世に) 問い， 一層意義あ る実践を構築 し

て い こ う と す る姿が見 ら れた。

校長の経営方針の中の第一は 「授業の充実」 であ っ た。 教師 も こ の方針に こ たえ， 様 々 な指

導の工夫や努力を重ねた実践を行 っ て い る。

こ の よ う に， 教師と し て 自 らを高めよ う と する姿勢は何よ り も 重要で あ る 。 こ の教師の姿勢

が学校の立て直 し に有効に機能 し て いた。

- 1 10-



(イ) 教師聞の連携 と指導体制

い じ めや校内暴力等への組織的対応の在 り 方については多 く の学校で検討 さ れて い る 。 そ の

中 に は事件が起 き た場合の具体的対応手順 (例えば， 廊下等で問題が起 き た と き の具体的対応

手I1固な ど〉 も あ る が， 要は， 組織的対応が機能す る か ど う かであ る 。 事例 1 C学校立て直し前)

に おいて も 組織的に対応する よ う な マ ニ ュ ア ルはあ っ たが， 実際に は機能 して いな か っ た。

事例 I の学校の立て直 し の時期に起 こ っ た い じ め対応の経過を 【表 7 ] に示す と と も に， そ

の考察を加え， 組織を機能 さ せ る 方策を採 る 。

【表 7 い じ めへの取組み】

学校立て直 しの具体的実践 【表 6 】 (p. l09---p. 1 10) の中で起 き た い じ め解決事例

【事件】 中 2 女子数名に付和雷同 し た同学年女子生徒が， 中 l 女子 l 名を休み時間や放

課後に再三更衣室に呼び出 し罵声 ・ 暴行に よ る 陰湿な い じ めを行っ た。 r上級生に

挨拶 し な い ・ 上級生の悪口 を言 っ た ・ 生意気 ・ 自 つ き が悪い」 等 々 の理由 に よ る 。

指導経過 ・ 課題

* 2 年担任が察知
O事情聴取

担任 ら で分担 して関係生徒を個別に事情聴取。
- 自 分た ち も l 年の時に上級生か ら何回 も や られた。

指導 し て い る のだか ら悪 く な い と 正当性主張
( い じ め中心 グルー プの存在)

・ 教師が生徒と 根気よ く 話 し合 う 。 生徒た ち に行為の
非を理解 さ せ る 。 次第 に神妙 に な る 。 二度 と し な い
こ と を約束させる。 吟教師はホ ッ と する。

; … 指導時の生徒の気持ち分析 ー
; 何で も い いか ら 早 く 開放 さ れた い ( そ の場 し の ぎの ;
; 気持ち〉 ・ なぜ私た ちだけが こ ん な 目 にあ わ さ れる i
; のか く し か ら れ る の か > (不満の気持 ち 〉
. . ・ ・ ・ ・・・・ーー ー ・ ー ー ー ー ・ ー ー ・ ・ ー ・ ・ ・ ・ ・ ー ー・・・・ ー . . ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ .・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ・・・・・ー. . �. . . 

考 察

。 「学年全体で対応J と し た
校長の方針を反映

吟 学年全体での対応
。 事実の確認
E令 分担 し て個別に事情聴取
。 生徒の言い分把握
。 慣例の正当性打破
吟 時間をかけ た説得
ゆ 指導の評価

説教であ り 生徒の心に 響
かなかっ た指導の反省
生徒の気持ち を分析

。 指導効果の冷静な評価
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女い じ め再発覚 ( 3 度 目 〉
呼び出さ れた時点で発覚。未然防止

O保護者 と連携 し た指導
保護者は関係な い等， 生徒激 こ う 。 毅然 と して事実
を保護者に伝え る こ と を指導。 保護者の来校を生徒
か ら伝え さ せ る 。 ゆ 全員の保護者の来校に成功

時 保護者 と 連携 し た指導
・ 保護者 と 生徒 と の話合いの重視
r 生徒の過ち は保護者の責任を実感 さ せ る (保護者

の謝罪 ・ 金銭の支払いな ど〉 。

。保護者や地域 と の連携を基
本 と し た校長方針を反映

。校長の学年支援体制
。 未然防止 : 教師が守 っ て

く れ る信頼感
。 指導方針の徹底
。 生徒か ら保護者に連絡

(状況に よ る 〉
。 担任の熱意
E令 指導に生徒 と 保護者の関

係活用

c* : い じ め事件 時 : 左記の指導経過 ・ 課題の考察 。 : 校長 (教頭) の支援〉
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【表 7 】 (P. 1 1 1) か ら は， 組織が有効に機能す る た め に は， 教師聞の連携や教師の資質の問

題 も大 き いが， 校長の リ ー ダー シ ッ プが多分に影響す る こ と が読み取れる。

(ウ) 学校と保護者 ・ 地域社会及び関係諸機関 と の連携

学校 と 保護者 ・ 地域社会と の連携に も 多様な活動が見 ら れ る 。 事例 1 (学校立て直 し前〉 で

も 連携は見 ら れた。 し か し 【表 6 ] (P. 109) が異な っ て い る の は学校が主体 と な っ て保護者や

地域に働 き 掛けてい る と い う 点で あ る 。 rおや じの会J な と、地域が立ち上が っ た活動 も 見 ら れ

る が， 多 く は学校が主体 と な っ て連携を図 っ て い る 。 校長は じ め教師の献身的な姿そ の も ので

は あ る が， 学校か らの積極的な 働 き 掛け に よ っ て公園整備活動や中学生と の話合い活動等， 地

域 と しての 自 主的活動 も 生 ま れて き て い る 。 そ こ に は， 学校の， 地域への一方的な依存， 文 は

地域に苦言を呈 し よ う と す る姿で は な く ， 地域と 一体に な っ て指導 して い こ う と す る 姿が感 じ

ら れた。 そ れが地域にお いて. 学校の子供は地域の子供 と し て指導 し見守る姿を形成 し て い っ

た。 その要点は校長の リ ー ダー シ ッ プに あ るが， 地域 と 接 し地域か ら学びそ して何よ り 学校の

あ る地域を愛 し大切に して い こ う と す る 教師の姿そ の も の にあ っ た よ う に と ら え ら れた。

ま た. 警察の防犯課 (少年係〉 や少年セ ン タ ペ 児童相談所， 教育相談所な ど様々 な機関 と

の連携， さ ら に は近隣小学校や中学校 ・ 高等学校に も教師自 身が足を運び情報交換を行 う な ど

教師の意欲的 ・ 献身的な姿が見 ら れた。 そ して， 教育委員会 と 一体 と な っ て学校を立て直そ う

と す る姿があ っ た。

(工) 校長の リ ー ダー シ ッ プの発揮

【表 6 】 の学校立て 直 しの具体的実践は校長の リ ー ダー シ ッ プの在 り 方 と い う 面で と ら え る

こ と がで き る。 r学校の正常化な く し て い じ め はな く な ら な いJ と の校長の理念の下に学校再

建に取 り 組んだ。 校長の明確な指導方針 (①授業の充実 ②生徒理解 ・ 自 己理解の深化 ③保

護者 ・ 地域 と の連携〉 の下， 教師及び学校関係者が一丸 と な っ て学校の立て 直 し に取 り 組んだ

事例で あ る 。 こ の姿は， ま さ に課題⑪及び課題⑬(p. 108) に こ たえ る 内容であ っ た。

ま た， 立て直 し に取 り 組んだ校長の話か ら は， 校長の リ ー ダー シ ッ プが十分に発揮 さ れ る た

め に は， 下記の よ う な条件 も大切であ る こ と が う かが い知れた。

毅然と した教師の態度 ・ 教育愛 (温かさ ・ 優 し さ の凝結 し た強 さ 〉

学校職員全体の協力体制 〈円滑な人間関係〉

リ ー ダー の育成を 目指 し た行事や生徒会活動等の活性化 (活気の あ る学校の雰囲気〉

「おや じの会J を は じ め と す る地域と の協力体制

区教委及び関係諸機関の活用 ・ 連携

ま た， 朝礼での講話， 生徒への直接指導， 校長室だよ り の発行な ど， 校長自 らが活躍す る 場

面 も多 々 あ っ た。 ま た， 明確な指導方針の提示， 教師や学年の指導への支持 (援助) . 教師や

学年か らの相談への助言等， 教師か らの信頼感を基本 と し た校長の教師 〈学年〉 への支援が特

に 有効 に機能 し た様子が見 ら れた。 こ れは， 校長の方針の下， 聞かれた学校へ と 向か っ た正常

化への歩みであ っ た。

こ の よ う な学校再建に向けての取組みか ら い じ め も 減少 して い っ た。

なお. r校長の リ ー ダー シ ッ プJ について は， 【表 8 】 のい じめ解決事例等を踏 ま え， 以下

で具体的に考察す る。
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(4) い じめ解決への手掛か り

ア い じ め解決事例の概要

これまで， 事例 I を中心に 「 ものが言えない子供たちの実態J r子供 ・ 保護者の学校への期
待と失望J r子供の変化と学校J から校内指導体制の確立の視点で課題をと らえてきた。 ま た
課題の背景にある様々な問題について， 事例 I の学校の立て直 しの経緯から解決策を考察して
き た。

こ こでは， い じめ解決事例を検討する中からいじめ解決及ひ'予防について校長の リ ーダー シ
ッ プと校内指導体制の確立の視点から考察する。
なお， 【表 8 】 は各区市の生活指導主任研修会等における資料， 実践事例などの中から い じ

めに類する内容を収集し， ま とめた ものである。
【表 8 い じめ解決事例】

指導のポイ ン ト | 事例 (背景 ・ 発覚〉

〈企 : 課題)

い じめ解決に向けて
解決 ・ 予防の | 校内指導体制

〈宵 : 発覚) ， 手だて ， ... : 課題 食 : 校長のリイ-:;-11
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【小 4 女 ・ い じめ】
OA子の命令下， 輪

番制のいじめ
OB子への集中的な

い じめ

女図書館に人権を損
な う いたずら書き
を発見

【小 5 女 ・ いじめられ 】
O前学年からA子へ

の継続的い じめ
・ 不潔， 動作のろい
意思表示しない等
のいじめ

- 保護者がこの子11かわい
くない」 の言動の教師
と しての受け止め

女進級で発覚。
担任のいじめ認識
の相違

0学校一斉調査 1 0全校指導体制でのい じめ指導
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導の充実 ! ・ い じめる側と して指導される
(正義 ・ 勇気の | 保護者の心理の理解と指導の
育成) 1 在り方

0担任の指導方 1 0学級集団の育成
針の明確化 | ・ 担任と児童 ( リ ーダー) との

・ 人権， 安全. 1 協力指導体制 (指導方針徹底
授業の侵害は i の一方策〉
絶対に許さな ー ・ リ ーダー育成と児童の自浄作
い指導方針 用の活用 (喚起)

0 リ ーダー育成 ・ 意図的にA子を入れた集団形
・ 担任がA子に 成と担任の支援
ついて班長会 O担任からのA子の保護者への
で話し合う。 助言指導

OA子への個別 | カ校長に報告。 い じめと して取
指導 | り組む (校長の指導 ・ 支援〉
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【小 5 男 ・ い じ め】 0児童理解 0保護者 と 担任 と の連携
企 い じ め と 認識 0前学年か らの継続 - 毎 日 の 日 記指 女校長の担任指導

し て も指導 し 的な い じ め 導に よ る 児童 保護者の養育の悩みを共感的
な い教師問題 . A 男による 金銭強要 の心の理解 に受け止め る姿勢の育成

- 物隠 し ・ 仲間外れ 吟 い じ め把握 女校長が担任 と の仲介役 と な っ
。校長 と 担任の | ・ いやが ら せ C A 男 OA男の保護者 た保護者と の連携

チーム ワ ー ク の指示〉 への対応 大校長の保護者か らの要望受け
企指導でき起かっ士旧担任 - 担任 と の連携 止め 〈客観的立場活用)

。 い じ め発見 ・ I *
�他教師知げ) - 校長が保護者 カ担任への伝達 ・ 指導 (校長 と

及び予防策 責進級で発覚 を主に担当 担任の信頼関係・トムワサ )
担任が替わ り 問題 O校長の担任へ 0児童理解 (例 : 日 記活動〉
が表面化吟校長 ・ の支援
教頭を ま じ え た A 0道徳 ・ 学級活 0道徳の時間等の充実
男の保護者への指 動の充実 い じ めの資料活用 ー 思 いや り
導 - 正義感の育成

ー .. . . . .. . ・ ・ ・ ・ ・ . .. . . .. .. .. _ . .. .. 畠 .. .. . . .. .. ー ・ ・ ー ー ・ ・ .. . .. .. . .. .. _ _ .. .. .. .. .. .. . ー .. .. .. .. ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ー ・ ・ e ・ ・ ー ・ ・ ー - ・ - - - - - - - - - - - - . - - ー ・ ー ー ・ ー ー ー - - - ・ - - ，・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ _ . . .. _

【中 ・ 男 ・ い じ め】 0 リ ー ダー の健 カ校長の リ ー ダー シ ッ プ
。教師の意識改 0グルー プ内 い じ め 全育成 - 教師間に あ る 「い じ め ら れ る

善 (雰囲気の - 意思の弱 い B 男へ 0道徳 ・ 学級活 側 に も 問題があ る J と し た発
是正) の制裁 動の充実 想の改善

• B 男が悪い こ と を - 重点的指導 0担任の正義感が徐々 に是正
。正義感等の生 し た と し て罰 を与 (正義感と 思 い 0道徳教育 ・ 学級活動の重視

徒指導を通 し え る (正義をかざ や り の心 と の - 友達聞の注意の仕方 ・ 援助の
た担任の意識 し た い じめ〉 。 双方の育成〉 仕方につ いての個別指導
改善 • B 男の使い走り - 人権尊重の指導
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。指導優先順位
の確認

0問題行動
・ 下級生への暴行 ・

脅 し
・ 授業抜け 出 し
・ 服装や遅刻の問題

。 リ ー ダーの育
成

【中 3 男 問題行動】
。校長の指導方 1 0 1 年時に 3 年か ら

針の徹底 | 同様の こ と を さ れ
た と い う 意識

。教師聞の協力
体 制 と 自 己啓
発

。生徒会活動の
活性化 (生徒
自 浄作用)

0問題行動
・ 暴行や脅 し
- 他者に l 対 l のけ

んかを強要す る
その他

0教師と の関係
改善

. 教師側か ら の
積極的接触

0校内巡視
・ 個別指導
・ グループ化防止
- 指導時の具体

的行動確認
0情報伝達経路

確認

大校長の指導方針徹底
背教師が生徒 と 触れ合え る 時間

確保の工夫
大校内巡視と 事件場面対応確認
大授業充実の方針
大指導記録の保存
大全体指導の在 り 方の基本 (全

体の場は ほめ， 注意は個別〉
O教師聞の協力 と 相互啓発
- 教師相互の報告 ・ 連絡 ・ 相談
・ 生徒の主体的活動の支援

なお， い じめ解決に至 らず苦慮 している事例を， 以下に示す。
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【中 ・ 女 ・ いじめられ 】
0解決困難事例 0解決困難事例 未解決 企C子への教師対応問題

- い じめ られ理由に - いたずら， 意地悪をする C子 |
.学校と保護者 転校 (学校と して指 を指導するが否認のま ま 。

との関係 . c子と教師との関 導に困ってい 企保護者の被害意識理解の問題 l
係悪化 る一事例〉 - 担任， 校長の責任を追及する

企関係諸機関の . c子の保護者と教 保護者の姿 (録音テープなど
相互支援の不 師との関係悪化 の持込み)
足と学校の孤 - 保護者の他機関へ - 教育委員会 ・ 警察への訴え
立化 の訴えが実らず悪 .関係諸機関の利用 (連携L _ I

循環 - 教委， 相談所等との連携問題 |

イ い じ めの解決 と そ の予防

い じめの解決の過程は， 事例によって多様で、ある。 一律に単純化して事に当たる考え方には
危険性がある こ とを前提に， い じめの解決及び、予防について言及する。

事例 I を中心に した分析では， A男の孤立の状況， 教師の児童 ・ 生徒理解， 教師の資質， 学
校の閉鎖性 〈地域社会 ・ 関係諸機関との連携) ， 学校における徳育軽視， 教師聞の組織的対応，
校長の リ ーダー シ ッ プなど様々 な課題が提示されたD

これらのこ とについてい じめの解決と予防の観点から考察する。
(7) 児童 ・ 生徒の多様な社会集団への所属

事例 I では， 生徒聞からの孤立， 保護者や教師から も救いの手が得られなかった状況， 地域
社会と もつながりのなかった様子などから， A男の様々な苦痛の中に， 精神的な孤立も含まれ
ていた。 友達をは じめ教師や保護者など大人との関係も絶たれた閉そ く 状況が， A男の死を招
いたと も言える。

児童 ・ 生徒が学校をは じめ地域社会の中でいろいろな集団に所属 し 多様な人間関係をつ く
る こ と は， 孤立状況を防ぐ意味において， い じめの解決や予防になる ものと考える。
学校立て直しの具体的実践 【表 6 】 (P. 109) においても生徒会や行事の活性化を通し， 個 々

の生徒の日常生活がグループ (友達関係〉 や学級集団だけでな く ， 清掃や球技， 早朝マラ ソ ン
練習などを共にする意図的な仲間集団が形成されていった。 ま た， 学校の地域社会との連携を
重視する方針から， 生徒は地域の異年齢の子供集団や大人との接触も密になっている。 学校の
立て直しの経緯の中で， い じめが減少していった背景には， 上記のよ うな生徒が孤立してい く
こ とを防止する要素があった。

ま た， い じめへの取組み 【表 7 】 (P. 1 1 1) においても， 少な く と も教師集団がい じめ られる
生徒との関係を保っていた。 い じめられる生徒の孤立を教師が防止し精神的支えになっていた。
さ らに保護者と協力 して解決に至っている こ と は， 生徒と地域社会や保護者との関係をつ く っ
ている活動と も言え る。

い じめ解決事例 【表 8 】 (P. 1 13) での リ ーダーの育成など 〈例えば班長の話合い ・ 新班の編
成など) は， い じめられている児童 ・ 生徒が安心でき る集団に所属させる意図的指導 (新 しい
人間関係の形成〉 である。 その他， ク ラ ブ活動や部活動で活躍の場を与えたり . 委員会や行事
などを活用 したいじめの解決事例は， 一定の集団への所属のみの状況から意図的に多様な集団
に所属させ， 閉そ く 状況を回避している事例と も言える。
多様な活動の準備や工夫等. 児童 ・ 生徒に様々 な集団に所属する こ とのでき る場の提供は，
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固定化しがちな人間関係を広げい じめ解決及び予防に有効と考える。 ま た， 学校のみな らず，
ボラ ンティ ア活動や地域の活動等， 児童 ・ 生徒が多様な集団に所属 し多様な人間関係をもっこ
と は， い じめ予防策のーっとなる ものと考える。

(イ) い じ め る 側の正当性意識の是正

い じめに限らないが多数対一人の場合， 多数が正義にな りやすい。 r葬式ごっ こ J の例に見
られるよ う に教師も判断を誤る場合がある。 テ レ ビや悪書の影響もあろ う が. 最近の児童 ・ 生
徒のい じめや問題行動には自に余る残虐性が見られる。 閉鎖的集団の中で， 多数が正義のよ う
な正当性が加味されれば少数者に対する残虐の度は更に増す。

い じめへの取組み 【表 7 】 (p. 1 1 1) の 2 度目のい じめ発覚の際の 「中心生徒の指導J に見ら
れるよ う に， い じめる側の生徒は教師たちの前で自分たちの正当性を実証 しよ う と さえ してい
るo それだけ， い じめる側の正当性への自信がうかがえる。 そのため， 教師は表中の 「理由J
に示 したこ とを背景に個別指導を続けた。 正義とは何かといった指導や多数で一人を追及する
こ と はい じめであ る こ となどの指導が個別になされた こ と と思われる。
ま た. い じめ解決事例 【表 8 】 (p. 1 13) で も人権侵害や児童 ・ 生徒の安全を侵害する行為は

絶対に許さないとい う教師の姿勢や， 暴力否定の毅然と した教師の姿勢は， 数や力の相対的な
正義を超えた絶対的な正義を教える場でもあった。 い じめにおいても児童 ・ 生徒の側に立って
考えてみる と， い じめる側に も正当性の主張が見られる場合が比較的多い。 これがい じめてい
る意識が薄い原因と も思われる。

と もすると多数が正義にな りがちである。 社会で許されない行為は子供でも絶対に許されな
いと い う毅然たる態度と と もに， い じめる側の正当性意識を是正してい く こ と もい じめ解決の
一方策と して重視したい。 (課題②④⑧ くp. 105 > への対応)

〈課題qゆ くp. 105 > への対応〉

(ウ) 児童 ・ 生徒の側に立っ た共感的理解

こ れは， 教師の資質の向上の問題でもある。 事例 I においては， 十分とは言えないものの，
い じめと して対応 していたのは担任であ った。 生徒の授業妨害や抜け出 しに目が向いていたの
ではあろ うが， 教師はい じめの場面に遭遇 していたと思われる。 これを単に担任に連絡するの
みの対応の背景には， A男の立場や状況， A男の苦痛を共感的に受け止め， 感 じる心が教師の
側に弱し 、実態があったと も言える。 と もすると ， 教師は f発達段階から生徒が自分で解決でき
る はずであるJ など， 安易に結論を出 して し ま う こ とがある。 客観的な立場での判断は大切で
あるが， 個々の児童 ・ 生徒の状況を十分に理解して判断をする こ とが求められる。
児童 ・ 生徒は教師が相談

的態度で接して く れる こ と
を願っている。 無気力な教
師や管理的 ・ 欠点追及的な
教師を敬遠し 熱意よ り も

れノ
一

仇N
一

っす。一
l年9一

心
がを

一

師

>

執

議
業
一

教

師

に
知

授
一

>

力

教動の
に
一

師
気

の清河肝心一
教無師

プ
部
教熱一
る
な
教

イ
・
・・一
いう
な

タ
:::l一
て
よ的

な
下
也一
しる
理

き
ーーよ
遠い
管

好
る
む一
敬て
る

の
会』
か
一

がつべ

徒
でつ
一

徒ま調

生
る
頼を一
生た
く

・
を
恒
三
・
もか

童か
て
持一
重て
細

児
アし
気
一

児つ
を

<
モ
との

一

く
あ
ど

一
開徒一
が
な

ユ
人
生一
め
物

・・
・

一

ドどb

l
i-
-一

い
持

ト在
一

・
・

自分の気持ちを分かつて く <参考>そj灼7 Vo l .  9-1 ， 1トL Vo l .  23， 40 現代の以内Vo l. 223 等
れる教師を望んでいる。

【表 6 ] (p. l09) で も生徒理解と して 「教師と生徒との人間的交流の促進J を重視していた。
ま た， 【表 8 】 の校内研修がい じめの解決に機能した例や， 教師聞のいじめ られる側に問題が



あ る と した考えの是正に伴ってい じめが解決していった例を見る と ， 教師の立場は児童 ・ 生徒
に善悪の判断を言葉のみで教える とい う よ り ， 個別指導等を通した相談活動に重点、が置かれて
いた。 そのよ うな活動を通 して教師は児童 ・ 生徒の精神的 ・ 肉体的な苦痛を実感し 事例 I に
見られた教師のもつ甘さや弱さを克服する と と もに， 本来の教師の責任感や使命感も生まれて
い った様子がうかがえる。 これが児童 ・ 生徒からの信頼感を獲得 し， い じめを解決 していった
ものと思われる。
児童 ・ 生徒の側に立った思考， 共感的理解などについて， 頭では理解しているが. 知識と 実

践とが食い違っている場面も見られる。 教師と しての在り方を見つめ， 自 己の実践を客観視 し
ま た教師聞の研修などを活用 しつつ， 児童 ・ 生徒の側に立って思考し児童 ・ 生徒の気持ちを共
感的に理解するこ とのでき る資質を高めてい く こ とは大切である。 教師のこの姿がい じめ解決
及び予防の大きな要素と考える。 (課題⑤⑬ くp. 105 > への対応〉

(I) 道徳教育 ・ 特別活動 (学級活動) の充実

い じめ解決は 「正義感の育成と思いやりの心の育成である 」 と も言われている。 道徳の時間
は日常生活で起こる問題の解決といった即効性を期待する ものではない。 継続的な指導は大き
な成果をもた らす。 い じめ解決に限らず， 性急に成果を求めがちになる教師の意識改革を図 り ，
教師自身が人権感覚を磨 く 上か ら も今後一層心の教育を重視 してい く 必要がある。 ま た， 学級
活動等の中でい じめの事件を取り上げた解決策のシ ミ ュ レー シ ョ ンなども有効と思われる。
事例 I の分析に際し， 当時の教員から も情報を収集したが， 当時を振り返り 「究極は道徳教

育の充実であるJ との話は印象的であった。 【表 7 】 でも正義感や思いやりなどの指導も個別
指導と して行われていた。 教師と生徒が正義や思いやりの価値について共に考える活動を行っ
ている こ と は， ま さ に道徳教育である。

【表 8 】 でも比較的多 く の事例で道徳の時間の指導や学級活動の充実を通 して正義 ・ 勇気 ・
思いやりなど， 心の育成を重視していた。 教師の実感から 道徳の授業や学級活動がい じめ解
決に有効であると した報告と も言える。

児童 ・ 生徒への継続的な道徳性の育成は， い じめの解決はも と よ り予防の視点、で重視してい
く 必要がある。 (課題⑤③⑨ くp. 105 > への対応〉

(才 ) 学年 ・ 学校での組織的な指導 と担任への支援体制

開かれた学校の視点である。 開かれた学校とは， 学校の施設 ・ 機能 ・ 教育 ・ 経営を開 く と し
たいわゆる 「外に開 く J 面と ， 学級王国などに見る閉鎖性を打破し全校一致の協力体制を築 く
いわゆる 「内に開 く 」 と した二面性がある。 前者はp. 1 18 の r (カ) 学校と家庭 ・ 地域社会 ・ 関
係諸機関との連携J で触れる こ と と し こ こでは後者の 「内に聞かれたJ 学校の視点で述べる。

事例 I からは， 担任のみの対応がい じめを深刻化していった。 ま た， 【表 8 】 のい じめ発覚
(女印〉 では， 進級など担任が替わった時点、で長期にわたる い じめが発見されている場合が多

かった。 教師の閉鎖性が強い実例でもあろ う し い じめに対する意識や人権感覚の個人差が大
き い実例である。 指導に際しでも閉鎖性や個人差からい じめを深刻化させている実態も見られ
た。 この意味から も学年や学校の教師 (職員) が協力 し合い， 組織と して指導に当たる こ と は
大切である。

【表 6 】 (P. 109) の中でも， 生徒の指導に対して複数対応， 共通理解 ・ 共通実践が重視さ れ
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ていた。 ま た， 学期ごとに方針を確認し 徹底しつつ指導を振り返り ， 効果の確認や指導の重
点 ・ 改善点を是正してい った活動は， い じめへの新たな対応， 生徒理解， 教師相互の連携の場
とな り共通理解 ・ 共通認識 (情報の共有化) の原動力とな っていた。 さ らに 【表 7 】 (p. 1 1 1 ) 
においては学年体制で対応したと ころに解決の糸口が発見されている。 同時に生徒理解も深ま
り教師相互の連携も深ま ってい っ た。 ま た， い じめ解決事例 【表 8 】 (P. 1 13) では， 事例 I の
よ う な担任が孤立してい じめ問題に対応している例は一件もなかっ た。

なお， 【表 8 】 のい じめ解決事例では解決の主体は担任の場合が多かった。 別な見方をすれ
ば， 担任の指導に対して周囲の教師が支える体制を確立したため， い じめが解決に向かっ た と
も見る こ とができ る。 特に， 研修などの折. 担任の身になっての解決の方策の提示や， 陰なが
らの支援， 担任への情報提供などは有効である。
学年や学校の組織的対応はい じめの解決に大き く 影響する。 そ して組織が十分に機能する た

めには研修や日常の教師間交流などを通 した教師のい じめ問題に対する認識の相違の克服， 指
導方法の相違の是正などが挙げられる。 相互に支援し協力 し合える教師聞の人間関係が組織を
機能させ， い じめ解決に も大き く 影響する。 (課題⑫ くp. 108 > への対応)

(カ ) 学校 と 家庭 ・ 地域社会 ・ 関係諸機関 と の連携

事例 I からは， 担任と い じめられる側及びい じめる側の保護者との連携は， 保護者に対して
指導を依頼していたものの， 十分で・はなかった。

【表 6 】 (p. 109) においては保護者や地域社会との連携は特に重視されていた。
ま た 【表 7 】 では， 研究集録等の記録には詳細に書かれていないものの， 情報収集の中から

は保護者との連携には並々な らぬ苦労があっ た様子がう かがえた。 本事例では生徒の口から保
護者に自分たちの行為を話させる方針 (行為の客観視) ， 保護者が全員集ま るまでは絶対にこ
の問題を終了させない (差別感 ・ な し崩 しの防止) 方針で臨んだ。 r家庭との連携ができた時
点、で解決」 であ ったが 「生徒の口から伝えさせるJ r当事者の保護者が一人でも欠け る こ と の
ない集会J を実施する過程における様々なや り と りを通 し 担任は じめ学年教師と保護者との
連携がなされていった。 この取組みは， 校長の リ ーダー シ ッ プの視点から見る と， 困難点はあ
るが実行可能な具体的目標をもち， それを実現してい く と した方法での取組みであっ た。

【表 8 】 のい じめ解決事例では， 教師と い じめられる側の保護者との連携は比較的スムーズ
に行われていた。 その連携のポイ ン 卜 と しては

- 保護者と教師が一緒になって児童 ・ 生徒のつら さを十分に理解する こ と。
「い じめは絶対に許さない。 絶対に子供を守るJ と した態度を保護者と教師が共有する こ
と。

であ った。 しかし 難しいのはい じめる側の保護者と教師との連携である。 これが解決する と
い じめはおおむね解決 していた。 特に， 保護者自身に多数が正義 〈い じめる側は複数の場合が
多い) の誤解. 被害者意識や教師への不満感があった場合， 解決には時間がかかる。
い じめる側の保護者との連携に際 して. 学校の対応上の配慮事項と しては

・ 感情的にな らず中立な立場で事実の提示を繰り返す。
・ 教師は複数で対応するのが望ま しい 〈場合によっては校長 ・ 教頭が関与する) 。
- 指導する姿勢を強調せず. 保護者の立場を理解し一緒に考える姿勢で接する。 家庭で配慮
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するこ と学校で指導する こ となどの具体策を一緒に考える。
・ 教師と しての使命感と地道な努力 〈負担と苦痛がつ き ま と うが継続的な連携を重視する〉 。

な どである。
学校と保護者との円滑な連携が図れた例ではすべてい じめは解決していた。 い じめる側の保

護者との連携には困難さが見られたが， この点がい じめ解決の重要なポイ ン トである。
ま た， 解決事例からは学童ク ラ ブ (学童保育) 職員との連携なども見られる。 青少年委員，

地区委員会委員， 児童委員等との連携や児童相談所， 警察署， 教育相談所等の関係機関との連
携も重要である。 (課題⑥⑦ くp. 105 > への対応〉

ウ 校長の リ ー ダー シ ッ プ

学校立て直しの経緯やその際のい じめへの取組み. い じめ解決事例では校長は大きな役割を
果た していた。

校長には 「校務をつかさ どり所属職員を監督する」 と した職務上の権限がある。 校長の リ ー
ダーシ ッ プは， 法的に定められた職務権限を行使する際に発揮される ものである。 また， 職務
権限を基盤と した学校経営全体に働 く ものである。 したがって， 教育に対する幅広い視野， 高
い識見 的確な判断力 ・ 決断力， 優れた指導力， 温かい人間愛 ・ 包容力等に支えられる。
以下に， 課題⑬(p. 108) にこたえる校長の リ ーダーシ ッ プの発揮について考察する。

(7) 校長の直接指導

これまでの検討から， 校長の リ ーダーシ ッ プの発揮にはおおむね校長自 らが先頭に立って問
題に対処する場合ム 教師や学年体制等への支援的姿勢と して対処した場合との二つが見られ
た。 前者は緊急対応. 後者は予防の体制の場合が多かっ た。

【表 6 】 では校長の リ ーダー シ ッ プの欄 f校長の活動」 が校長の直接指導の内容であるが，
教師との一体感を保つための活動であった り改善意欲の喚起といった様子もう かがえる。

校長はこれまでの経験から直接に児童 ・ 生徒を指導し 指導効果の上がる専門分野は必ずも
っている。 校長と いえと-オールマイテ ィ ーではないが， 学校立て直しの具体的実践に見られる
よ う に， 緊急を要する場合などには一つの範と して. さ らには教師の実践意欲の喚起をね ら っ
て教師に指導場面を提示する こ と も大切である。

(イ) 理念 ・ 指針の明確化

い じめ解決事例 【表 8 】 ( 【表 8 】 中の食印〉 か ら も. 校長の職務上の権限に類する内容は
大きな役割を果た している こ とが見て取れる。 その中で， 校長が リ ーダー シ ッ プを発揮した場
面を例示すると， 学年体制 ・ 複数対応体制など指導方法の指導や助言， 暴力否定の指導方針の
徹底， 段階的指導等の指導方策案の提示， 学年体制での指導過程での指導方法是正の示唆など
教師の実践の支えとなる理念や方針の明確化の内容のものが多かっ た。

い じめへの取組み 【表 7 】 では 「い じめはい じめる側の保護者と教師が連携できれば解決す
る J との校長の助言が， 困難はあった ものの教師の具体目標とな っていた。 ま た， 学年全体で
の対応方針の提示や簡単にはいじめは解決しないと した校長の助言や指導， 教師への励ま し も
い じめ解決に大き く 影響していた。

【表 6 】 においても， ①授業の充実， ②生徒理解， ③保護者 ・ 地域との連携の 3 点が校長の
方針と して貫かれていた。 これを基に校長の 「ワ ンマ ンプ レーからチームプレーへJ と した具
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体的実践の方策が徹底し 協力体制が形成されていった。
校長の明確な理念 ・ 方針は指導の要であり ， 教師の実践のよ り どころであ り心の支えである。

校長が学校経営の理念を明確にもち具体的方策を提示でき る こ と が校長の リ ーダー シ ッ プのー
っ と と らえ る こ とができた。

(ウ ) 教師の育成

【表 8 】 (P. 1 13) の中に も校長の リ ーダー シ ッ プの下. 研修の充実から教師間にある い じめ
の と らえ方が是正され解決に向かった事例もあった。 【表 7 】 (P. 1 1 1 ) においても校長との信・
頼関係を基盤と して学年の教師が一丸とな った活動が展開されていた。 さ らに 【表 6 】 (p. 109) 
に見られる校長の リ ーダー シ ッ プは， 教師の指導力の育成を目指 した校長の取組みと見る こ と
もで き る。 実践の中では 「生活指導上問題のない学力の高い学校に赴任したいj と い う教師の
発言があった様子も うかがえ る。 そのよ う な中で校長は， 教師と しての使命感 ・ 情熱が薄ら い
でいる 自己を発見させる活動 も行っていた。 生徒が変容している姿を具体的に示し教師の自信
の回復 ・ 無力感の克服などを呂指 した活動も行っていた。 教師集団の学校改善への意欲も さ る
こ と ながらその意欲を喚起させ組織化し機能させたのはま さに校長の リ ーダーシ ッ プである。
前述したよ う に教師の人権感覚の問題も現実にある。 教師の資質向上に校長の リ ーダー シ ッ

プがどれだけ機能するかがい じめの解決及び予防につながる と と もに. 学校の教育機能が発揮
さ れてい く か否かを決定する。 換言すれば， 教師の資質向上に向けた校長の有効な働き掛けが
校長の資質 ・ 能力と して求められる。

(工) 学校組織の活用 と 校長の支援

【表 8 】 では， 児童 ・ 生徒への直接の指導は担任が中心ではあった。 しかし どれを見ても
解決に当たっては学校が組織と して機能していた。 状況によっては担任に代わって校長が直接
に学級経営や学年経営に関与したり ， 必要な場面では校長が直接に児童 ・ 生徒を指導したりす
る こ と も大切である。 しかし 解決事例からは， 主な指導場面は担任を中心に生活指導主任や
学年主任等が リ ーダー性を発揮 し組織を活用 して対応していた。 校長はその支援の役割を担っ
て いる場合が多かった。 また， い じめの発見 (情報収集) や問題行動への対応 ( 【表 7 】 も同
棟〉 では， 組織的対応が大きな役割を果た していた。 そ して， そ こ には教師の活動を支える校
長の姿が必ず見られた。 特に. 教師にと って苦手な分野なのか， 保護者との連携 (特にい じめ
る側や教師への不満) に際 しては校長がかなりの役割をも って支援 している糠子がう かがえた。
い じめが解決した事例を見る と ， 校長の教育活動全体を見通した指導助言がおおむね有効に機
能 していた。

ま た， 教師の積極的な問題行動生徒への接触， 活気のある雰囲気， 教師と児童 ・ 生徒とが共
に活動する場の設定や学年全体でい じめ等の問題に対処でき る雰囲気づく り など， 教師の実践
意欲や人間関係などへの配慮が感じ取れた。

【表 9 】 は. 校長の所属職員監督にかかわる内容を通 して見たいじめ解決事例である。 い じ
め解決に取り組む教師の動きを的確に見取っている校長の姿がある。
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【表 9 所属職員の監督 ー い じめ解決事例情報収集の際の校長からの聞き取り調査 一 】
「一事例 l 解決の背景
0生徒が養護教諭にい じめの相 | 。担任は日常の生徒指導や個別指導の際， 養護教諭か

談 | らの連絡を絶対に口に しないよ う な配慮
- 内容を担任に連絡 | ・ 生徒からの養護教諭への信用に配慮

0養護教諭に生徒からの再度の | ・ 担任と養護教諭との円滑な人間関係
相談 | 吟い じめ解決に担任がかかわる こ とが最良との校長の
・ 養護教諭の 「担任の先生に | 判断
相談 してみた ら。 」 の助言 | ・ 教師の校長への相談及び校長の状況把握

0生徒が担任にい じめの相談
- 担任の学級での取組み
- 学年教師の陰の支援 ・ 情報
提供

。学年教師の支援により解決

・ 校長の相談的態度. 教師の校長への信頼感

。各教師の授業中などで指導した内容を担任に連絡
同時にその指導に対する簡単な相互意見交換
- 学年教師聞の良好な人間関係
- 学年主任の リ ーダーシ ッ プの発揮

い じめ解決及び予防に際しては校長への信頼感や人間的魅力は大き く 影響する。 同時に所属
職員の監督にかかわる校長の職務遂行の在り方も大きな要素となる。 報告 ・ 連絡 ・ 相談と言わ
れるが. それが円滑にい く 学校体制が， 児童 ・ 生徒への指導に有効に機能する。 当然そ こ に は
良好な人間関係は欠かせない。 これが， 校長の職務内容を一層有効に機能させ， 一歩先を見る
目 と言われる校長の資質と も大きなかかわりがある。

< 引 用 文 献 >
( 並 1 ) 読 売 新 聞 「 い じ め に 関 す る 世 論 調 査 の 質 問 と 回 答 J 平 成 6 年 1 2月 23 日 付 朝 刊
(並2 ) 日 本 子 ど も を 守 る 会 f 子 ど も の 自 然 環 境 J r 子 ど も 白 書 』 草 土 文 化 1995年 J). 299 
(在3 ) ベ ネ ッ セ 教 育 研 究 所 『 モ ノ グ ラ フ J r 中 学 生 の 世 界 J 1 995年 間 1 . 47 p.  19  
(制) 同上 f 日 本 の 母 親 ， 韓 国 の 母親 J 1 995年 vo l . 46 p. 32よ り 作成
(住5) 東 京 都 福 祉 局 総 務 部 f 東 京 に お け る 児 童 J r 東 京 都社 会 福 祉 基 礎 調 査 報告 書 』 平 成 元 年

p. 76 --77 
( 齢 ) ベ ネ ッ セ 教 育 研 究 所 『 モ ノ グ ラ フ J r 教 師 の 指 導 力 J 1993年 v o l . 47 p. 55 
(注7) 東 京 都 福 祉 局 総 務 部 r 東 京 に お け る 児 童 J ( 東 京 都社 会 福 祉 基 礎 調 査 報 告 書 ) 平 成 元 年

p. 78 --79 
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P. 267 
( 注 1 4 ) 福 武 書 庖 教 育 研 究 所 ， r モ ノ グ ラ フ J r 小 学生 ナ ウ J vo 1 .  12-6か ら 作成 . 1993年， p. 20 
(注目) ベ ネ ッ セ 教 育 研 究 所 . r モ ノ グ ラ フ J r 中 学生 の 世 界 J v o l .  5 1 か ら 作 成 . 1995年 . p .  28  
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p. 42  
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ヤ 出 版 . 1994年 . p. 85 
( 住 1 8 ) 東 京 都 ， 学 校 基 本 調 査 報 告 『 理 由 別 長 期 欠 席 者 数 の 推 移 』 平 成 7 年 度 . 付 表 p. 178  



第 2 節 危 機 管 理の 視 点 に立 っ た指導体制の 開 発

1 い じ め解決と 危機管理の基本的な考え方

(1  ) い じ め問題 と 学校の認識

事例II (愛知県西尾市立東部中学校) のい じめ事件を整理 してみる と . A男の担任は. rい
じめ られている生徒とその保護者J への指導 ・ 連絡は多 く 行っているのに対して. r し 、 じめて
いる生徒や周囲の生徒及びその保護者J への指導 ・ 連絡は， 極めて少ない。 なぜ， このよ う な
対応になったのであろ うか。

担任一人で， 同時に複数の関係者に対応する こ とは不可能ではないか， 非行集団に担任一人
で対応する こ とは困難ではないか， などが考えられよう 。 しかし 担任一人での対応になら ざ
るを得なかったのは， 学校の組織的な対応ができ に く い状況であったのではないかと考え られ
る。 他の事例から も， 多 く の学校で， い じめ問題に対して組織的な指導ができていない状況に
あ る こ とが確認でき た。
組織的な対応ができない理由のーっと して， 学校を挙げて状況に応 じ機能的に動く こ とので

き る 「組織」 が確立されていな い こ とが挙げられる。
ま た， 二つめの理由は， 学校全体と してのい じめ問題への認識の甘さが挙げられる。 い じめ

への対応が， 一学級内の問題と して担任に対応を任せがちにな る こ とが多い。
い じめ問題を解決してい く には， い じめ対応のための組織づく り を早急に行う と と もに， い

じめに対する教職員の認識を一層深めてい く こ とが求められる。 こ う した体制を確立するため
には， すべての学校が自校に もい じめがあるとい う問題意識をも って学校を挙げて総点検を行
う と と もに， 全教育活動を 「危機管理J の視点、から見直すこ とが急務である。

(2) い じ め問題 と 危機管理

い じめ問題の解決に当たっては. 危機の予測や予知， 防止や回避あるいは危機的状況に対処
してその拡大を抑え， し 、かに問題を最小限にと どめるかとい う 「危機管理の視点に立った指導
体制J を整えてお く こ とが大切である。 すなわち， い じめの防止と発生 した場合の早期の対応
を想定し 全教職員が学校全体の問題と してい じめ問題に取り組むと と もに， 保護者や地域社
会の人々 ， 関係諸機関と協力 ・ 連携を図り ， 有機的にそれぞれの機能を発揮でき る よ う に組織
や対応の在り方などを体系化してお く こ とが必要である。

本研究においては. rい じめ問題にかかわる状況J を， r危機前J r危機中J r危機後j と
大き く 三つの段階から と らえ， それぞれにおける対応の在り方を追究 した。

ア 危機前

子供の間で起きるい じめは， 真実が見えに く く ， 多 く の場合被害を受けている者は人に言え
ない苦痛を じ っ と耐えているのが実態である。 これまでの事例を分析してみると ， その多 く は，
い じめによる深刻な事態がある 日突然に起きているのではない。 い じめが発見され教師の指導
が入るまでに， 長い期間にわたって人間関係がゆがめられ， い じめ られる側の子供は無視や仲
間外れ， 冷やかしゃからかい， 言葉での脅しゃ暴力， ま た物や金銭にかかわる問題など様々 な
苦痛を味わわされている。 教師から見る と学級等の集団が一見平常で安定していると思われる



状態のと きでも ， 子供の問では深刻ない じめが進行している こ とがある。
そ こで， 何も起きていないよ うに見える状況においても. rい じめがあるのではないかJ と

い う考えに立ち， い じめにかかわる情報の収集や相談体制を整えてお く 段階を. r危機前』 と
と らえた。

イ 危機中
多方面から収集 した情報を整理してい じめと判断したり ， 教師がい じめを察知 したり発見 し

た り した場合には， い じめの実態を正し く 把握して拡大を防止する と と もに. 解消に向けて学
校の組織を挙げて全力で取り組んでい く 必要がある。 い じめの被害を受けている子供にと って
は， 死を決意する ほどに深刻である と いう ， ま さ に危機的状況にある こ と も考え られる。

そ こで， r危機中』 を， い じめの事実を確認する と と もに， 多方面から情報を更に収集して
その事実を正確に把握 し， い じめられた子供， い じめた子供， 周囲にいた子供及び関係の保護
者等に対して迅速かっ適切な指導を組織的に行う段階と と らえた。

ウ 危機後
一つのい じめ問題がと り あえず解消 したと しても . 子供たちの心の傷は深 く ， 新たない じめ

問題が起きないと も限らない。
そ こで， r危機後』 を， い じめ行為が解消 し 心の保護を中心と した事後の指導や継続し た

観察をする段階と と らえた。 また， い じめ行為がと りあえず収ま ったといっても， そ こで対応
を終わらせてはな らなし 、。 r危機後は危機前である J と い う考えに立って， 一つのい じめ問題
の解決を教訓と して， 全校を挙げて指導体制を総点検し， い じめ根絶の.ための指導を一層き め
細か く 行ってい く こ とが求められる。

【図 l い じめ解決に向けた危機管理の視点】
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(3) 危機管理 と指導体制

ア い じ め解決に向 けた危機管理の視点

【図 l 】 (P. 123) は， 危機管理の視点、に立ち， い じめのない状況から い じめが発生し終結す
る までの過程に沿って， 学校を中心と した対応の仕方を概観したものである。

い じめの発生を危機管理の視点、でと らえるな らば， その対応は 「危機前J r危機中J r危機
後J と い う サイ クルが考えられる。 【図 l 】 の各時期を示す斜線は， あ る事象をも って明確に
「危機前J とか 「危機中」 と区切り き れない場合があるからであり ， およそ こ う した考え方の
も とに対応してい く こ とが必要であ る と い う 目安と して示 した ものである。
また， それぞれの時期に. r どのよ う な人々や組織とかかわり合ってい く かJ について十分

に検討する こ とが大切であるが， こ こでは， 大き く 「学校内」 と 「学校外J の二つに分け， 次
の人々や組織を取り上げる こ と と した。

0 学校内 一一 教職員. 保護者. 地域社会
O 学校外 一一 地域社会， 公的相談機関 ・ 近隣の学校， 教育行政機関， 警察署 ・ 法務局等，

報道機関
こ う した人々や組織と どの時期に主と してかかわっていけばよいのか， そのつながり を示 し

た。 また， そのと きの対応の仕方を r (7) い じめ問題対応のための体制づ く り と情報収集J
r (イ) サイ ンの発見と情報の分析及ひ'指導J r (ウ) い じめ解決のための指導の展開J r (エ) 指

導体制の見直 し ・ 改善」 と して位置付け， その具体化に努めた。
なお， 各組織への具体的なかかわり方や方法については， 本節の 2以下で述べる こ と と し

こ こでは， その概要をま とめて示す。
イ い じ め対応の各過程 と そ の主たる内容

(7) い じめ問題対応のための体制 づ く り と情報収集

い じめを未然に防ぎ， また発生したい じめを解決してい く ためには， い じめの発見 ・ 解決に
関する情報と指導にかかわる体制づ く り を確実に行ってお く 必要がある。

危機管理の立場から， 体制づく り は， い じめが起きる前に行ってお く こ とが肝要であ り . 特
に次に示す内容については必ず整備してお く こ とが求められる。 なお， それぞれの具体的な内
容や事例等については， ( ) 内に示 しているので参照されたい。

① 校長を中心と した管理 ・ 指導組織 (第 4 章 p. I05 --) 
② 教師集団内の相談 ・ 指導組織 〈第 4 章 p. 163 --) 
③ 学校内における相談機能の整備と充実 (第 4 章 p. 163 --) 
④ 学校間の組織づ く り と運営方法の確立 (第 4 章 p. 155 --) 
⑤ 地域社会との連携， 特に相互の情報交換組織の確立と強化 (第 4 章 p. 155 ，._) 
⑥ 公的相談機関との連携 (第 4 章 p. 163 ，._) 
⑦ 教育行政機関への情報提供と連携及び報告等の対応 (第 3 章 p. 68 -.，) 
③ 警察署， 法務局等との連携
⑨ 報道機関への対応

このう ち⑦から⑨については. r危機中J や 「危機後J に必要が生じて く る場合がある。
⑧については， い じめの状況によ っては十分な連携を図る こ とが必要であるが， 本年度の研
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究では直接考察するまでには至っていない。
⑨については， 都立教育研究所が主催したい じめ問題に関する シ ンポジウムの折， 提言者の

梁瀬誠一氏は 「学校は， 教育相談の様子や保護者との話合いなど. いつ何を したかと いう記録
・ データを整理しておき ， 取材に対 してもはっ き り説明する こ とが大切だと思います。 J (削)
と提言している。

こ こに挙げたそれぞれの内容について整備し 体制と して整えてい く ためには， 次の点に留
意 しつつ， 各学校の実態に応じて稼働でき る組織づく り を工夫する こ とが必要である。

0 恒常的， 定期的に情報交換ができ る場の設定を工夫する。
0 緊急に必要な情報を収集したり相談を行ったりする場合の手順や方法を工夫する。 特に

役割分担を明確に してお く 。
0 ①~⑨それぞれの機能が， 有機的に生きるよ うにする。
0 整備 した内容を 「い じめ解決への教師の行動J と して分かりやす く 指針， 手引 き に し

いつでも活用でき る よ う に してお く (p. 169参照) 。
(イ) サ イ ン の発見 と情報の分析及び指導

教師は常に子供の日 ごろの人間関係の変化に敏感でなければならない。 また， 子供たちの言
動から今後いじめに発展してい く 危険性があるかどうか， 慎重に見極めるこ とが求められる。

い じめを発見した ら， 短期間のう ちに正しい情報を数多 く 収集 し それらに基づいて組織的
に検討を重ね る こ と と ， 危機管理の視点からの， 校長を中心と した管理 ・ 指導体制づく り が必
要である。 なお. サイ ンの発見とその対応の事例 ・ 考察については， 本節の 2 (p. 121--) に掲
載 している。

(ウ) い じ め解決のための指導の展開

い じめを解決してい く ための具体的な対応の過程における様々な工夫や関係諸機関等とのか
かわり方について本研究で取り上げた主たる内容は， 次のとおりである。

O い じめにかかわる子供の指導とその保護者への対応 〈第 4 章 p. 135 -.;) 
O 学校間の相互協力， 地域社会とのネ ッ ト ワークの構築 (第 4 章 p. 155 --) 
O 学校を中心と した相談機能の整備 (第 4 章 p. 163 -.;) 
こ れら以外の対応と して 「教育行政との連携J が重要であ り ， rいつj 教育委員会に報告 し

必要な指導 ・ 助言を受ければよいかについて， 学校と教育委員会とで共通理解してお く 必要が
あ る。

(1:) 指導体制の見直 し ・ 改善

危機後でも対応すべき事柄は数多 く ある。 次の諸点について， 学校は十分に留意して取り組
む必要がある。

① い じ めにかかわっ た子供及び保護者の心の保護への対応

い じめられた子供はもちろんのこと ， い じめた子供も， い じめを周 りで見ていた子供も心に
傷を負う 。 そればかりでな く 「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。 J (p. 39) と い う よ う に， い じめられた子供の保
護者への対応も配慮が必要である。 関係者の事後の心の保護と望ま しい人間関係の再形成のた
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めに， 学校は一層努力する こ とが求められる。
② い じ め問題に対する学校を中心 と し た指導体制の見直 し ・ 改善

一つのいじめ事象への対応が終了 した後には. その対応等に関する評価を， で き るだけ早い
時期に行う こ とが必要である。 その際， い じめに関する情報の収集 ・ 活用の視点、と子供や保護
者等への相談 ・ 指導の視点を重視し 学校内の各組織が機能 したかどうかを確認し 具体的な
課題を明確にする と と もに， これにかかわる組織や方法上の問題点について速やかに改善して
い く こ とが求められる。

③ 地域社会， 公的相談機関等と の連携 ・ 協力体制の見直 し ・ 改善

地域社会や公的相談機関と連携 して効果的に対応できたかどう かについても， 評価する必要
がある。 特に， 学校と して誠意ある対応であったかを自 ら省みる と と もに， 情報の収集と活用
の状況について具体的に評価し 学校内の組織が真に連携 ・ 協力体制とな っているかの観点か
ら必要な改善を図る。

④ 教育行政機関や報道機関等への対応

い じめへの対応については， 相談や指導の記録をと ってい く こ とが必要であ り ， 随時， 記録
に基づいて校長に報告 し 教育委員会への報告も状況に応じて的確に行う 。

また， 報道機関とのかかわりが生 じて く る こ と もある。 この場合は， い じめ問題への深い認
識に立って正確に記録を整理し. 教育委員会と連携して臨む必要がある。 報道関係者への対応
窓口を一本化して誠意ある対応を行う こ とが重要である。
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2 い じめのサイ ンの発見と情報の受け止め方

(1 ) い じ めのサイ ン の発見と そ の分類

い じめは子供たちの受け止め方や状況に差こそあれ， すべての学校で起こ っている。 その発
見のためにはい じめの兆候であるサイ ンを教師. 保護者， 周囲の大人がいち早く と らえ る必要
がある。

そこで， い じめが原因となって引 き起こされる子供の心身及び日常生活の変化にかかわる本
人及び周囲からの情報をい じめのサイ ン と し い じめられている子供やい じめている子供の言
動， 周囲の状況の変化にはどのよ う な ものがあるかを文献や事例等から収集した。

ア 文献等か ら収集 し た い じ め のサ イ ン

文献等に掲載されているい じめのサイ ンを収集し 情報の発信元によ って. rいじめ られて
いる子供， い じめている子供， 周囲の子供J の三つに分類した。

ま た， それらを以下の状況ごと に分け， い じめのサイ ンの分類の観点と した。

発信元 い じ め ら れ て い る 子 供 2 い じ め て い る 子 供 3 周 囲 の 子 供

A 身 体 の 変 調 A 身 体 に 関 す る こ と A 学 校 生 活 に 表 れ
B 表 情 ， 情 緒 の 変 化 B 表情 ， 動 作 に よ る 排 る 周 囲 の 変 化

状 C 持 ち 物 の 紛 失 . 変化 除 B 家 庭 生 活 に 表 れ
D 服 装 の 乱 れ . 変 化 C 持 ち 物 等 の 変 化 る 周 囲 の 変 化
E 金 銭 の 使 い 方 の変化 D 金 銭 の 要 求 C 地 域 社 会 か ら の

況 F 言 葉 遣 い の 変 化 E 嫌 が ら せ 情 報
G 友 達 関 係 の 変 化 F 言 葉 遣 い
H 大 人 へ の 対 応 の 変 化 G 友達 関 係
I 家 庭 生 活 の 様 子 の 変 化 (A-伽他) H 大 人 へ の 対 応
J 学 校 生 活 に 見 ら れ る 様 子 の 変化
K 学 業 の 変 化

イ 事例 E の A 男 に関する い じめのサイ ン

文献等に見られる一般的ない じめのサイ ンの例と事例 Eに見 られるい じめのサイ ンを前述の
分類の観点、に基づき整理 したのが 【表 l 】 (p. 128--) である。

A男に関するい じめのサイ ンは. A男の身体の変調， 表情， 情緒の変化， 友達関係等， 多岐
にわたるが， その多 く が友達との遊びの中に潜んでいる。 事例E は第 2 章でも示したよ う に非
行集団内でのい じめに類別され 非行への親和性や帰属意識があるため， 外からは見えに く い
い じめの事例である。

しかし 【表 l 】 か ら も分かるよ う に， これらのい じめのサイ ンを総合的に判断すれば， 遊
びの中に もい じめのサイ ンは見え. A男の言動もい じめに起因している。 このよ う に子供たち
一人一人についての情報を収集， 整理し， 総合的に検討する こ とによ ってい じめを発見 し そ
の指導に役立てるこ とができ る。
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【表 1 女責樽から収集したいじめのサイ ンの伊股び事例EのA男に関するいじめのサイ ンの分銅 NO. l 

鰭元 状 況
A 身体の変調

B 表情， 情緒の変化

1 

L 、
じ

c tt-;物の紛失， 変
め
tコ
れ
て
い D 服装の乱札 変化
る
子 E 併の使い方の変
供

F 言葉遣いの変化
G 友達関係の変化

H 大化人への対応の変

I 妻橋智焼?
J き隣接晃られ

K 学業の変化

一般的ない じめのサイ ンの例覇建設 則自肱 あざ こ持
2d喜ぞい鱗Zt治、

たっ るどく 。りしすてるようになるc
- 。る

お
な
E 
〈 いる。

す. する。ぐ腹を立てた
られる。. 
まれたりす

れ
いされたるず

。
る。りさ

カ れていた り
能額許

可互いる

:需省主主ん通を含め) 地こる。
- 言る葉。 が少な く 、 あいまいな返事が多 く な

- 能藷いつ ， 一人間つん
っ し ょに. ト
急展り返すよ
反などに極め

: ま宗主計是主主主持:
- 電話の対応問え自然になる。

， 無責任な

と言うなど.
や職員室へ
が説明でき

. っき り しなるc. 。. 

:鶴3;語ぞれ。
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A男に見られるいじめのサイ ン

銭的の をつ るの きの原色の説明が不自然。

:欝落ちPつFか伝ない説。 加机 仙理

- 自転車の壊れ。

- 金銭を持ち出す。

. . 
P59需品寺

われたと主張するc
--一う任そをに話つがく 。できない。

旅TJ.分行-ó担で行グ動ル
を説明できない。 (賓聞の出
ープに土産を買うのに必死に。

- ト ラ ンクス姿で走っている。

- 成績が下がる。



No. 2 
結元 状 況 →般的ない じめのサイ ンの例 A男に対陣するいじめのサイ ン

A 身体に関するこ と - 身体の特徴をまねる。
B 表情， 動作の変化

る。
. に触

に山
， ク. 

2 . 
C 持ち物等の変化 - 事業祝祭主ぽ号慢時アいたり . い

L 、

じ D 金銭の要求 - ー持すのちる物が急に増えたり ， 華美になったり - 符子長妥番手い
め hでの行動時間が不規則になる。
て E 嫌がらせ 飛:ばJちす等笑n とばか - なぜか 『イモJ というあだ名がついていた。い したりる 恥J などと非
子
供 roo菌』 等

子供をふざけ
変な質問をす
なしたり ， 責

F 言拒重い :寝つ室け群たり寝す室る喜。 多面したり ， 用事を言い
G 友達関係 - 事る件。 が起こ る と特定の子供の名前が挙が

. 
謹い215182iiiL誇a擬zi ? 。あ担任の

にたすがる「遊。んで
H 大人への対応 - 教師の問い掛けを無視する。

3 
A 諮稜;t表れる -差立字つ詰よ実う務にiなこ完る。 欝議会議註きが目

周 B 周家庭囲生の活化に表れる . �の金銭の出納について， 不審なこ とが - 親のサイ フのお金がな く なる。
囲

る。
C 義域社会からの情 - 議長Z毛筆益支易型22ヂlωて !?警?号。の ら いじめがないよ う に頼む

わタれた
子 ーに通う。 使い走りをして
供 - カラ�ケに通う 。



(2) い じ めのサイ ン の発見と情報の受け止め方

初めに， 事例E について事例研究を行い， 次に同 じ事例を用いて調査研究を行い， 事例研究
で得られた知見を補強した。 さ らに， 事例 I や事例ill--V. 後述のウ~ケの事例によ り ， 知見
を補完 ・ 補強 して， 研究のま とめと した。
一般的に， 事例研究は， 直接に核心に迫る こ とができ る反面， 客観性に欠ける面をもっ。 逆

に， 調査研究はL 客観性は保証される ものの， 形式的 ・ 表面的な分析にと どま り がちである。
両者の欠点を補い合うため， 上記の手順を採った。

ア い じ めのサイ ン の続み取 り に関 す る事例研究

(7) 方法

事例E の fA男を中心と した行動の事実の経過J の一つ一つに対し . fい じめのサイ ンJ と
してどう判断するかを検討 して所見を付け， 最後にそれらを集約して総合所見を付与した。 検
討結果の一部を下表に示す。
【表 2 事例研究結果の一部】

IJi �  時 期 A�モ申aふと し た行動 サイ ン につい て の サ イ ン につい て の
No. の事実の鰻過 P!íJ!. ( A )  所見 ( B )

サ イ ン に ついて の
t童会所寛

所見 ( G )

19宮2年12月 o æと 銚 と 三人で東山 「 ひど い 包 に あ っ 日記は人に奥ぜる 8!�の内容は曹過は 貝 る れない
tl 動物園へ い つ も ひど い て い た J 内容が分か も のではない ので. ので、 サ イ ン に ほ な り íSr..:い .

1 目にあっていた. ( 熊 B ら なげれば. い じ め サイ ン と は な り え な
記 〕 か ど う かの判断はで 」、.

曹 品・ い .
{ 小 6 年 》 。 い じ めが少しずつ尚 い じ めの 内容が不 こ の文面だけでは

2 ま っ たの は . 小掌授6i草 R月. サイ ンで匂ない.

!tの頃だった.

。 リ ー ダ ー的存在で生 人間性を!Iつゆ る A"月が f イ モ J と あだ名は:1:量f�・サ 侮A(的なあだ名 は 、 そ の も の が
t走 か ら も �i高 か ら も 1主舗 めだ名であ り 、 広い い わ れ る 理 由が分か イ ン と と れ る喝舎が 精神的ない じめでる る と 岡崎に、

3 の あ っ たA男だが. なぜ 電磁でのい じめであ れば、 い じめを受け あ る . 他の舗のい じめのサイ ン と も な り
か f イ モ j と い う めだ名 る . る 対象 と 貝 ら れて い 得 る .
がついていた. (護任} るか の判断はつ く .

19司3年 o 2学期に入っ て い じ あっ た こ と が分布、 金の要求が掌伎で 要求されて他者に 分かればサイ ンでめ るが、 分力、
{ 中 l 年〕 めグループから 金のヨf* れば対応策が打 て る 行われ. �nが把握 そ の 影響が見えれば ら ない場合の方が多い.

4 的 ま る . が、 通常は分由・ も な し て い れば . 恐喝等 サイ ンで あ る .

い こ と の方が多い . 何 ら か のサイ ンであ
る こ と が分か る .

(イ) 得 ら れた知見

① い じめのサイ ンの判断基準は， 個人によ り ， また， 時と場合によ り ま ち ま ちである こ と
ある事実をいじめのサイ ンと判断するかどうかは， 個人個人によ り ま ち ま ちである。 ま た，

関連情報の有無など， 時と場合によ って も判断基準は異なる。
② 個人だけでは， サイ ンを収集 してもい じめである と判断する こ とが難しいこ と

事例E の中学校の教師の う ち， 何人かは. rい じめではないかJ との疑念はも っていたと思
われる。 しかし だれも， い じめである との断定が下せないま ま ， 結果的に. A男が自殺に至
るまで， 効果的な対応策を打ち出せずに月 日が経過してしま っ た。 これは. 個人による情報収
集には限界があり ， その範囲だけでは， い じめである との判断をする こ とが難しい こ とを示 し
ている。 この打開策と して， 組織と しての対応が必要である。
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③ サイ ンを集約 ・ 集積する こ とにより . い じめであるとの判断が容易になる こ と
事例の後半になるに従い， 記載されている事実をい じめのサイ ンだと判断する傾向が強く な

っている。 これは， サイ ンを集積する こ と により . い じめである との判断が可能になる こ と を
示 してし 、る 。

イ い じ めのサイ ン の認知 に関する調査研究

前述の事例研究で得られた知見を補強するため， 調査研究を行った (調査D) 。
(7) 方法

前記の事例研究で使用 した ものと同 じ rA男を中心と した行動の事実の経過J ( 【表 2 】 の
左から 3 番目の欄) を用いて， サイ ン と思うかどうかを，

2 思 う l どち ら と も言えない O 思わない
の 3肢選択でアンケー ト調査 した。 調査対象は都内公立幼 ・ 小 ・ 中学校教師で， 回収サンプル
数は82である。

(イ) 調査結果

単純集計と多変量解析 〈因子分析〉 を行い. 次のよ うな結果を得た。
① 単純集計結果

単純集計結果を， 縦軸 : 平均及び標準偏差. 横軸 : 項目 No. によ り示した ものが， 図 2 であ
る 。 項目 No. は， 【表 2 】 の左の欄に対応しており ， 数値が小さいほど時系列的に早いこ と を
示 している。
【図 2 単純集計結果】

2.5 

0 
3 9 æ 25 29 35 39 47 日 62 66 78 部 92 98 102 107 118 127 

項 目 No.

平均値 (0) は右上がりの傾向を示し 標準偏差 (口〉 は右下がりの傾向を示している。 こ
の こ と は統計学的に も確かめられている。
項目 No. が大き く なる こ と は， 時系列的に後ろの事実とい う こ とである。 rA男を中心と し
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た 行動の事実の経過J に対 して回答す る こ の ア ン ケ ー ト の性質上， 回答者は項 目 No. の順に読

み進みな が ら 回答 し た と 思われる。 すなわち. 項目 No. が大 き く な る の に従い， ア ン ケ ー ト 回

答者に は い じ めに 関す る 事実が蓄積 さ れる こ と に な る 。 こ の よ う な背景を基に， 前記の統計的

事実を解釈す る と ， 情報が蓄積 さ れる ほ どい じ めのサ イ ン だ と 判断す る度合いが大 き く な り ，

ぱ ら つ き は小 さ く な る と 言え る 。 こ れは， 前述の事例研究で得た知見③の 「サイ ン を集約 ・ 集

積す る こ と に よ り ， い じ めであ る と の判断が容易 に な る 。 J と 一致 し て い る 。

【表 3 因子分析結果】

項目 No. 因子 1 因子 2
3 0.0014 -0.1568 

4 -自.自725 ・0.21il87

5 0 . 2617 ・1il.3119

8 0.3729 -0.4886 

9 0.2776 命日.1943

1 3 日. 2234 -0.2471 

16 0. 4640 -0.5686 

17 日.3例2 -0.3347 

21il 自. 4642 -0.5067 

21 日.4815 -0.4167 

23 自.4312 ・0.2146

24 自.6鐙5 -0.4649 

25 由 . 5271 -0.5222 

26 1il. 3879 -0. 1 946 
27 0.43911 -11.白724

28 0.319目 -0.ω自7

29 白.548自 -0.3432

30 目. 5849 ・自.3577

31 0.5自20 -0.1139 

-33 日 . 5622 -0.10711 

3S 自 .3796 1il.1054 

36 日.5426 日.1277

37 自.5633 -0.2042 

38 自 . 41il56 -0.346自

39 0.5620 ・0.1154

41  0 . 4156 由.自977

因子 3 因子 4

0.3189 0. 1153 

0. 1757 0 . 3048 

日. 2860 0.1126 

自.3428 -0. 鴎47

0 . 自731 日. 1440

0.0943 0.3565 

・0 . 1 309 0.0751 

0 . 1 133 自. 4474

0 . 2278 0. 1285 

0.1817 0. 1271 

0. 0937 0. 1457 

-0. 0726 0. 1947 

日 .由523 0. 0449 

0 . 088自 由.泊朗

自. 自‘32 自 . 1439

-0. 自由53 0. 3085 

0 . 0717 0.2063 
0 . 1 167 ・自 1375 

・自.0267 -自. 1923

-0.42由8 0. 1101 

-0.4743 0. 1939 

-0. “23 自 . 3968

・�.2013 0.2174 

-0.1056 -0.0557 

-0. 0779 日.0386

0 . 0957 -0.1668 

因子 S 因子 6

-0.1067 0.1i1302 

-0.0043 0.1i1971l 

0. 1iI930 1iI.2424 

0.日948 0 . 1 188 

-0.2375 由. 由958

-0.0413 日.4012

・0. 日889 ・0.0831

-0. 1489 -0. 1 971 

自 由133 0 . 日190

-0. 目233 -0.0496 

-0. 0904 目.3122

0. 0547 -0. 1390 

0.0934 0 . 0228 

-0.1292 日 . 3310

0.2231 -0.1914 

0.2489 -0. 0759 

-0.0374 -0.2636 

a 凶75 -0.0597 

-0. 1937 0. 1996 

11.1838 11. 2643 

11. 5628 11. 1607 

-0.0108 0.0353 

自. 0899 0.1859 

e. 01i190 0.1088 

-0. 日677 ・白.4177

0.3452 -0.0049 

一部省略
92 0 . 3939 自.1819 0 . 1 027 0. 0768 11.130自 ・自.3134

93 0.5459 

96 0 . 5四2

97 0.5101 

98 0. 4798 

99 自. 4234

1船 田. 4934

101 0 . 5128 

102 0 . 2773 

104 自 . 4248

105 0. 5833 

106 日.0859

107 0.2444 

1 111 0 . 4895 

1 1 1 白.6301

1 1 5  0. 3346 

1 1 8  0.5030 

122 0.由192

目.22的 目. 1831 -0. 0008 -自.1797 -0.2自18

0.1795 -0.00的 自 . 2381 -11.2649 -11.2156 

0.3362 自. 1289 0 . 2410 -自.2574 -11. 3557 

自.2763 自. 1650 自.鎗32 ・自.1858 ・目.3296

自.0558 0. 4490 自 . 飽61 自.0751 自.275ε

自.0896 自.271白 ー自. 必60 0.2072 ・自. 1 031

日.2296 日. 1021 -0.2800 圃.2457 -11.0132 

日. 1308 日. 2593 -0 . 258曲 目.2615 11.0189 

自.1036 自.4147 ・日. 1725 0. 1623 自.28才F

自.1568 白. 2846 -11 お9自 由.0552 目. 日327

自.6138 0. 1816 日.3181 自.2113 自. 自204

自.2826 自.4138 -0. 1927 自.0720 目 . 2992

0.3899 11. 2966 0. 1 1 1 0  -0.084曲 目. 1438

自.詑56 日.1iI917 目. 1076 日 ー 1 643 ・目. 0473

0.3008 0. 4962 目 . 隠92 自.3042 日.自682

日.お
.
71 -0.1876 0. 1000 -日.33羽 田.日11自

由.2665 自.2由73 -11.0413 -0.1曾21 0 . 1 558 

123 0. 4742 自.4316 -白.0312 -目.1105 -0. 1883 0.1413 

126 0 . 1 795 0.0559 0.0588 -0.飴66 日. 1鈎3 -11. 49目5

127 -0.0543 '-0.ω58 -0. 0754 -IiU ll06 0.0559 0 . 1 620 

133 0. 2237 -0.町719 自. 2656 ・自. 2526 -日.1!泌在 日.0096

136 0 . 3鈎7 -0. 0839 -自. 1 775 -0. 1124 -0.311冶 - 0 . 1 1 15

因子負荷量 16.22宮目 5.2391 3. 9973 3. 5374 2.7146 2.6579 

寄与寧 ( % 21 . 6306 6目鎚54 5. 3297 4 . 71 66 3.6195 3.5438 

累積寄与$ 21 . 6306 28..6161 33. 9458 38. 6624 42.2819 45. 8257 
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因子 7

日.2631
0.0586 
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因 子 8 因 子 9
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0 . 0827 0.2凶1

自. 1687 0.0354 

0.1501 0 . 1 539 

・0.0364 0 . 0264 

-0.0059 -0. 2369 

喝. 18目3 0. 0829 

日.26自由 -0.2228 

日 .0639 -目.1846

0 . 03日1 日.1986

0. 0537 -0.2916 

0. 0056 -0. 0409 

-0.0818 -0. 0774 

-0. 1352 -0. 1 634 

-0.43“ 自.1499

-0.2947 -0.1�担5

-0.3111  -0.1877 

-0.531日 -0.0159

目 . 1 1 1 4 -0.1596 

-0.日517 0. 1切7

-自. 自667 自. 1748

0 . 白781 ・白.1665

-0. 1775 0 . 1 918 

-0.1271 0 .0483 

-0. 2790 0.2初日

因子10

0.329由

-0.自333

・0.2745

・目.自121

-0.0626 

由 . 自由41

-0.0725 

・日.0225

自. 1409

0.自664

0.0224 

t邸調3

0.1674 

-0.1279 

・白.35‘1

・白.1目34

-0.自423

0.0619 

-0.1121 

-0.0763 

0 . 1 067 

由. 1889

由.1489

0. 1542 

白.0885

-0. 1054 

ー目.4397 目.2459 -0.目隠7 -0.1730 

-0.2850 11.0366 -0.1鈴8 0.1875 

自 . 0375 日.倒的 自.3978 0.2561 
0 .1257 -0. 0081 -0.0615 0 . 1 242 

-目.0336 日.099自 由.0566 -0.自69自

目.1958 目.0449 0.1870 0.3137 
臥由914 日.由194 -0.0685 0.2自62
日.“69 日 . 1 843 0.1567 -0.1246 

-0.0355 -0.0115 0 . 1 2自由 自 .3自由3

-0.白947 -0. 078由 ー自.2060 0.2938 
日.2385 -0. 自107 0.0714 0 自由3日

・目.届302 目.0714 自.0834 帽0.日544

-0.0478 目. 3453 0:0102 0.2837 

-自.自379 ・目. 12日2 ・0.0978 0.2193 

自 . 1 694 日.1589 -0.1182 0.1 1 1自

由 . 1 172 -0. 0593 0. 0飴6 -0.1296 
目.2512 自.0054 -0.0怨訓自 由.日571

-i!l.0909 -0.2目58 -0.2242 -0.3834 

0 . 1 557 -0.0918 -0.2689 自.由7日自

由.2975 日.1387 0.1426 0.i!l522 

0 . 1 825 -0.0391 0.1348 -0.3697 

-0.0531 自.2376 0.3310 ・0.2470

-0.日制7 -0.2867 0.2均3 ・0.曲目95
2.534自 2.3670 2.2148 2.0320 

3.3787 3 . 1 56由 2. 自広初 2.7093 
49.2044 52.3604 55.3134 58.0227 



② 因子分析結果

単純集計は全体 と しての傾向を示 し て い る 。 しか し 当然の こ と なが ら， すべての回答者が

同 じ傾向で回答 し て い る わ け で‘はない。 因子分析を用 い る と ， 現象の背後 にあ り ， 全体傾向を

説明す る い く つかの因子を探 る こ と がで き る。 調査デー タ を因子分析にかけた結果は， 【表 3 】

の と お り であ る 。

因子 l は， ほ と ん ど全ての項目 の負荷量がプラ スの因子であ る。 すなわち， い じ め は多 く の

事実か ら 読み取れ る と す る 因子であ る。 こ の因子の存在は， 調査以前か ら予想 さ れていた。 す

な わ ち， い じ めがあ り 自殺があ っ た こ と が分かつ てい る事例であ る ので， 振 り 返 っ てみればほ

と ん どがい じめのサ イ ン に見え る はずだ と す る も のであ る 。 し か し 予想さ れる因子の通常の

寄与率に比べ小さ い数値であ っ た。

内容的には， 具体的な項目 ほ ど負荷量が大 き く な っ て い る 。

因子 2 は， 形態的に は， 項 目 No. が小 さ い ほどマ イ ナ ス の負荷量を もっ項目が多 く ， 大 き い

ほ どプラ スの項目が多 い因子であ る 。 すなわち， 時系列的に遅 く な る ほ ど， プラ ス の負荷量の

項 目 が多 く な っ て い る 。 こ れは. 単純集計結果 と 同 じ傾向を も つ ものである。 内容的に は. 具

体的な項目 ほどプラ スの負荷量を も ち ， 抽象的な項目 ほ と、マ イ ナ スの負荷量を も っ て い る 。 こ

れ は単純集計の と こ ろ で記述 し た解釈以外に， 担任等の r A 男 を中心 と し た事実の経過」 の提

供者 も ， 時系列的に遅 く な る ほ どい じ めではないかと 思 う 度合いが大 き く な り ， 事実確認が具

体的に な る ， と も 解釈で き る。 両者が総合 さ れて こ の因子を生んだ も の と 思われる。

次に， 因子 3 の各項目の内， 因子負荷量の大 き い も の と 小 さ い も の各七つを下表に示す。

1 1 5  0.4962 体育館で鑑任が彼 ら がプ ロ レ ス ご っ こ を し てい る のを見かけた. ìl!l滋なのでやめさせた.
99 0.449目 A男は体育館で下半身下着婆に なっ て立 っ てい た . 女性殺諭が f 何 してい る の J と A男iこ声をかけ る と . A男は

1例 目.4147 1転校教諭 (鐙任かどうか不明) は 「議かにやられたのかJ と辱ねた. 彼は録後まで 『 自分で低んだJ と 言っ た.
1軒 目. 4138 父視が学校へ出向曹 「 学綬で何か あ っ た の では j と 生活指滴担当教諭に話 し て い る . 担任、 生徒指測の敏師 、 A

8 0. 3428 同級生の家でA男 と同級生らがプロ レ ス ご っ こ を行 っ た .
3 白.3189 リ ー ダ ー的存在で生徒から も教師か ら も 信頼のあっ たA勇だが ， なぜか 『 イ モ j と い う あだ名がつ い て い た .

1 1 自 由.2966 生活給導担当教諭はA男に事情を聞い たが. あい ま い な答え し か返 っ て こ なかっ た ため， それ以上深く は聞かな. ・
・ . . _ - - - - ー ー ー ー ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ー ー ー ー - - - - - - _ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ・ ・ ー ・ ー ー ー ー ー ー ー ー .

65 -0. 38由3 8 - 9 入で一週間笛動で遭っ た。 走 り 役. グル ー プ は 1 人前23関門 の翼手司や天井を注文 す る 乙 と も あ っ た o 1) _ 
68 -0.4117 7 - 9 月 3 回濁酒52 RIIと ソ フ ト 1 1 個計60.40円 ・ ・ ・ い か に も 処分し た と い う 怨 じ . ( 吉本后主談) [ü\.PI6 

33 -0. 4鎚8 A男は ソ フ ト 6 本を 1 6 0 0 円， 漫事 5 2 冊を 1 7 0 0 円で売却. ( 中. 12々〕
36 -0. 4423 原因を尋ね る と ， r.!lが強くて奄んだJ r 回んぼに湾ち た j と 説明 ( 自長皇后主談) [1l . P . 15J 
59 -0. 4557 自舷車庖主が修理に来て いた事例 目 の 中学後の教師に I そ う い え ばA男がやけに修理tこ 乗 る 砂どい じ め の な い よ
35 -0. 4743 寝れた 自 伝車 を 7 月頃自伝車庖へ待っ て き た . 以後 4 - 5 固.
63 -0. 5595 5 - 6 人で型車B の よ う に グ ー ムセン タ ー にì!ぅ . ヤ クザの使い 走 り の よ う にみんなにペ コ ペ コ し て い る . ボ ク シ

負荷量の大 き い も の は学校内で確認で き る 具体的なサ イ ンが多 く ， 小さ い も の は学校外で確

認で き る サ イ ンが多い。 すなわち， こ の因子は， い じ めのサイ ン と して， ま ず学校で確認で き

る も のを重要視 して い こ う と す る も のであ る ， と 解釈で き る。

次に， 因子 4 の項 目 の内， 因子負荷量の大き い ものを示す。

1 7  0.“74 仲間から 虚脱す る よ う 担任や学年主任が何度も勧めたが. 1巨人が 『 鐙け た く ない j な ど と 言 う ので. �量< �み込
36 白. 3968 原因を.ねる と ， r島が強 く て伝んだJ r 田んぼに湾ち た j と読明 ( 自 転車后主談) 【総，p.16J
85 日. 3778 隻語教諭の� 何かの用事があ り保健室に き た . �l級を合わ せ る こ とができず， 伝え たい こ と を き ち ん と伝え
1 3  自.3565 掌綬か ら の緒潟のゆで、 A異に指示し た と い う 事実を否定した. ( 子供)
84 0.3273 同 席 し た 隻謹敏鎗 は 「 続線が定ま ら なか っ た り 身体のゆれがと ま ら なか り す る こ と があ っ た J と 春日告 し . 心理テ

106 日.3181 保健室に小さなけがの手当 て に き た . け が よ り も左ほお上のあぎが気に な っ た. r そのあぎはど う し た の J と 間
28 日.3白85 そ し て . r も し命令されたなら 言 っ て ほ し い j と・ねた. し か し ， 何も 言 お なか っ た 。

a 日.3目崎 2 学期に入っ て い じ め グル ー プ か ら 金の要求自由 ま る . ( U. p .  21 ) 
98 日.3032 l!ø活動の練習碕には他の生徒も よ く ト ラ ン ク ス一被でい る こ と を見かけたが. �賀諜時にはお・かしい と彼の心理扶
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教師に と っ てふに落ちな い生徒の反応を， い じ めのサ イ ン と し て重視 し て い る 。 すなわち，

教師の経験 と 勘を重要視す る 因子であ る。

ウ い じ めのサイ ン の発見と課題

前述の事例研究 と 調査研究の知見を. 事例 I や事例m......，v， 後述の ウ~ケの事例等に よ り 補

完 ・ 補強 し て， 下記の 7 項 目 に ま と め た。
- ・ ・ ・ ・ ー・ ・ ・ ・ ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ー ・ ー ー ー ・ ー ー ー ー ー ・ ー ー ー ー ー ー ー ・ ・ ー ー ー ー ー ー ー ・ ・ ー ー ー ー ー ー ー ・ ー ー ー ・ ー ー ー ・ ー ・ ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー・ ・ ・ ・ ・ ー .・ .
: ①  い じ めのサイ ンの判断基準は， 個人に よ り ， ま た ， 時 と 場合 に よ り ま ち ま ちで あ る 。

: ②  

: ③  
; ④  

: ⑤  

個人だけでは， サ イ ンを収集 し て も い じ めだ と 断定す る こ と が難 し し 、

サ イ ンを集約 ・ 集積す る こ と に よ り ， い じめだ と 判断する こ と が容易 に な る 。

収集 ・ 分類 ・ 整理 さ れたい じめのサイ ン群は， い じ めの発見を容易にする。

収集す る範囲は， 可能な と こ ろ か ら 行 っ ていか ざ る を得な いが， 広い ほ ど具体的な サ ;

イ ンが収集で き る 。

; ⑤  サ イ ンの集約 ・ 集積の体制が有効に はた ら く ためには， 関係者の聞に 「 い じ め は許さ :

れない行為で あ る 。 J と の共通認識が必要であ る 。

: ⑦  サ イ ンの集約 ・ 集積の体制を， 更に効果的にする も の と して， 校長の リ ー ダ ー シ ッ プ j

及び学校 と し ての組織的な対応が挙げ られる。

本節の結論の内， 提言 と し て強調すべ き も のは，

③ サ イ ン を集約 ・ 集積す る こ と に よ り ， い じめだ と 判断す る こ と が容易 に な る 。

で あ り ， ①②はその理由， ④~⑦はサ イ ンの集約 ・ 集積の体制を有効にする手段であ る。

参考のために. 本節の検討の過程で意見 と し て出されたサ イ ンの集約 ・ 集積の体制の一例を

掲 げて お く 。
- ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ー ー ー ー - - - - ー ー ー ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ . . .・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ . . ・ ・ ・ ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー .. ・

教師は 日 常的な指導の中で， “気に な っ た こ と " を メ モ書 き に して，

制を管理す る教師に集約 す る 。

集約 ・ 集積の体 ;

集約 ・ 集積の体制を管理す る教師は， 情報を集積 ・ 整理 ・ 分析 して， 必要に応 じて，

会議を招集 して， 更に詳 し く 検討ま た は情報収集す る。

収集 し た情報は， パ ソ コ ンの “表計算 ソ フ ト " で管理す る と 分析が容易 と な る。
. . . _ - - - - _ . . ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ー ー ・ ・ ー ・ - - - _ . . . . _ . . . - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ー ー ー ー - - - - _ ー ー ・ ー ー ー ー ・ ー ー ー ・ ・ ・ ー ー ・ ・ ・ ・ ー ー ・ ・ ー ー ー ー . ・ ー . - - . - ・ . ・ ・ ・ . .・ ・ ・ . . . ・
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3 い じ め にかかわ る子供の指導 と そ の保護者への対応

文献に見 ら れた事例や調査委員の教師か ら の聞 き 取 り に よ り 得 ら れた事例を分析す る こ と に

よ っ て， い じ めの発見か ら い じ め解決ま での具体的な指導， 対応の仕方を明らかに し よ う と し

fこ。

そ れぞれの事例を， 川 、 じ め ら れた子供の指導 と その保護者への対応」 と 「 い じ めた子供の

指導 と そ の保護者への対応J と に分け， い じ めの発見や い じ め に かかわる子供の指導 と そ の 保

護者への対応上の課題を明 らかに し た。 ま た， そ の課題を分析， 考察 し て得 られた知見につい

て ま と めた。

な お， 後述のア (事例 1 ) . イ (事例 II ) . ウ は文献 に よ る 事例であ り ， エ~ケ は教師か ら

聞 き 取 っ た事例であ る 。

ア い じ め と 校内暴力が混在 して指導が行き 届 かず.子供が死に至っ た事例 (事例 1 ) 

< い じめ にかかわ っ た子供 >

- い じ め られた生徒 : A男 (中学校第 2 学年)

・ い じ めた生徒 : B .  C .  D .  E .  J 男 ら

< い じ めの態様 >

< い じ めにかかわ っ た子供の保護者 >

. A 男 の父， 母 : A 2  • A 3  

・ B 男 の父， 母 : B 2 ら

・ C 男 の父， 母 : C 2 ら

・ D 男の使い走 り が基でい じ め グループに取 り 込ま れ. 使い走り が顕著にな っ た。

- 両手を縛 ら れ ロ ッ カ ーの上に乗せ ら れた。 登校 ・ 下校時にかばんを持た さ れた。 エアガ

ンでね ら い撃ち さ れた。 殴 ら れた り ， 蹴 ら れた り し た な どの暴行を受けた。

・ 授業の抜け出 し ゃ授業妨害， 教師に対す る反抗な どを強い ら れた。

「葬式 ご っ こ J で死んだ こ と に さ せ ら れた。 顔に口 ひ げやあ ご ひげを描かれた。 冬に裸

に さ れて滑 り 台 にあおむけ に さ れた。 口 に含んだ水をか け ら れた。

0 事例 | に見られる課題

< い じ めの発見 >

判決文を基にす る と ， 担任は第 2 学年 l 学期の 7 月 ま での時点で. A男がグルー プ と 共 に 行

動 を し 授業の抜け出 し ゃ怠学， 授業妨害な どの問題行動に 出 る よ う にな っ た こ と を認識 し て

お り 教頭を含む教師は， A男が， 授業中の使い走り や暴力行為を含むい じめを受けて い る こ

と を繰 り 返 し 目 撃 し ていた。

0 い じ め ら れた子供の指導 と そ の保護者への対応

- 担任はA男の授業抜け出 し ゃ遅刻， 欠席. B 男 ら と の交遊関係について A 2 に電話で知 ら

せ， 監督， 指導を促 したが. A 2 は感情的な対応に終始 し ， 意の あ る と こ ろ を伝え る こ と

がで き なか っ た。

・ 担任は家庭環境を案 じ. A 2 に. A 男 の遅刻が多 い こ と や交遊関係上の問題点を書いた手

紙を送 っ た。

. 0教諭は. A 男. B 男. C 男 の 3 人を校長室に呼び出 し ， B 男. C 男か ら 使い走 り を さ せ
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た事実を確認 して. A 男 に対 して謝罪を さ せ， 繰 り 返 さ な い よ う に厳重に注意 し. A 男 に

ら 今後， 同様の依頼を受け た り な ど し た場合には直ち に連絡す る よ う に諭 し た。

・ 担任がA男 に無断外泊の理由 を聞 く と . A男 は家庭の事情 と 答え. A 2 に し か ら れ る の が

怖 い と 言 っ たので， 放課後. A 男 と 一緒に A 2" の勤務先に行 き . A男を厳 し く し っ 責 し な

い よ う に依頼 し た。

・ 教頭は. A 男 と 共に下校 し よ う と 校庭を歩いていた J 男がA男 の顔面を l 回殴打す る の を

目撃 したので， 現場に急行 し事情を聞 こ う と し たが退散 して し ま っ ていた。 そ こ で， 担任

と と も に A男 と J 男の 自宅に電話 して事実を話 し たが， いずれ も 否認 したのでそれ以上の

追及は し な か っ た。

・ 教頭 と 担任 は. A男が体育の授業を見学 して い る と き . A 男が E 男 ら に歌を歌わ さ れた り ，
木に登 ら さ れて揺 さ ぶ ら れた り し た こ と について口頭で制止 し たが， 立ち入っ て事情を聞

かなか っ た。

. p教諭は. A男がD 男 ら と い る と こ ろ を発見 して. A男を教育相談室に入れて保護 し， 担

任 に連絡 し た。

・ 担任 は P 教諭の連絡を受けて教育相談室に行 っ た が. 数 日 前に グループか ら暴行を受け，

恐れていたため毅然た る 態度が と れな か っ た。 グルー プが捜 し 回 る 間. A 男 と 一緒に教育

相談室に電灯 も 暖房 も つ けずに隠れていた。

. A 男が担任に， グルー プの仕打ち等が恐ろ し い こ と ， グルー プか ら抜け 出 し た い こ と ， 一

人では帰宅で き な い こ と について話 し た。 担任は A s に連絡 し グループか ら抜け る の は
容易でな い こ と や， 転校 し た り ， 警察に介入 して も ら っ た り す る こ と な どの方策について

話 し 2 月 1 日 の土曜日 に家庭訪問を し て よ く 話 し 合いた い こ と を告げて A 男 を A 3 と 一

緒に帰宅させた。

- 担任は. A 2 らが保護者会や保護者面談等に一切出席 し な か っ たので. A男の欠席状況や

問題行動等についてA2 ら と 話 し合 う 機会が も てず. 12月 下旬 ごろ， 出勤途上にA2 ら 宅
を訪れたが. A 男が実情を話す こ と をやめてほ し い と い う し ぐ さ を し たのを見てA 男の状

況等について は何の説明 も し な か っ た。

(了) い じ め ら れた子供への指導

こ れ らの こ と か ら ， 教師がA 男の使い走 り につ いて諭す場面はあ る ものの， 無断外泊や一連

の暴行等につ いて強力 に そ の解決を図 る こ と がで き な か っ た。 ま た ， 保護 さ れた A 男 を い じ め

グループが捜 し 回 る 間， 担任 は グルー プの生徒を恐れ. 毅然 と し た対応がで き な かっ た。 こ の

こ と は. A 男 に と っ て教師は い じ めに対す る つ ら さ を訴え る こ と ので き な い存在と 映 っ て し ま

っ た と考え ら れ る 。

さ ら に， グルー プの問題行動 と い じめが相ま っ て複雑化 し た状況下で. 個々 の教師が問題行

動 に 対応 し A男への指導に当た っ て い る が， 学校 と し てのい じ め解決への指導が遅れ. A 男

を守る こ と がで き な い状況にな っ て し ま っ てい た と 考え られる。

(イ) い じ め られた子供の保護者への対応

担任は， 電話や手紙で連絡 し よ う と し た り ， 家庭や勤務先を訪問 し た り し て A 2 等 と の連携

を 図ろ う と し たが， 協力が得 ら れず， 対応 も十分で は なか っ た。
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ま た. A 男本人がい じめの実態を保護者に知 ら れた く な い こ と か ら ， 担任に真実を言わせな

い よ う に し た ため， 保護者には何も伝わ ら ない ま ま 日 々 が過 ぎてい く 結果と な っ て し ま っ て い

fこ。

こ の よ う に教師は保護者と 十分な懇談ができず消極的な対応 と な り ， い じ め解決のための家

族 と の協力体制が構築で き な か っ た こ と がA男を逃げ場のな い状況に追い込んでい っ て し ま っ

た と 言え る 。

0 い じ めた子供の指導 と そ の保護者への対応

• 9 月 ごろ ， 担任は B 男及び C 男 ら に 口頭に よ り 注意を促 したが， 聞 き 入れ ら れず， 再三に

わた っ て. B 2 ら及び C 2 ら に こ れ ら の問題行動について連絡 し 家庭におけ る 指導を促

すな ど し た。

. 0教諭は. A男. B 男及 び C 男 を校長室に呼び出 し. B 男及 び C 男か ら A 男 に使い走 り を

さ せた事実を確認 し て. A男 に謝罪を さ せ る と と も に. 同様の こ と を繰 り 返 さ な い よ う に

厳重に注意 し た。

・ 担任はI C 男 に， 授業を抜け 出 し た こ と を注意 し た。

・ 教頭又は担任は， 体育の授業を見学 していたA 男が. E 男 ら か ら 歌を歌わ さ れた り ， 木 に

登 ら さ れ揺 さ ぶ ら れた り し た こ と について口頭で制止 し たが， そ れ以上の事情を聞かなか

っ た。

• 12月 ごろ， 担任 ら はI B 2 ら及び C 2 ら に対 し， 電話で又は同人 ら を呼び出 して， 繰 り 返

し B 男及びC 男の状況を説明 し 家庭での指導を要請 していた。

(7) い じ めた子供への指導

こ の中学校では， 教師が生徒の問題行動を把握 し た場合に は. 担任に連絡す る ほか， 学年単

位の打合わせ会や生活指導部の会議を通 じて教師全体に報告 さ れ る よ う にな っ ていた。 し か し

い じ め グループの行動は過激 と な り ， 口頭での注意や制止だけでは収 ま ら な い状況であ っ た。

事例 I では. 学校の組織的な対応と よ り 強い指導が求め ら れていたのに. 事実を確認 して悪い

行為は悪い と い う 規範を示 し た り ， 早期対応がで き なか っ た り し た こ とがい じ めを助長 さ せ，

止め られな い状況に至 らせて し ま っ た と 言え る D

一方. 9 月 ごろ， 教師が休み時間や授業を担当 し な い時間帯に交替で校内を巡回 し， ま た，
2 年生の保護者 ら の有志が授業参観 と い う 名 目 で. 1 1 月 終わ り か ら 12月 にかけて交替で授業時

間中の廊下を巡回 し た。 しか し 校内では問題行動が多発 し， その対応に追われ， 教師は生徒

を教室に連れ戻すのが精一杯で， 個別的な事情調査や指導 ま では手が回 ら な い状況であ っ た。

ま た， こ の対応 と 並行 し て当該学級では保護者会を聞 き ， 生徒の問題行動の実態を詳細 に報告

し 保護者の注意を喚起 し た。 さ ら に， 第 2 学年全体で も 保護者会 も 再三開 き ， 生徒の問題行

動の実態を詳細 に報告 し た。
こ の よ う に， 学校において は問題行動に関 しての対策 に は努力 して いたが. A男への い じ め

を解消す る ための対策に はな っ て いなか っ た と 考え ら れ る 。

(イ) い じ め た子供の保護者への対応

担任は家庭に電話を し た り . 学校に呼び出 し た り して連絡を と っ て は い る が， 保護者側 は学
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校 か ら の連絡に対 し て B 男 や C 男 に十分に指導 していたと は言えず， 保護者が子供に積極的に

かかわ っ て い け な か っ た こ と が分かる。 ま た， 日 ごろ か ら の学校 と 保護者と の交流が十分で は

な か っ た と 言え る 。
0 事例 | か ら得られた指導 と対応についての ま と め

< い じ めの発見>

① 問題行動の中に い じ めがあ る と 考え， グルー プ と 一緒に行動 し て い る 子供の力関係を見抜

き ， 使 い走 り な どの弱い立場の子供の動向に注目 し て観察す る 必要があ る 。

② 暴力行為な どを見た と き は， い じ めではないかと の立場か ら指導を急 ぐ必要があ る 。

< い じ め ら れた子供の指導 と そ の保護者への対応 >

① い じ めの早期発見 と い じ め ら れて い る 子供の身の安全を第ー と し た指導を行い， 教師がー

体 と な っ て毅然た る 態度で‘対応す る こ と がで き る学校の組織体制を確立す る必要があ る 。

② 教育委員会のパ ン フ レ ッ ト 等を用 いた研修会や関係諸機関と の情報交換を行 う な ど して，

早期対応がで き る 校肉体制を確立す る 必要があ る 。 そ の た め に は， 地区の生活指導協議会な

どの情報を基に， 全教職員がい じめ問題につ いての新 し い動向に対 し て 日 ごろか ら認識を深

めてお く こ と が大切で あ る 。

③ 保護者に対 して保護者会， 面談や家庭訪問を通 して， 日 ごろ か ら 家庭と の連携を緊密に図

り ， 積極的に情報交換をす る 必要があ る 。 生徒の様子に変化が見 ら れた と き は. 欠席， 遅刻

の連絡の徹底， 服装， 言葉遣い， 持ち物， 長期休業時の家庭での生活の様子な ど細かな点に

つ いての情報交換をする こ と が大切で あ る 。

く い じ めた子供の指導 と そ の保護者への対応 >

① い じ めた子供を指導す る と き は， い じ め られた子供への仕返 しがあ る こ と を想定 し い じ

め は決 し て許さ れな い行為であ る こ と を毅然と した態度で指導す る こ と が大切で あ る 。

② 教師聞の連携を図る体制を確立 し て お き ， 学校の組織を挙げてい じめのサイ ン を素早 く と

ら え， 早期に指導す る こ と が大切で あ る 。 ま た， い じ めた子供の指導では心情や行為の背景

を 聞 き 取 る と と も に い じ めの行為の不当性を指導す る こ と が大切であ る 。

③ 学校 と 家庭 と の太 い き ずなの基に い じ め グループの実態を き ち ん と 把握 し 保護者の協力

を 強 く 呼び掛け， 共に解決 し てい こ う と す る姿勢， 意欲を示す こ と が大切であ る 。 ま た， 保

護者同士の連携を深め， い じ めを許 さ な い と い う 社会的規範に の っ と っ た協力を求め る 必要

があ る。
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イ い じ めの発見とそ の対応が遅れて子供が死に至 っ た事例 〈事例 II )

< い じ め に かかわ っ た子供 >

・ い じ め ら れた生徒 : A男 (中学校第 2 学年) ・ い じ めた生徒 : 同級生男子 4 人
< い じ めの態様>

・ 暴力を受け る 。 ・ 金銭を強要 さ れ る 。 - 川でおぼれ さ せ ら れる 0

. 自転車を壊 さ れた り 他人の自転車を盗ま さ れた り す る 。

【表 4 A 男の行動記録か ら の A 男 や その保護者への学校の対応】

ト平 月 日 だれからだれに

4月 8 日 ? 吟 A 男 に

2 4月 1 1 日
護
? 吟

者
A 男 と 保

3 4月 13日 ? 。同級生

保
? ゅ

護者
同級生の

4 4月 16日 担
護

任
者

吟
(貌
A男

淵
の保

) 

5 5月 26 日 教諭
級

C!:>A 男 と
同 生

6 6月 2 日 担任吟A男

7 6月 30 日 担任ゅA 男

担任吟A男

担
保
任

護
ゅ
者

A男の

8 7月 14 日 担
保

任
護

吟
者

A
(三者

男
蝦

と
) 

9 7月 15日 担任吟A男

10  7月 19日 ? 吟A男 と 同
級生

1 1  7月 20 日 学
護

年
者
主任ゅ保

12 7月 25 日 ? 時A 男 の保
護者

教諭吟A男

内 柑廿句
同級生を殴っ た こ と

同級生を殴 っ た こ と

A 男 に殴 らせた こ と

A 男が同級生
事情

を
聴

殴 った こ と
についての 取の経過

問題の多 い生徒 と 一緒にい
る こ と

水門付近でふ ら ふ ら してい
る こ と

生活や進路の こ と

女子に対す る悪口

授業中のふ ざけ た態度

こ の 日 の事情， 経緯

A 男の学習成績の下が っ た
こ と

3 年
級

生が 7 月 11 日 に A 男 と
同 生を殴 っ た こ と

7 月
し

15日 に神社へいたず ら
を た こ と

神社での集団喫煙等

7000円 を祖母か ら も っ て い
っ fこ こ と

フ ァ ミ コ ン ソ フ ト を 買 っ た
こ と
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指導 ・ 対応等

他の同
と

級
を

生
打

に指示
け

さ れてや っ Iた こ ち 明 られた。

殴 ら れた生徒への謝罪を勧め
fこ。

事実を否定 さ れた。

指導の飴晶を伝えた。

も う 少
と

し強い意志で断れる と
よ い 伝えた。

指導 し た。 (詳細は不明〉

(詳細は不明)

担
れ

任
た

が理由を聞 いた。 命
と

令
尋

さ
な ら言

言
っ て欲

か
し い ね

たが何も わ な っ た。

強 く 注意 し た ら . r ち く し ょ
つ 。 J と 反発 した。

絡
担任
し

が
た

母
。
親に電話で事情を連

生活
す

を見直 して欲
を

し い こ と を
話 と A 男 は涙 流 し た。

担
殴

任
られた

護
生徒
者

の家
謝

に 3
4年

行
生，

， 保 で 罪L く 。

事実関係を確認 した。

保
年

指

護
主
者

任
を

ら に来
実
校 し て も ら い学

が事
願

の説
た

明 と 今後の
導 お い し

事情を聞いた。

A 男 と 庖に確認に行 っ た。



7月26日 教
保
諭
護ゅ者

A
と叔
男
母
の

13 9月 16日 担任吟A男

14 9月 17日 養護教諭吟A
男

15 9月20日 担
母
任

親
吟A男の

担
父親
任吟A男の

16 9月21 日 養
男
護教諭ゅA

17 9月24日 教
父
諭

親
吟A男と

18 10月 4日 養
男
護教諭吟A

19 10月 4日 ?吟A男の母
親

20 10月 7日 担叔母任時A男の

21 10月 12日
担
A男
任

の叔母吟

22 10月22日 担
同
任

級時生
A男と

家からお金をも ら っていっ
た後の事情
喫煙する生徒と一緒にいる
こ と
学年

話
会でA男白様

護
を
教

子
求

諭
め
につい

て し合い，
実
養
施

が心
理テス ト の た こ
と
喫煙す

と
る生徒と一緒にい

受
る

こ と カ ウ ンセ リ ングを
け る こ と
A男の学校の様子

上はジ ャー ジ， 下は ト ラ ン
ク ス姿で走っている こ と

R転
た
車を盗むよ うに指

壊
係

れ

示
の
た
さ

さ
こ とや自

じ
転
め
車を れ

た こ と と い の関
さ

調
査を父親から依頼
A棄が小さなけがの手当て
に Tこ こ と
空

緒
き地で喫煙して同級生と

ー にいたこ と

A男がカ ウ ンセ リ ングを受
とけ る こ と を親に勧めるこ

A男
さ
にカ ウ ンセ リ ングを受

け せる こ と
体
を見
育館掛

で
けて

のプロ レスごっ こ

フ ァ ミ コ ンソ フ トを買 った こ
とについて連絡した。
担任が事情を聞き， 指導を し
た。
養
し
護
た
教諭が心理テス トを

教
実施

師談。 その結果を学年の
に相 した。

担任が電話で話した。

父親から夜A男が
聞
出歩く 癖が

ついている こ とを いた。
養護教諭が注意した。

A尋男にだれかにやられたのか
転
と ねたが， 最

た
後まで自分で

んだと言っ

左ほおのあざについて尋ねた
が， ぶつかったと言った。
事
皇裂
件

が
の状泊況

分号
を

主
電話
義

連
技
絡。場帰合宅は

するよ

依
保
頼
護者

し
に話しても ら う よう に
fこ。

カ ウ ンセ リ ン
を
グ
受
を受

けたけずに話
し合う と返事
過激なので， 担任がやめさせ
た。

(毎日新聞社会部編 『総力取材 「い じめJ 事件』 毎日新聞社 よ り作成〉
O 事例 1 1 に見られ る課題

<い じめの発見>
① 非行などの問題行動から い じめと しての発見ができなかった

【表 4 】 の整理番号 6. 14. 15及び17の父親に自転車が壊れたのはい じめではないのかと言わ
れたこ とへの対応以外は. い じめと い う よ り 問題行動と して対応している。 い じめを発見でき
なかった要因と して. A男が問題を起こす仲間と一緒にいた こ とやA男がい じめを否定してい
たこ とが挙げられる。 この事例は， 非行などの問題行動の中からい じめを発見する こ との難 し
さや， 対応を誤れば更にい じめを陰湿化， 激化させ， い じめられている子供を追い込んでい く
こ と にな る こ とを示 しており ， 学校は問題行動からい じめを見抜 く こ とが必要である。
② 保護者からの訴えの中からい じめのサイ ンを見抜けなかった

盗難自転車の件で同級生数名が警察署に保護されたと き ， 同級生はA男が盗んだものだと主
張 した。 A男の父親は警察署に出頭した後にA男と学校に来て 「自転車はグループの一人にと
ら された。 J と警察署で主張したこ とや r 8 月 にはB市で自分で転んで自分の自転車を壊した
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と言っているが， 自転車の壊れたこ と はい じめではないか調べて欲しい。 J と言った。
盗難自転車について両者の言い分が違っている。 関係生徒の言い分が異なる こ と は， 対応上

よ く ある こ とである。 まず， この こ とを徹底して調査する必要があっ た。 指示されてやっ た と
い う こ と はし 、 じめのサイ ンであり ， 告げ口 したこ とがい じめている側に知れればA男の立場は
更に悪化すると も考え られ， 中途半端な対応は許されなし 、。

。 い じめられた子供の指導とその保護者への対応
① 担任が関係生徒への指導の方法を身に付けていなかっ た

整理番号 7の 6月30日の記録による と， 教室で起こ っ た女子との ト ラ プルや授業中のふざけ
た態度への対応場面で， 担任がA男に 「 も し命令されたなら言ってほしい。 」 と尋ねている。
こ の発言には. 仲間の命令を受けてA男がやらされているのではないかと いう予見に基づいて
い る こ とが読み取れる。 これに対して. r A男は何も言わなかった。 J とある。 同 じ教室の中
でA男の仲間やみんなが見ていると ころで対応しているので， 何 も言わない， 言えないのが普
通であり ， そ こ にい じめられているA男の苦悩が読み取れる。

また. 次の時間にもA男が授業中にふざけた態度を取っ たため担任は強 く 注意したら. A男
が 「ち く し ょ う 。 J と反発 した言葉にも苦しい心の内が表れている。 こ こでも担任は 「君の命
令ではないか。 J と同級生に問いただしたが， その同級生は否定している。 場所を変えA男を
個別に指導し. A男の心の内面を分かろ う と努力する必要があっ た こ とをこの事例は示唆して
い る。
② 学校のい じめを解決する指導体制が機能していなかっ た

行動記録はA男の行動を中心と しτ書かれており ， 学校の対応については十分に記さ れては

対応者
対 応 者 不 詳
学 級 担 任

本 校 教 諭

養 護 教 諭

学 年 主 任

対 応 事 実 の 整 理 番 号 |
1 . 2 ・ 3 ・ 10 ・ 1 2 ・ 19

4 ・ 6 ・ 7 ・ 8 ・ 9 ・ 1 3 ・ 1 5 ・ 20

22  

5 ・ 12 ・ 1 7

1 4 ・ 1 6 ・ 18

1 1  

いないが， 【表 4 】 の整理番号11の 7月20日の記載に，
「保護者らに来校 して も らい学年主任が事実の説明と今

後の指導をお願いした。 J とあ り ， 担任や学年の教師な
どがA男を含む仲間の問題行動に関 して対応していたと
恩われる。

ま た， 心理テス ト の実施などで養護教諭もA男に対応
しているこ とから， 校内の問題と してA男やその仲間の
こ とが取り上げられていた。
さ らに. A男や保護者等への学校の対応について整理

すると左記の表のよ う にな る。 この表からは学級担任は
数多 く 対応している こ とが分かる。

この学校では， 定例の学年会や生徒指導の会議がもたれていたと し寸 。 それなのになぜ， 問
題行動に適切に対応できなかったのか， なぜい じめを発見 し やめさせる こ とができなか っ た
のかが疑問と して残る。 学校はA男の自殺後. rい じめの こ とに思慮が及ばなかった。 J と い
う 内容のこ と を語っている。 指導組織があってもそれが機能していなかったのである。
。 い じめた子供の指導と その保護者への対応

学校が公表した 「行動の記録J を基にいじめた生徒と保護者への対応について整理した。
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月 日 い じ め た と 恩 わ れ る 生徒 へ の 指 導 ・ 対 応

4/13  A 男 が指示 さ れ て 殴 っ た と い う こ と か ら ， 指示 し た と 考 え ら れ る 同 級 生 等 を 指 導 し
た が ， そ の 事実 を 否 定 さ れ た 。 そ の 経 過 を そ の 同 級 生 の 保 護 者 に 伝 え た 。

5/26 A 男 と 同 級 生 が 中 間 テ ス ト 前 日 に 岡 島 の 水門 付 近 で ふ ら ふ ら し て い る の を 本 校 教諭
が 見 掛 け 指 導 し た 。

6/30 授 業 時 間 の A 男 の 態 度 を 担 任 が 強 く 注 意 し た ら ， そ れ を 見 て い た 同 級 生 が 「 な ん で
A 男 を し か る ん だ 。 j と 担 任 へ 反 抗 的 な 態度 を と っ た 。 担 任 は f 君 の 命 令 で は な い
か 。 J と 問 い た だ し た が . そ の 同 級 生 は 否定 し た 。

7/15  3 年生が 2 年 生 を 殴 っ た こ と に 対 し て 指 導 し . 担 任 ， 保 護 者 を 伴 っ て 被 害 を 受 け た
A 男 の 家 を 含 む 家 庭 へ 謝 罪 し た 。

7/19  神 社 で の 喫 煙 ， 花 火 ， 神 社 へ の い た ず ら に つ い て 関 係 生 徒 に 事 実 を 確 か め た 。

7/20 神 社 で 集 団 で 喫煙 し て い た こ と で ， 保護者 ら に 来校 し て も ら い ， 学年主 任 よ り 事実
の 説 明 と 今後 の 指 導 を お 願 い し た 。

9/22 同 級 生数 名 が 警 察 署 に 保 護 さ れ た 。 A 男 ら は 1 7 日 か ら 家 出 し て い た 。 同 級 生 の 一 人
が 乗 っ て い た 自 転車 は 盗 難 自 転車 で ， そ れ は A 男 が 8 月 下 旬 に 盗 ん だ も の だ と 主 強
し た 。

1 0/ 体 育 館 で 担 任 が A 男 ら が プ ロ レ ス ご っ こ を し て い る の を 見掛 け た 。 担任 は 過 激 な の
22 で や め さ せ た 。

( 毎 日 新 聞 社 会 部 編 『 総 力 取 材 「 い じ め 」 事 件 』 毎 日 新 聞 社 よ り 作 成 )

い じめた生徒の指導とその保護者への対応についての課題は次の 3 点に集約でき る。
① 学校の対応がいじめと い う よ り も， 殴り合いや喫煙， 家出， 夜間外出などいわゆる非行行

為と して受け止めて対応 したために， 結果的にいじめを発見できなかった。 しかし 現在の
い じめの態様には上記のよう な問題行動が含まれている こ とを認識する必要がある。

② い じめた生徒がい じめの事実関係を否定したと きの指導とその保護者への対応が中途半端
であっ た。

A男が指示されて同級生を殴っ た こ と を教師に打ち明けた と き . 教師は指示したと思われ
る生徒を詰問したが， その生徒は否定した。 また， 指導が不十分なま まその経過をその生徒
の保護者に伝えて しま っ た。 同様なこ と は， 自転車の盗難の件でも見られる。

③ い じめではないかという保護者の訴えがあっ たが， い じめたと恩われる生徒への指導がな
さ れなかった。
父親が学校に自転車が壊されたのはい じめ られているからではないかと訴えたと き， 教師

はその こ とをA男本人に尋ねたが， A男は最後まで 「自分で転んだ。 J と言ったため， 学校
はそれ以上指導していない。 また， 学校が発表した行動記録にもい じめた生徒を問いただし
た こ とについて書かれていない。 このこ とがい じめを見逃すことになった理由の一つである。

O 事例 11 から得られた指導 と 対応につ いての ま と め

< い じめの発見>

① 学校では， 教職員が情報を持ち寄り問題行動はどのよ うな場合でもその背景について掘り
下げて指導し い じめが絡んでいなし 、かを検討する必要がある。 特に， 問題行動については
経過をたどり ， その行動を振り返ってみる こ とや生徒の行動に指示や命令がなかったかにつ
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いて吟味する必要がある。
また. 生徒の内面が表れている情報 (指示されたと打ち明けたこ とや綬業中の悪ふざけな

ど) については注意を払い， その背景に着目 して検討する必要がある。
② 保護者からいじめではないかとい う訴えがあっ た場合は， 学校のも っている情報を伝え，

保護者の情報を十分に聞き取る と と もに， ど う対応した ら よいかを学校の組織を挙げて協議
し 迅速に対応するこ と。

③ い じめられた生徒からの訴えがな く と も， その疑いがある場合は周 りからの情報を集め，
実態把握に努めるなどして， い じめと判断でき る根拠を探すこ と。

< い じ め ら れた子供の指導と そ の保護者への対応 >

① 生徒の仲間関係に配慮 し グループの中の弱い生徒にあ ざやけがなどが見られた場合は，
その生徒の生命や身の安全の確保を第一義と し いじめにあ った生徒を一人に しないこ と や
下校後の生活についても家庭と連絡を密にする こ となどきめ細かい対応をする必要がある。

② 教師は， い じめを受けている生徒を絶対に守り通すと い う こ とを本人との話合いや行動で
示すと と もに. 日記や面接による助言， 電話での励ま し等を通して生徒の内面に迫る指導に
徹する こ とが大切である。

③ 生徒指導やい じめについての会議が連絡や報告事項に終始し形式的になっていなし 、か見直
し 生徒の情報をどのよ う に収集し それをどの場で集約し具体的に指導に生かしてい く か，
組織の全員が共通理解できるよ う議論を深める必要がある。 また. 学級担任など直接生徒の
指導に当たる教師への全校的な支援体制を作る必要がある。

く い じ めた子供の指導と その保護者への対応 >

① い じめ られた生徒とい じめた生徒の主張が食い違う と き は， い じめの事実を十分調査し
その食い違いを正すと と もに， い じめられた生徒の安全. 保護を考え， 即刻い じめを停止す
る よ う い じめた生徒に強く 指導する必要がある。

② 複数の生徒によるい じめや問題行動では， 校長を中心に組織的に対応し， 個別に疑問点を
掘り下げて聞き取るなど. 事情聴取方法や指導の方法を工夫する必要がある。
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ウ 担任が初期の指導 ・ 対応に失敗 し た事例 ( A 中学校)

< い じめにかかわった子供>
・ い じめられた生徒 : A子 (中学校第 1 学年) ・ い じめた生徒 : 同級生B . C ，  D子
< い じめの態様>
- 弁当を勝手に食べられた り ， お茶の中に食べかすを入れられた りする。
・ 教室移動時に荷物を持たされる。 - 学級日誌にプラ イバシーに関する こ とを書かれる0
・ 持ち物を隠される。 ・ 歌を歌わせられる0 ・ ノ ー トや生徒手帳に落書き される。 な ど

第
一
日
目
(
い

じ
め
の
訴
え)

事 実 経 過 と 担 任 の 指 導 ・ 対 応

こ の 日 ま で に . A 子 に 対 し て ， 上述の い じ め の 態 様 に あ る よ う な 行 為・が繰 り 返 さ
れ て き た 。 前 日 に . A 子 は 初 め て 母 親 に こ の こ と を 話 し て い る 。
. A 子 は 腹 痛 で 欠 席 。 B 子 . c 子 の 二 人 が 「 昨 日 A 子 を い じ め て お い て よ か っ た J
f 明 日 も 来 な け れ ば い い の に 。 j と 言 っ て い る の を 聞 い た 友 達 の E 子 が A 子 の 自 宅

に 知 ら せ に 来 る 。
・ 母 親 は 担 任 に 電話 し . 事 情 を 話 し て A 子 の 話 を 聞 い て く だ さ い と 頼 む 。

第
二
日
目

- 朝 . A 子 は 登 校 す る と B 子 に 前 日 の 発 言 に つ い て 確 認 す る が . B 子 は 否 定 す る 0
・ 担任 と の 約 束 を 受 け て . A 子 は 放 課後 に E 子 と 相 談 室 に 行 く 。 B 子 . c 子 も 呼 び

出 さ れ て い る 。 二 人 は 隣 の 部 屋 に い て . ド ア は 少 し 開 い て い る 。
A 子 : r 先生 ， 向 こ う の 部 屋 に 聞 こ え ま す 。 J
担 任 : r 小 さ い 声 で 話 せ ば 大 丈 夫 で す 。 J
. E 子 が 昨 日 の 事 実 を 話 す 。

担 任 : r A 子 さ ん は ， 昨 日 E 子 さ ん か ら 聞 い た こ と に 腹 が 立 ち ま し た か。 J
. A 子 は 落 書 き さ れ ， 臆 さ れ ク シ ャ ク シ ャ に な っ た 生徒 手 帳 と . 授 業 中 に 回 っ て き

た 手 紙 を 担任 に 見 せ る 。
担 任 : r こ れ は 持 っ て お き ま す ね 。 J
A 子 : r 先 生 ， こ れ は も う 解 決 と か い い で す か ら 。 J
担 任 : r で も ， じ ゃ あ . こ れ か ら ど う す る の 。 J
A 子 : r 別 に . ど う も し ま せ ん 。 J
- 担任 は A 子 . E 子 を 帰 ら せ B 子 . c 子 の 話 を 聞 く 。

第

• A 子 は 担 任 に 呼 ば れ て 放 送 室 に 行 く 。 D 子 も い る 。
担任 : r 今 . D 子 さ ん の 話 を 聞 い て . D 子 さ ん も ， い じ め と か ， そ ん な 気 は な く ，

A 子 さ ん が苦 し ん で い る こ と も 気 付 い て い な か っ た と 言 っ て い ま す 。 J
A 子 : r 先 生 ， 私 の こ の 何 週 間 か の 苦 し み と ， 耐え た こ と と ， 5 年 . 6 年 か ら の 友

達 に ひ ど い こ と を さ れ た と い う シ ョ ッ ク は も う 取 り 返 し が つ き ま せ ん 。 こ れ
以 上 . 何 を 話 し て も 仕 方 な い し ， 話 し た く も あ り ま せ ん 。 た だ 一 つ 言 い た い
こ と は ， こ れ か ら は ， 私 に し た よ う な 人 を 傷 付 け る こ と は 一 生 し な い で く だ
さ い 。 そ れ で は 先 生 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 j

担任 : r ち ょ っ と 待 っ て よ ， そ れ じ ゃ 私 が今 ま で こ っ ち の 話 を 聞 い て ， A 子 さ ん の
話 を 聞 い て き た こ と は 何 に な る の 。 D 子 さ ん . 自 分 が 思 っ て い る こ と を 言 っ
て ご ら ん 。 J

A 子 : r 聞 き た く な い 。 J
担 任 : r 聞 か な け れ ば . お 互 い の 気 持 ち に 誤 解 が あ る か も し れ な い で し ょ う 。 誤 解

が あ る か ら 今 回 の よ う な こ と が起 き た ん だ し ， や っ ぱ り 聞 く も の よ 。 J
D 子 : r ご め ん な 。 私 が も っ と 早 く . A 子 ち ゃ ん が 悩 ん で い る こ と に 気 付 い て い れ

ぱ ・ ・ ・ ・ 。 私 は 他 の 人 と い る と き よ り 何 か A 子 ち ゃ ん と い る と き の 方 が 楽
し い し . B 子 さ ん と C 子 さ ん は な ぜ か 疲 れ る し ・ ・ ・ 。 J

担 任 : r ど う で す か A 子 さ ん 。 D 子 さ ん の話 を 聞 い て D 子 さ ん も そ れ な り に 苦 し ん
で い た こ と が分 か っ た で し ょ う 。 J

日

目
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A 子 ; r 先 生 ， あ の 人 た ち 三 人 の 苦 し み と ， 私 の こ の 何 カ 月 間 の 苦 し み と は 大 き さ
が 全 然 違 う の で は な い で す か 。 J

担任 ; r で も . 0 子 さ ん も ， あ あ や っ て 苦 し ん で い た と い う こ と ， い じ め と か ， そ
う い う つ も り は な か っ た こ と は ， 分 か つ て あ げ て ね 。 J

A 子 : r さ あ 。 J
担任 : r 分 か つ て あ げ て ね 。 ね っ 。 J
• D 子 に 代 わ っ て . c 子 が 呼 ば れ て 入 っ て く る 。

担任 : r c 子 さ ん 。 c 子 さ ん が 言 わ な け れ ば い け な い こ と を 言 っ て ご ら ん 。 J
. c 子 は ， 下 を 向 い て 黙 っ て い る 。 担 任 は ， 再 び発 言 を 促 す が何 も 言 わ ず 下 を 向 い

た ま ま 。
担任 : r c 子 さ ん 。 A 子 さ ん は い じ め ら れ て い る と 思 っ て い る の よ 。 そ う じ ゃ な い

こ と を 早 く 言 わ な い と ね 。 自 分 の 言 葉 で い い か ら 言 っ て ご ら ん 。 そ れ じ ゃ な
い と ， ず っ と . A 子 さ ん に い じ め て い る と 思 わ れ る の よ 。 J

C 子 : r い じ め て い る と 恩 わ れ て い る の な ら ， そ れ で い い 。 J
担任 : r ち ょ っ と ， で も C 子 さ ん . そ ん な こ と L た ら ， ず っ と A 子 さ ん に い じ め て

い る と 思 わ れ る の よ 。 J
C 子 : r な ん て 言 っ て い い か 分 か ら な い 。 J
担任 : r あ あ そ う か ， な ん て 言 っ て い い か 分 か ら な い の ね 。 そ れ.じ ゃ 代 わ り に 先 生

が 言 お う か 。 J
担任 : r ま ず . c 子 さ ん ， い じ め る 気 は 全 然 な か っ た こ と は 確 か で す ね 。 気 付 か な

い う ち に . A 子 さ ん は 何 し で も ， 嫌 と 言 わ な い の で ， そ れ だ っ た ら . あ れ も
こ れ も と ， こ う な っ た ん で す ね 。 J

. c 子 は 黙 っ た ま ま 。
担任 : r c 子 さ ん ， そ う で す ね 。 そ う で す よ ね 。 J
. c 子 は ， か す か に 首 を 縦 に 振 る 。

担任 : r そ れ じ ゃ ， 二 人 と も も う 明 日 か ら ， こ の こ と は も う 引 っ か か ら な い で や っ
て い け る ね 。 な . A 子 さ ん 。 J

A 子 : r ぎ く し ゃ く す る と 思 い ま す け ど 。 J
担任 : r そ り ゃ そ う で す 。 だ か ら 先 生 は こ の 後 は 知 り ま せ ん 。 そ れ は A 子 さ ん の 気

持 ち で す 。 j く 以 下 省 略 >

く そ の 後 の 経過 >
こ の 後 . B 子 . c 子 . D 子 に よ る . A 子 に 対 す る 仲 間 外 し な ど . 心理 的 な 陰 湿 な い じ め

が 始 ま る 。 担 任 も A 子 を 避 け る よ う に な り . A 子 は 学 校 の 中 で の 支 え を 全 く 失 っ て し ま っ
た 。 父 親 や 母 親 が A 子 を 支 え 励 ま し な が ら . 2 年 に 進 級 し ， ク ラ ス 替 え に な っ て ， い じ め
は 一 応 解 消 し た 。

〈 土 屋 怜 ・ 土 屋 守 著 『 私 の い じ め ら れ 日 記 』 青 弓 社 よ り 作成 )
O 本事例 に見られる課題

< い じめの発見>
A子本人がい じめられている こ と を母親に話し 母親が担任に電話で事情を話している。 ま

た， 友達のE子がB子らのいじめについての会話を聞き . A子の自宅に知らせにきている。 さ
ら に. 担任はE子から直接聞き取 りを して事実を確認した り ， 落書き されク シ ャ ク シ ャ にな っ
た生徒手帳や授業中に回ってきた手紙を見た り している。 これらのこ とからA子に対しての B
子らの行為は明らかにい じめである。

しかし 担任はA子と B子らは小学校時代から行動を共に していたグループであっ たため.
一過性のけんかである と思い込んで指導しており ， い じめであ る こ と を見抜いていない。
< い じめられた子供の指導と その保護者への対応>
① い じめられた生徒の心情を共感的に理解し支える こ と

教師は， 何よ り もい じめられた生徒の話に耳を傾け， つ ら く 苦 し い心情を共感的に理解し ，
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い じめられた生徒の心の支えになっ てい く こ とが大切である。
A子は当初， 担任に分かつても らえ る と期待 していた。 しかし 担任はA子やB子らの双方

と もに心理的な距離を置いていたため， 担任との心理的な距離は開く ばかりで， 学校の中で孤
立へと追い込.まれていった。 教師は， い じめ られている子供の心情に近づ‘いて指導を進めてい
く こ とが大切である。
ま た， 担任はA子の話を聞いてやらず， その一方で， c子と D子の気持ちを代弁している。

こ の こ とをA子は自分の心情と して 「不公平である。 」 と感 じており ， ますます， 担任への不
信感を高めている。 指導に当たってはこ う した生徒の心情に十分配慮する こ とが必要である。
② 解決を急がないこ と

担任は， この問題を容易に解決がで き る と考えていたようである。 早期解決のために教師主
導で強引に指導を進め. い じめた生徒の心の内面の変容が図られないまま . 当初よ り い じめた
生徒も同席させて指導している。 い じめの問題では， 自に見える行為は解消 しても， 問題の解
決には長い期間を要する こ とが多い。 解決を急がず， い じめ られた生徒の心に寄り添ってい く
こ と が大切である。

< い じめた子供への指導とその保護者への対応>
本事例はA子を中心と した出来事や人間関係が述べられており . い じめたB子， c子， 0子

への担任の具体的な指導や保護者への対応についての全容は分からない。 A子への担任の指導
場面やい じめた生徒の言動を基に， 指導上の課題を次のよ う に と らえた。
① 学校の組織と しての情報収集や判断を通 した事実確認を し 複数の教師で指導する こ と

担任は一人でいじめられたA子と 3 人のい じめた生徒を指導しているため個別指導が十分に
で きなかっ た。 複数の教師が分担して双方から事情を聞き ， 学校の組織と しての情報収集や判
断等を通して正確な事実確認を図る必要がある。
② 生徒の心情を引き 出 し， 解決の方策を話し合う こ と

生徒から事情を聞いて説諭する程度で簡単に問題が解消する と考えてかる担任には， 生徒の
心情を引き出すための待ちの姿勢が欠けている。 生徒が黙る と ， 担任はすぐにその心情を代弁
し よ う と して しま う 。 そのため， 生徒は， 自 ら口を聞かな く て も時間が過ぎて， 指導が終わる
だろ う と考えがちである。 む しろ. い じめた生徒と個別に じっ く り と話をする機会を重ね， 心
の内面の変容を図ってい く こ とが必要である。
③ 十分な個別指導の後にい じめられた生徒との人間関係を修復するための指導を行う こ と

B子， c子， 0子への十分な個別指導が行われないまま A子に引 き合わせてしま っている。
C子は 「い じめ られている と思っているな らそれでいい。 J と発言 しており ， 両者の対立を一
層深めて し ま った。 両者を引き合わせるのは， 一般的に指導の最後の段階が望ま しい。
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エ 初期対応 と そ の後の継続的な指導に よ っ て い じめが解決 し た事例 ( B 小学校)

く い じめにかかわった子供>
・ いじめ られた児童 : .A子 〈小学校第 5 学年〉 ・ い じめた児童 : 同級生B子ら 6 人
<い じめの態様>
・ 無視， からかい， ト イ レへ閉じ込められる， 靴を隠されナイ フで切られる

<い じめの発見>
' A子の靴が隠された りナイ フで切られたり した こ とから ， 担任はA子がいじめられている こ
と に気付いた。
<い じめ解決に向けた指導の概略>
0 い じめ られた子供の指導とその保護者への対応
' A子は， 初め， やけどのあとが痛いとい って保健室に来ていたが， そのう ち， 学級内で無視.
か らかい等のい じめがあった場合にも保健室に来るよ う にな っ た。 養護教諭がA子の話し相
手にな り ， 心の支えになる と と もに， 学級担任と も連携を深めていった。

0 いじめた子供の指導と その保護者への対応
A子へのい じめが始ま っ た 6 月 ごろから . B子の顔付きが険 し く な り ， 担任に反抗的にな

った。
・ 教員とな って数年目の担任は. 一人でい じめを解決する こ と は難しいと考え， 気心の知れた
教師に相談を持ち掛け， 約10人の教師が担任を支援する こ と にな った。

- 担任はすぐに， 学級の児童全員に面談を行う こ とに した。 そ して. い じめた児童には， 面談
の中で自分が行った行為に気付かせてい く よ う に した。 面談の結果. B子を除 く 5 人か らは
「嫌がる こ とを言った。 J . r靴を隠 した。 J . r いじめは も うやめたい。 J などと ， い じ

めを認める発言や反省の声が聞かれるよう になった。
・ また， い じめを行った児童を中心に， 一人一人の児童への声掛けを多 く していった。 その結
果， 教師と児童との信頼関係が徐々に回復し 児童たちは落ち着きを取り戻していった。

・ その他， 日 ごろから実施していた児童の日記を発展させ， 親子と担任の交換日記と して実施
した。 交換日記には父親の参加も促しI 6 月から 3 か月 間実施した。
• B子に対しては， 特に， 担任からの積極的なかかわり ， 多 く の教師によ る声掛け， 交換日記
等を通 して. 自分の内面を見つめさせるよ う に していっ た。 その結果. B子は， 日記に 6 月
ごろのい じめは自分が中心に行った こ と を記述するよ う にな った。

- このよ う な， 担任を中心とする教師による B子への働き掛けを通して. B子もA子へのい じ
めをやめた。
• 2 学期には， い じめた児童の保護者を学校に呼んで， い じめの事実を説明 した。 B子を除 く
5 人の母親は来校し 担任からの話を聞いて. r う ちの子がそ う い う こ とを したんですか。 J
と シ ョ ッ ク を受けていた。

. B子の母親は来校せず， 担任は電話でいじめの事実を伝乏た。 母親からは. rそ うですか。
分かり ま した。 j と い う言葉があった。

< い じめが解決した原因と して考えられる こ と >
① 日 ごろから教育相談の事例研究を行う等， 児童理解を深める研修を行っていた。 そのため，

日常的に子供に声掛けをする姿勢が， 教師にあ った。
② いじめを行った児童だけでな く 全員に面談を行う こ と によ り ， 児童が自分自身を見つめ直

すき っ かけにな っ た。 また， い じめをな く す学級と してのま と ま りができてきた。
③ 交換日記を通して親子の触れ合いの機会を増やすよ う に したため， 親が子供の考えや行動

を知る こ とができ るよ う にな った。 また . 学校と保護者が連携した指導が可能にな った。
<残された課題>
• B子を中心とするい じめた児童 6人の保護者には. す ぐに. い じめについての連絡はせず，
2 学期になってから学校に保護者を呼んだため， 迅速な対応と はな らなかった。

・ い じめへの対応を， 担任を中心Aご した気心の知れた教師だけで行ったため， 教師全体が共通
理解を図り ながら進める校内指導体制と はな らなかった。
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オ 早期発見 と そ の後の指導に よ っ て い じ めが解決 し た事例 ( C 中学校)

< い じめにかかわった子供>
・ い じめられた生徒 : A子 (中学校第 l 学年)
・ い じめた生徒 : 同級生B . C .  0子
< い じめの態様>
- 無視， 仲間外れ

< い じめの発見>
・ 学級担任で部活動の顧問でもある教師が， 普段は部活動に意欲的に参加しているA子がいな
いのに気付いた。 教師はすぐにA子の家に行き ， い じめを受けている こ とを知った。

- 普段は仲の良い 4 人で期末テス トの勉強を一緒にする こ とになっていたが. A子がC . 0子
を仲間外れにする態度をと った こ とから， リ ーダー格のC子が他の 2 人にA子を無視する こ
と を持ち掛け. B .  D子がこれに従っ た。 やっている う ちにやめられな く な って長期間続く
こ と にな った。

< い じめ解決に向けた指導の概略>
0 い じめ られた子供の指導とその保護者への対応
・ い じめを発見した日の翌日. A子にはこれ以上自分の非を自分で責めな く てよいこ とや心配
な こ とがあ った ら相談に来る よ う話す。

. A子に他の 3人に指導している事実や内容を話し， しばら く 様子を見守る0
・ 無視はやみ. A子からの訴えもない。
・ 授業以外の掃除， 部活動などあ らゆる機会を通してそれと な く 声を掛けたり仕事を一緒に し
た り して、 これまで以上に関係生徒とかかわりをもつよ う に した。

' A子が泣いて帰ったその日の う ちに家庭を訪問した。 保護者が 「学校は何をやってんだ。 い
じめた生徒を連れてきて謝らせろ。 J と対応の不満を言う 。 担任は対応の不備を詫び， き ち
ん と対応しその結果を逐次報告に来る と約束 して学校に戻る。

. A子の家を数回訪問して経過を報告し 家での様子などを聞 く 。 泣いた りする こ と はな く な
っ た との報告を電話で受けて家庭訪問をやめる。

0 い じめた子供の指導とその保護者への対応
' A子に指導した日 ， い じめていた 3 人には無視をす ぐやめる こ と ， 回復への道を一緒に考え
よ う と説 く 。 しかし リ ーダー格のC子はA子が悪いと繰り返した。

・ 職員会議で経過を報告し 学年の協力や他の教師の情報提供を求めた。
< い じめを解決できた原因と して考え られる こ と >
① 担任が部活動に来ないA子の様子に気付き ， すばや く その原因を突き止めよ う と した。
② 担任が話している限り においては両者になんとかしなければな らないという思いが読み取

れ， い じめを解消 した上で時間をかけて指導し 様子を注意深 く 見守っている。
③ 担任以外の教師からの情報提供を求めて観察を細か く している。
④ 早期に対応し それほど大げさに しないで， まず4 人の関係の修復に努めた。
<残された課題>
・ 共同作業の場では教師も共に作業しながらA子に対する B子らのかかわり方を見守る。
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力 学校の組織的対応によっていじめが解消 した事例 (D中学校)

く い じめにかかわった子供>
・ い じめられた生徒 : A男 (中学校第 2 学年) ・ い じめた生徒 : 同級生B男 ら 7 人
< い じめの態様>

「 ジ ャ ンケ ンパンチ」 と い う遊びによ り腕へパンチの集中攻撃を受ける。

く い じめの発見>
・ 母親が風邪をひいた子供を医者に連れていった。 診察のと き ， 上腕部にひどいあざを発見し
た母親が， 驚き担任に連絡した。

・ 最初は， ジ ャ ンケ ンで勝っ た者が負けた者にパンチする と いう 「ルールJ で始ま った遊びが，
次第にジャ ンケ ンでA男が勝っても. A男が負けるまでジ ャ ンケ ンを続け， グループの他の
生徒からのパンチがA男に集中し 上腕部にひどいあざができ た。

< い じめ解決に向けての指導の概略>
0 い じめ られた子供の指導とその保護者への対応
. A男から事情を聞いた担任は， 直ちに学年の生活指導担当者と学年主任に母親からの連絡と ，
A男から聞いた結果を報告した。

0 い じめた子供の指導とその保護者への対応
- 学年会では， 本件もい じめの可能性がある こ と を共通理解した。 また， 事情を聴取する と き
かかわっ た生徒たちにA男を見下す等の気持ちがなかったかを確認する こ と とした。

・ 学年教師で分担して個別にジャ ンケ ンパンチに加わっていた生徒から事情を聞いた。 生徒の
上腕部を確認したが， あざのある者は一人もいなかった。 生徒の話から. B男がかな りの数，
A男にパンチ していたこ とが分かつた。

- 周囲の生徒から話を聞 く と . B男は頻繁にA男を後ろからつつ く ， 蹴る ， 寄ってきて絡みつ
く など していた こ とが分かつた。

・ 個別の指導の後， 帰宅したら 自分で今回のこ とを保護者に話すよ う に指導し， 後日確認 した。
< い じめを解決できた原因と して考えられる こ と >
① 担任はA男の保護者との連絡内容に迅速に対応した。
② 担任は学校と しての組織的な対応を重視した。 そのこ と がA男の保護者が学校の指導に理

解を示すーっの大きな要因となっている。
③ 学年， 学校体制と して， 日 ごろより教師が問題を一人で抱え込まないで組織で指導や対応

に当たってきた。
④ A男とその保護者及び担任との人間関係は日 ごろから良好で， 相談的な関係をもち続けて

き た。
<残された課題>
• B男をは じめ一人一人の生徒のい じめへのかかわり に差があるのに， 学校と して 7 人の生徒
に一律の指導で臨んだこ と に対して， 担任や親の一部から疑問が出さ れた。

. A男へのい じめは解消 したが. B男との聞に心情面で し こ り が残っている。 今後も学年の教
師等から情報を収集したり . 折に触れ両者に声を掛けた り しながら長期的に見守る。
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キ い じめ ら れて いる子供の保護者の期待にこたえ られなか っ た事例 C E 中学校〉

< い じめにかかわった子供>
・ い じめられた生徒 : A男 〈中学校第 l 学年から第 2 学年) ・ い じめた生徒 : 同級生多数
< い じめの態様>
- 悪口， 非難， いやがらせ

く い じめの発見>
・ 中学校第 1 学年の と き， 体育大会の組体操の練習中， 形を維持できず. 友人から非難され，
学校を休んだ。

く い じめ解決に向けての指導の概略>
0 い じめられた子供の指導と その保護者への対応
. A男が学校を休んだので担任が家庭訪問 した。 その際 fいじめ られる側にも責任がある 」 と
の担任の発言に対して， 保護者が態度を硬化させた。

- 生徒間だけでな く 教師聞にも， rあいつはマザコ ンだ。 J との う わさが広がった。
. A男のかばんの中に. あ る生徒から 「いつまでも母親にベタベタするな。 」 と書いた手紙を
入れられ， それが母親の目 にふれた。

・ 校長， 担任， 両親の三者面談を実施したが， 大きな成果は得られなかった0
・ 中学 2 年生にな り ク ラ ス替えがあ り ， 担任も替わった。
・ 友人を家に呼びフ ァ ミ コ ン遊びをする。 遊ばせてあげる と いう態度であり . r次はお前だ。 J

「君にはやらせてあげない。 J などと言 っ た。
. A男の自転車が盗まれて壊された。 警察に被害屈を出 し 学校にも訴えた。 学校でも調べた
が， だれがやっ たか分からなかったため， 保護者も本人も学校に不信感をも った。

・ この ころから不登校が始ま っ た。
• 2 学期以降は通級学級に通っ ている。 登下校時間も入り 口 も別なため， 今のと ころ， い じめ
ら れている様子はなし、

O い じめた子供の指導とその保護者への対応
・ 教育相談員からの情報なので， い じめた側については不明である。
< い じめを解決できなかった原因と して考え られる こ と >
① 教師問に. rい じめは決して許されない行為である。 J との認識が不足 している。 教師の

不用意な発言や対応がい じめを助長 したと言える。 rい じめ られる側 ・ ・ J の発言もさ る こ
と ながら， 組体操の位置にも配慮が必要であった。

② 三者面談は， 保護者の学校への不信感を取り去る絶好の機会であった。 これを逃した こ と
が. 以後の対応を一層難 し く したものと恩われる。

<残された課題>
・ 教師が， まず， い じめ られている生徒及び保護者の立場に立ち対応する こ とが大切である。
・ 保護者との話合いでは， 学校と して. で き る こ と とできない こ とを明らかにする必要がある。



ク い じめた子供が い じ め を認めず解決で き なか っ た事例 ( F 中学校)

< い じめにかかわった子供>
・ い じめられた生徒 : A子 (中学校第 2 学年) ・ い じめた生徒 : 同級生B子， 他 6人
く い じめの態様>
- 仲間外れ， 無視

く い じめの発見>
・ A子の様子の変化 (すぐれない顔色， 伏目がち， 欠席〉 に担任が気付いた0
・ 学級の生徒に聞き出し， い じめられてい る こ とが分かつた。
く い じめ解決に向けての指導の概略>
0 い じめられた子供の指導とその保護者への対応
- 担任はA子の家庭訪問をし 事実を聞き出 したと ころ. A子が約束を破って他のグループと
付き合った こ と に対する仕返しと して仲間外れにされた り無視された り している こ とが分か
っ た。 担任は事実を母親に話した。

0 い じめた子供の指導とその保護者への対応
・ 道徳や学級の指導の時間に差別の事例や人権尊重の大切さ について学級全体に指導した。
- 担任は自分の体験談など心の問題を話題に し， 人の過ちを許す心の広さ などについて繰り返
し指導した0

・ その う ち. B子は自分のことだと気付き， それらの話をやめるよ う に担任に要望 した。
- 担任はA子の気持ちをB子に伝えたが. B子は 「悪いのは裏切ったA子の方で自分たちは悪
く ない。 謝っても許さない。 」 と言い， 泣いて家に帰った0

・ 担任は生活指導主任と一緒にい じめの中心的な存在のB子への指導を したが， また泣いて家
に帰っ た。 泣いて帰ったB子は 「先生たちが寄ってたかつて自分をい じめる。 」 と母親に訴
えた。 そのことでB子の母親が学校やA子の家に電話をかけ， 学校やA子を責めた。

- 学校がA子と B子の保護者の仲立ちを しよ う と したがB子の母親から拒否された。
・ その後も B子はA子を無視する こ と をやめよ う と は しなかったが， A子の家庭から f冬休み
明けには冷静になるだろ うから。 j と い じめの指導の中止の申 し出があ った。 そのため， 担
任や生活指導主任は冷却期間を置 く と いう意味でB子への指導を控えた。
• B子のA子への無視は続き， A子は身体的不調を訴え登校できな く な っ た0
. A子が転校したこ とによ ってB子らのいじめが消滅した。
く い じめを解決できなかった原因と して考え られる こ と >
① 担任はA子へのい じめを知ったと き ， 熱心に学級全体に指導を したが. B子やい じめてい

る 生徒たちへの指導は， 直接的で迅速な個別指導ではなかったためい じめた生徒には効果が
な く ， 逆に反感を買ってしま っ た。

② い じめた生徒が自分の行為を正当化してい る こ と に対する指導が十分ではなかった。
③ 担任と生活指導主任がB子の指導を したが， 学校の組織と しての対応がなされなかっ た。
<残された課題>
• B 子やい じめている生徒たちはA子をいじめている とい う認識がな く ， 自分たちがA子への
仕返 し と して当然の こ とを している と考えている。 い じめの行為を止められなかっ た。

・ い じめた生徒に対してい じめへの認識や規範意識を育てる内面への指導ができなかった。
- 生活指導主任と は連携して指導できたが， 学校と して対応するよ う な組織体制がなかった。
・ い じめた生徒の保護者が興奮し 話合いにな らなかったので対応が深ま らなかった。



ケ 学校の組織的対応でい じ めが解決 し た事例 C G 高等学校〉

< い じめにかかわった子供>
・ い じめられた生徒 : A男 〈高等学校第 2 学年〉 ・ い じめた生徒 : 同級生B男， 他 3 人
< い じめの態様>
・ プールに突き落と される， 殴るなどの暴力を受ける， プロ レスご っ こ

く い じめの発見>
・ けがを して下校したA男の母親が， 子供のけがの様子を撮っ た写真を持って来校 した。 ま た，
ずぶぬれになって帰宅するなどの子供の不自然な学校生活の様子を校長に話したこ とから明
らかになっ た。

< い じめ解決に向けての指導の概略>
0 い じめられた子供の指導とその保護者への対応
. A男を呼び出 して事情の聞き取りを行う と と もに， その後もい じめがあったと き は報告する
よ う に指導した。

。 い じめた子供の指導とその保護者への対応
- 直ちに. 生活指導部と学年担任がそれぞれ 1 人ずつ組んだチームを 4組編成し， い じめた 4
人の生徒を個別に， 同時に別室で事情の聞き取りを した。

・ 事情の聞き取り に当たっては， 先ず教頭を中心に事情の聞き取り についての内容と時間を決
めた後， 各部屋に行って事情を聞き取り ， 所定の時間が経過した後. 教師 2 人の内の l 人が
教頭まで， 聞き取った内容の報告に来る こ と に した。

・ 教頭はこの時点での食い違い等についての新たな指示を出 し， 再度. 10分後に報告に来る こ
と と した。

・ 統ーした事実が浮かび上がっ た後， なぜこのよ う な こ と を したのかなどの心理面について聞
き取り . B男たちにい じめであ る こ との自覚をもたせるよ う に した。
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- 保護者に連絡したと ころ. 4 人の内の 2 人の父親は， 殴ったのは悪いという こ とで. 直ちに
A男宅に子供と と もに謝罪に行っ た。 残りの 2 人の父親は， 学校の指導で謝罪する こ と と な
っ fこ。

< い じめを解決できた原因と して考え られる こ と >
① 校長が教育相談に関する問題に造詣が深 く ， 母親の訴えの内容から， 迅速にい じめ問題と

して対応ができ た。
② 教頭を中心と した校内体制が確立しており 生活指導部と学年担任との連携が機能し . 直

ちに事実の確認ができた。
③ 毅然たる態度で生徒の指導に臨んだ。
<残された課題>
・ い じめ られたA男の心の痛みやつら さを受け止め. A男がも っている回復力を丁寧に支える
よ う援助する。

・ い じめた生徒が置かれている状況を理解 し， い じめの行為に至った生徒の課題を明らかに し
て指導を継続する必要がある。
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ま と め

前述の事例 1 (p. 135) . 1I (p. 139) . 事例ウ~ケ (P. 144-- 152) を分析した結果に，
第 2 章の事例の分析の結果を加えて考察し. rい じめられている子供の指導とその保護者への
対応J と 「い じめた子供， グループへの指導とその保護者への対応J について以下のよ う な知
見を得た。

( 1 ) い じめ られている子供の指導 と そ の保護者への対応

① 早期発見に努め る こ と

教師は常に 「どの学校にもい じめはあるo J との認識をもち， 日常的に注意深 く 子供に目を
向け， い じめを早期に発見する こ とが重要である。

そのためには， 欠席や服装の乱れなど生活指導上の問題も， い じめの兆候ではないかと らえ
たり ， 授業の抜け出 しゃ怠学， 授業妨害， 器物の破損などの問題行動に対して も， その裏にい
じめがあるかも知れないという認識で対応 したりする こ とが大切である。 また， 教師は授業以
外に も， 休み時間. 掃除， 部活動等のあら ゆる機会を通して， 児童 ・ 生徒とかかわりをもつこ
とが必要である。
い じめを早期に発見する方法のーっと して， い じめに関する情報を集約 ・ 集積する方法が挙

げられる。 例えば， 子供の学校内外の生活の実態についてア ンケー ト調査を実施する方法や
【表 l 】 No. 1 (p. 128) のいじめのサイ ンの例の一覧表を活用 して， 子供の様子を記録する方

法がある。
ま た， い じめに関する認識をもつためには， 教育相談の事例研究， 児童 ・ 生徒理解を深める

研修等を校内で行い， 子供を理解する力量を高める こ とが大切である。 なお， 校内研修を効果
的に行う手法と して. 132ペー ジで述べた因子分析がある。
② い じ め られて いる子供や保護者の苦 しみを深 く 理解する こ と

い じめられている子供や保護者の苦悩は計り知れない ものがある。 したがって， 教師は.
「 い じめは絶対に許されない行為である。 J という認識をもち， い じめられた子供や保護者の

言い分を十分に聞き ， い じめ解決に学校が真剣に取り組む姿勢を示すこ とが大切である。 その
際， 落ち着いて話すこ とのでき る教育相談室などで個別に対応する こ とや， い じめられた子供
と その保護者から心理的距離をおかないよ う な対応をする こ とが大切である。

ま た， い じめられた子供の身の安全確保を最優先に して対応し， その子供を絶対に一人き り
に しないこ とや表面的にい じめが解決したと見られても， 交換日記や電話等によ り ， 子供の心
をいやすよ う な対応を続ける こ とが大切である。

さ らに， い じめについては関係 している子供だけの問題とせず， 学級での話合いや子供と の
面談を実施し， い じめられた子供やその保護者の心の苦しみを子供たちが理解でき る よ う な手
だてを講じる必要がある。
③ 学校と し て組織的 に対応す る こ と

教師は一人でできる こ との限界を知り 組織を生かし 情報収集， 対応策の検討 ・ 実施など，
学校と して複数の教師と共に組織的に対応する こ とが大切である。

そのために学校は， 日 ごろよ り ， 教頭を中心と して校内体制を確立しておき . 生活指導部と



学年， 学校と P TA等との連携を機能させ， 教育委員会のパンフ レ ッ ド を用いた研修会や関係
諸機関との情報交換会などを行ったり ， 保護者会の欠席者には個別に資料を送っ た りするなど
して， 日 ごろから情報の集積， 交換をする組織を確立してお く 必要がある。

(2) い じ めた子供， グルー プへの指導 と そ の保護者への対応

① い じ め られた子供の身 にな っ て い じ めを考え， 事実を き ち ん と 調査 してい じめた子供の指

導 に 当 た る こ と

い じめられている子供の立場に立ってい じめの事実を調査していなかったり ， 問題行動の処
理に追われ， 個別的な調査や指導に手が回 らなかった り したために， い じめた子供への指導が
不十分に終わり ， い じめを深刻化 ・ 長期化させている。

い じめた子供の指導に先立ち， まず， い じめられている子供からい じめの行為の事実を聞き
出 し その根拠や状況を詳 し く と らえる必要がある。 ま た， い じめられていると恩われる子供
がい じめを否定した場合でも周囲の状況を調査したり ， 他の子供たちから も聞き取った り して
事実を把握する こ とが大切である。

そのためには， 例えば 【表 1 】 NO. 2 (p. 129) を活用 し. い じめている子供や周囲の子供か ー
らの情報を収集し， きめ細かに記録を集積することがい じめの発見に役立つ。
② 教師がい じ め について 「絶対に許されない行為であ る 」 と の認識を も ち， 毅然た る態度で

子供に接す る こ と

い じめた子供へのその場限りの説諭や謝罪をさせる指導では， い じめは解決しない。 また，
い じめの行為を教師が毅然と した態度で制止できない とい じめを継続させる原因となる。

い じめを発見したと きは， まず， い じめの行為をやめさせる こ と に主眼を置 く こ とが必要で
あ る。 い じめを否定する子供にはその行為を事実をも と に客観的に認識させ， 根拠を示して指
導に当たる必要がある。 その際， い じめた子供の内面に迫る指導が大切であり ， その指導は長
期にわた り困難な点が多いが， 粘り強 く 実践する ことが大切である。

ま た， 相手に原因があるから 自分は正当であると主張する子供の理論に対しては， 毅然と し
た態度で指導しなければな らないが， 子供の人間性を否定する こ とのないよ う に配慮する こ と
が大切である。
③ 遊びゃ問題行動の中にい じ めがある のではないか と い う認識で指導する こ と

い じめはグループでの遊びの中に潜んでいる こ とが多い。 例えば， 休み時間のふざけ合いや
ゲームの様子には気を配り ， 遊びが過激になっていないか， 特定の子供が攻撃されていないか，
子供の言葉の中に命令や指示がないかなど細かな観察を通 して日常の子供の遊びの様子を常に
把握しておく 必要がある。

さ らに， グループの問題行動は学校外に も現れる こ とから， 家庭. 地域社会からの情報を広
く 集める必要がある。
④ 具体的で迅速な組織的対応 をする こ と

い じめた子供への指導でい じめの解決に成果のあった学校では， い じめではなし 、かと い う校
長の判断が早 く ， い じめた子供への指導が迅速に行われている。 教師の役割を明 らかに し 数
人のい じめた子供の指導を一斉にする， 時間を区切って教師が連絡 し合い再び指導を開始する
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な ど教師聞の連携が見られる。
教師は学級のいじめについて一人で抱え込まず， 学年会， 生活指導部会， 職員会議等で子供

の問題行為や気に掛かる子供の指導について話題にする。 学校は， い じめではないかとい う 判
断を したと き にはあ 本節の 6 rい じめ解決への教師の行動J (p. 169.......) を参考に して， 指導体
制を確立してお く こ とが大切である。
⑤ 保護者へ い じ めの行為の事実を伝え， 子供を共に教育する 姿勢を示す こ と

教師がい じめた子供の保護者への対応が遠慮がちだったり ， 保護者会を開いても問題行動の
実態の報告にと どま ったりすると ， 保護者は自分の子供に小言を言ったり しっ責した りする程
度の指導になり ， い じめ解決への効果は薄い。 保護者が自分の子供の学校等でのい じめ行為に
ついて冷静に受け止めた事例では， 学校と協力してい じめた子供への指導が効果を上げている 。

教師は， 保護者にい じめの行為の事実や学校が対応したこ と を伝え， 協力を依頼する こ とが
大切である。 その場合， 教師は， い じめた子供や保護者を責めている と感じ られる よ う な話 し
方にな らないよ う配慮し 子供の人格の健全な育成を願ってい る こ とが伝わるよ う にする こ と
が最も大切である。

ま た， 事実に対する親の意見を引き 出すこ とや保護者の相談相手になる こ と ， 相手の言い分
に耳を傾け る こ と ， 子供のよさを見つけ， その伸長を共に考える こ となどに留意して保護者と
じ っ く り話 し合う こ と も大切である。

さ らに， 自分の子供の正当性を主張し， い じめられた方にも非があるとい う発言をする保護
者に対しては. rい じめの行為が許されないことである。 J こ と を根気よ く 啓発L続ける必要
がある。

4 学校聞の相互協力， 地域社会 と の ネ ッ ト ワ ー ク の構築
平成 7年10月末現在， 全国の警察に寄せられたい じめに関する相談では. . r学校外での事件

が目立つており ， 実態がつかみに く いJ r発生場所は学校外(50. 4月) が学校内 (49. 6%) を上回
っ ている 」 などの結果が見られる。
事例 1 . 事例Eにおいても， 学校外での教師には見えに く い陰惨ないじめの状況が報告さ れ

ている。 そ こで， このよ う ない じめの見えに く い現状を克服するため， こ こでは， 学校間の相
互協力及び地域社会とのネ ッ ト ワー ク の構築の在り方に焦点、を当て， い じめ解決を目指す方途
を考察する こ と にする。
〈 こ こでいう “ネ ッ ト ワ ー ク " と は， い じめ解決に当たって必要な学校問， さ らに学校と地域

社会とが相互に連携する体制を示す。 )
( 1 )  い じ め解決を 目指す小学校 ・ 中学校聞 の情報収集のための体制づ く り

各公立学校における望ま しい学校聞の連携の在り方について， 東京都においては. r学校評
価基準」 の評価項目の中に示されている。 すなわち 仁各学校の連携j の項目の中で. r (7) 児

童 ・ 生徒の実態把握. (イ) 連携への教職員の共通理解の推進. (ウ) 相互協力への具体的取組み
の必要性J などが示され， 連携を図る上での明確な見直しの基準が示されている。

事例町(P. 30) に紹介されている例は， 小学校から中学校へと継続されているい じめである 。
中学校においては， 学校間の生徒同士によるい じめをはじめ， 様々 な問題行動が見られる。 い
じめに見られる問題行動の特徴と して， い じめの事実そのものが教師や親にと って見えに く い
ものになっていて早期発見 ・ 早期指導が難 し く な っている点がある。
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ア 学校聞の情報収集 と 体制 づ く り
い じめの実態が見えに く い理由の一つに情報不足がある。 したがって， い じめの中に見られ

る ゆがんだ友達関係苧広域化した子供の行動の実態把握を適切に行う ためには， 常日 ごろから
学校間の情報交換が欠かせない。

学校聞の相互連携 ・ 協力にかかわって， 公立幼稚園 ・ 小学校 ・ 中学校 ・ 高等学校の教師 455
人を対象に都立教育研究所が実施した調査Cの結果 【表 5 】 によればI r連携を図っていない」
の割合 (52. 9 %) がI r連携を図っている J (47. 1 %) の割合を上回っている。 この こ とから，
今後以下に示す視点、から， 学校聞の一層の連携を図る必要がある と考える。
【表 5 (問い〕 い じめ解消に向けて学校間の連携を図っているか】

: 33. 8% : 合計
: 19. 1% : 5 2 .  

十分図っていない
図っていない

6. 4% : 合計
: 40. 1% : 4 1 .  

十分図っている
図っている 9 %  1 %  

(7) 小 ・ 中学校間等で効果的 に情報収集を行う
事例lV (p. 30)でも指摘されている小学校から中学校へ継続されたい じめの状況を考える と ，

学校間の情報交換 ・ 交流は不可欠である。
小学校から中学校へとい じめの継続の現状が報告されている こ とから， 小 ・ 中学校間等の連

携を密に し， い じめ発生の原因， 様相. 状況を的確に把握する と と もに， 学区を越えた行動の
広場化に対処するために， 以下①~③に示す内容等を参考に， 他学区との協議会の開催や互い
の協力による校外指導の実施などを積極的に進める。
① 協議をする際には. い じめの行為を時系列で整理した参考となる事例やい じめる側 (加害

者) I い じめられる側 (被害者) I い じめを面白がって見ていたり ， はや したてた りする側
(観衆) I い じめを見て見ぬふりをする側 〈傍観者〉 とい う視点から整理 した資料を基に協

議を進める。
② 校種を越えた生活指導担当者同士による定期的な連絡会の開催， 青少年問題協議会や家庭

裁判所， 警察等関係諸機関の主催する生活指導連絡協議会等で， 子供たちの行動圏について
情報交換するなど， 広域にわたる行動の把握に努める。

③ P T Aや学年委員会， 保護者会などで得られた情報を学校間で共有する。
( イ ) い じ め解決のための体制 づ く り

調査Cの中でI rい じめ防止 ・ 解消に向けた学校間の連携を図る具体的な窓口J についての
回答では， 例えば， 都内のある地区の小学校， 中学校から次のよう な具体的な組織名が挙げら
れた。

・ 生活指導主任会 ・ 生活指導連絡協議会 ・ 校 〈園〉 長会， 教頭会， 各主任会
・ 小 ・ 中生活指導連絡会 ・ 小 ・ 中連絡協議会 ・ 中 ・ 高連絡協議会
- 高校生活指導連絡協議会 ・ 教育相談部会 ・ 学校保健研究協議会
・ 学校警察連絡会 など
しかし 協議会によ っては企画運営そのものが形骸化してきている との指摘もなさ れている

こ とか ら， 日 ごろから既存の各協議会等の一層の活性化を図り . 本来の機能が十分発揮さ れる
よ う ， 以下の点から改善を加える。

い じめについては， 小学校と中学校の間では指導上の対応に違いが見られる との指摘がある。
そ こで， 小学校と中学校の教職員同士の情報の交換 ・ 交流ができるよう①~⑦に示したよ う な
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視点から， 連携した指導をする。
① 発達段階で身に付けてい く べき基本的な生活習慣やそれに応じた指導の在り方などの視点、

を基本に， 小 ・ 中学校での継続的， 系統的な指導の在り方を明確にする。
② 校種を越えて1 教師はい じめの解消を自己の課題と して真塾に受け止め， 課題意識を も っ

て協同して取り組む姿勢をもっ。
③ い じめの実態があり ， 校種を越えて情報収集や協議が必要なと き は. す ぐに連絡会を開 く

こ と ができるよ う ， 通常から小 ・ 中学校間の主任会などの定期的な打合せ会をも ってお く 。
④ 小 ・ 中学校聞の教科指導にかかわる分科会， 生活指導等の分掌上の分科会を共催するなど

の工夫によ り ， 共通認識に立った指導上の連携のもと に子供の指導を行う 。
⑤ 小学校， 中学校と いう校種を越え， 学区を拡大して子供を育成する組織の改善を図る と と

もに， 小 ・ 中学校合同の生活指導主任会を地域ごとに開催 した り ， 幼稚園や高等学校を含め
た校 (圏) 長会を定期的に開催するなど組織体制の改善を積極的に行う 。

⑥ 複数の小学校， 中学校の児童会や生徒会の交流， 複数の学区にまたがる小 ・ 中学校聞の奉
仕活動など， 学区を越えた様々な活動を行う工夫， さ らに， 隣接する公立幼稚園 ・ 小学校 ・
中学校 ・ 高等学校との間で， 人間と しての生き方などにかかわる研究協議を進めるなどの工
夫や交流を通して， 継続的な指導を行う 。

⑦ これまで公立幼稚園 ・ 小学校 ・ 中学校 ・ 高等学校聞の一貫した縦の情報交換や協議の場が
あま り もたれていないこ とから， 同 じ学区内にあるこれら学校聞の縦の情報交換の場を設定
し い じめなど焦点化した課題にかかわる協議を行う 。

(2) い じめ解決のための学校と 地域社会 と の ネ ッ ト ワ ー ク の構築
子供の生活の基盤は学校や地域社会にある。 そのため地域社会での生活の様々な状況は， 子

供たちの学校生活の中にも現れる こ とが多いと考える。 したがって， い じめ解消を目指す指導
を効果的かっ有効な ものとするためには， 地域社会からの情報が速やかに学校に入る組織体制
が求められる。

ア 学校と地域社会とのネ ッ ト ワ ー ク の現状ー ア ン ケ ー ト 結果 よ り ー
調査Cによ る と . rあなたの学校は， 保護者や地域住民と連携を図っていると思いますかJ

と い う 問いに. r十分図っているJ r図っているJ を合わせる と76. 5 %にな っている。 一方.
地域対象のアンケー ト調査では. 56. 0 %が 「あま り う ま く 連携していないJ と答えている。 そ
の中で， 地域社会との連携の場に. r管理職だけでな く ， 忙 しいとは思うが先生方に も参加 し
て も らい連携を図る こ とが必要J との意見が聞かれる。 こ の こ と は. 地域社会との連携を図っ
ているが. そのかかわりが十分ではな く . 一層の努力が必要である こ とを示している。

ま た， 学校対象の上記のアンケー ト調査によれば. rい じめ防止 ・ 解消に向けた地域との連
携を図る具体的な窓口」 について回答しても ら った と ころ， 地区によ っては名称上の違いはあ
る ものの， 次のよ うな組織名が挙げられた。

- 地域教育懇談会 ・ 地域教育活動 ・ 地域のPTA懇談会
・ 地区委員会 ・ 学童ク ラ ブ (学童保育所( 以下， 学童ク ラ ブ) ) など
一方. 地域社会に対しての調査結果から見られる 「具体的な窓口」 と しては.
- 地区委員会 ・ 地域懇談会
. P TA地区別懇談会

などであり . 学校対象のア ンケー ト結果と ほぼ同じ内容が示されている。
と こ ろで， 総理府が実施した 「少年非行問題に関する世論調査J の中で， い じめ問題の有効
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な解決策を二つまで聞いたと こ ろ， 【表 6 】 で示 したよ う な内容が報告されている。
【表 6 (問い〕 い じめ問題の有効な解決策は】

「家庭での しつけや教育を充実させるJ ……………………………………一一… 54. 1% 
「道徳教育や生徒指導をするなど， 学校がい じめへの取組みを強化する J …… 45. 9児

「家庭 ・ 学校教育 ・ 警察など関係機関の連携を強化するJ …一一一一一一一一一一一一 37. 4% 
「地域での健全育成活動を活発lこするj ……………………・……………一… 22. 3月

ま た. 20歳未満の子供がいる人に， r自分の子供がい じめにあ った場合はどうするか」 と尋
ねたと こ ろ， 複数回答ではあるが， r学校 〈教師〉 に相談するJ は， 76%と い う結果が出た。
すなわち. 4 人に 3 人が 「学校に相談するJ と答えている。

さ らに， 平成 7 年 6 月 . (社) 日本P TA全国協議会が全国の公立小 ・ 中学校PTA組織の
ほぼ l 割の親を対象に行った意識調査で. r教育に対する親の意識」 の 「い じめ問題」 に関す
る調査結果では. rい じめを発見したと き . どんな対応をと るかJ と い う問いに， 約70%強の
親が学校または教師にその対応を委ねると回答している。

したがって， 日常からいじめ問題への対応については， 地域内の子供や家庭， さ らに地域社
会 と学校が主体的， 積極的にかかわりをもっと と もに， 前述 した具体的な窓口とのネ ッ ト ワー
ク の構築を図る必要がある。

イ 事例から学ぷ連携の求め方
学校と地域社会とのネ ッ ト ワ ー クの現状に関するア ンケー ト結果の中に示された 「具体的な

窓口 J のーっと して， r学童ク ラ ブJ が挙げられている。 また， 事例m(P. 33) では. 学校内
でのい じめは学校外においても継続して行われていて， その具体的な場所と して学童ク ラ ブの
場を挙げている。 このよ うな指摘がある こ とから ， こ こでは， E 区の現状を参考に， 地域社会
の中での学校との連携と いう視点、か ら， 学童ク ラ ブと学校の連携の在り方について述べる こ と
にする。
一般的に学童ク ラ プでは. おおむね小学校 l 年生から 3 年生を対象に放課後に異年齢集団で

保育を行う 。 その中で子供たちは自分から進んで役割を担い， 様々な活動を行っている。 E 区
では， 基本的な生活習慣を身に付ける， 縦割り保育を重視し集団と しての成長を図る， 思いや
り の気持ちを育てる， などの保育目標を設定し 行政を中心に学童ク ラ ブが積極的になされて
いる 。

しかし 家庭状況の多様化. い じめ， 不登校問題などが複雑に交差して. 子供への問題状況
を生み出 している場合が少な く ないと指摘 している。 同区の学童クラ ブの報告による と ， 幼児
期に身に付けてお く べき基本的な生活習慣が十分ではない， 一人遊びの仕方が違ってきている。
したがって， 学童ク ラ ブも放課後の児童へのこれまでの指導だけで、は今や十分に機能していか
な く な ったとい う報告がある。 また， 異年齢間での交わりやかかわりが十分でないこ と もあり ，
自分より年齢が下の子供へのい じわるやい じめが見られ. 指導に困難をきた している状況が見
られると している。 平成 5年度東京都福祉局総務部の 「福祉基礎調査報告書J によれば， 学童
ク ラ ブについての最大の不満は何かの間いに， 全体の6. 1需が “い じめがある こ と " と回答 して
いる 。 さ らにその6. 1%の う ち， 4. 1月が最も困っている こ と と してい じめを挙げている こ とから，
学童ク ラ ブに見られるい じめへの対応が強 く 求められている と考えてよい。

学童ク ラ ブと学校は， 子供の側から考えれば連続した生活体験の場である。 したがって， い
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じめについてもその連続性があると指摘されているこ とから， 学童ク ラ プを教育のーっとい う
大きな枠の中でと らえ， 援助を行う こ とが必要である。

E 区での事例を， 子供の望ま しい成長などの視点からみると ， 学校と学童クラ ブの連携が望
ま しい。 い じめ， い じめられの様相が国定化される とい う特徴があ る こ とから ， 学校の学級担
任や生活指導担当教員が学童ク ラ プの職員と問題解決にかかわる連携を行う など， 指導の場の
違いを乗り越え交流を行う こ とが求められる。

ウ 地域社会 と のネ ッ ト ワ ー ク 構築の具体的方策の事例 一 「教育 モ 二 タ ー制度」 を通 し て 一

子供を取り巻 く 地域の環境の変化， 自然環境の後退等は. 子供の遊び場や遊び方に影響を与
え， 一人遊びゃ特定の仲間と しか遊べない子供をっ く りだ している。 その結果， 子供たちは他
の人とのかかわりを十分考え られないま ま成長 している傾向が多 く 見られる。 また， 子供の育
成にかかわる地域の諸団体及び関係諸機関相互の連携が， 必ず し も十分ではないために， 必要
な情報の共有化が行われに く く ， 地域の連帯感が希薄になる傾向 もあり . 我が子と同じよ う に，
他の子供にも関心を向ける こ とが少な く な っている。 そのため， 保護者以外の地域の人々 から
声を掛け られたり ， 温か く かっ厳 しい自を注がれたりする機会が減少してきた。

したがって， 【表 6 】 総理府の調査結果(P. 158) や調査Cの結果を含めて考える と ， 以下の
よ う な姿勢で改善を図る必要がある。
① 学校から見た地域社会との連携の現状と， 地域社会から見た学校との連携の実態とでは隔

たりが見られる こ とから. 学校の主体的かっ積極的なかかわり方が一層重視される。
② い じめを解決するには， 学校が地域社会へのはた ら きかけにイ ニシアティ プを発揮して，

地域懇談会など連携の有効な窓口と して指摘された既存の場での協議を進める。
③ 生徒が集ま る底や様々な場所から定期的に情報を入手し その情報か ら 「子供たちの縦 ・

横の人間関係や生活の状況J を把握する。
④ ①~③を通して， 子供たちの行動の 「地域的な広がり J を把握する。

このよ う に， 学校が地域社会との連携を深め， かっ地域社会とのネ ッ ト ワー クを築 く ため，
様々な工夫 ・ 改善が求められるが， こ こでは有効かっ現在実践されているネ ッ ト ワー ク構築の
ための 「教育モニター制度」 をC区やH市の例から紹介する。 この事業の目的はおおむね次の
よ う にま とめられる。
① 学校， 家庭， 地域社会が一体とな って， 青少年の非行化を防止し 健全育成を図る。 (健

全育成の充実〕
② 地域の子供の善行等の情報把握及び問題行動の早期発見， 早期指導を通 して， 健全育成の

充実を図る。 c健全育成の充実〕
③ 地域による学校教育の理解を一層図るため， 学校， 家庭， 地域社会の相互の情報交換を通

して， 地域に関かれた学校づ く りを行う 。 (地域に開かれた学校づく りの推進〕
④ 教職員の指導や子供の活動の状況. P TA活動の様子など学校教育の実態について保護者

や地域社会の正しい理解を図り教育活動の活性化を行う 。 (共通理解に立った教育の推進〕
事業内容の概要は次のとおりである。

① 教育モニターを委嘱する 〈保護者， 地域の諸団体や人々の中から選出) 。
② 教育モニターの資質向上を図るため， 研修会や講演会を実施する。
③ モニタ ーをい く つかの地域に分けて， 各地区ごと に年間 2 -- 3 回の協議会を実施 し 情報

交換を行う 。
④ モニタ ーからの情報内容. 講演会. 研修会， 協議会などの情報を広報活動を通 して学校や



地域社会に知らせる など。
子供たちの問題行動が広域化， 陰湿化. 集団化， 長期化などの傾向が見られるよ う になれば

な るほど. r教育モニタ ー制度J の導入が有効と考える。 学校や保護者には見えに く い子供た
ちの状況を. このよ う な情報入手の組織や機能を十分活用 し すべての子供たちが安心して学
校生活を送れるよ う ， 学校， 保護者， 地域社会の積極的なかかわり を進めてい く こ とが重要と
なる 。

ヱ 「教育モ ニ タ ー制度」 を検討す る ための視点
C 区やH市における各モニターから次のよ う な意見が出されている。

① モニターにな ったこ とで， 子供たちと ク ラ ス， 部活動， 先生の状況について何度か話を聞
き ， 有意義だった。

② 他校との生徒に比べて. 素直な生徒の様子が見られる。
③ 自転車通学者で左右を確認せず， 飛び出す生徒が多い。 一時停止の指導をき ちんと してほ

し い。
④ 部活動の再登校時， 途中まで自転車に乗っていく 生徒を見掛けたこ とがあるが， いいのだ

ろ う か。
⑤ ゲームセ ンターで夜遅 く まで遊んでいる。
⑥ 屋上から地上に向かって物を投げ付けるのを見掛けた。
⑦ 小 ・ 中学生と も， 金銭感覚が大人のそれと大分ずれている。
⑧ 10時過ぎにコ ン ビニに中学生か高校生が入っ ている。 だんだんに夜遊びが平気にな り ， だ

らけてい く 下地ができてい く 心配があるよ うに思う 。
⑨ いろいろな子供がいるよ う に， いろいろな親や家庭がある。 最近感じる こ とだが. 両極端

の人が多いよ う な気がする。 大変熱心に子育てを し地域活動をする人と ， 全 く 無関心の人が
いる。 家庭 ・ 学校 ・ 地域社会のコ ミ ュニケーシ ョ ンが も っ と必要だと思う。

⑪ モニターから出た意見は全員で話 し合 う ほうがよいので， モニター会議の回数を検討して
ほ しい。

⑪ 事業推進にかかわって. 一部の人にだけ負担がかっている。
この 「教育モニタ ー制度J を導入 している C区立中学校の現状と課題の例と して， 【表 7 】

に示す点、が指摘されている。
【表 7 C区立中学校の 「教育モニター制度」 の現状と課題】

� モ ニ タ ー 制 度 の 実 態 モ ニ タ ー 制 度 の 課 題

情報収集 教頭が窓口。 - モニターが学校の幾つかの委員
の窓口 あらか じめ地域のモニターに質問事項を配 を併任している こ とから， 学校で

布し 記入後に学校に郵送する。 電話など 地域の様子を伝える機会があるた
による情報提供はほとんどない。 め， 本来のモニター協議会の欠席

者が多い。

情報のま モニターの地区別懇談会で地区のモニター - 地場のモニターが質問事項の取
とめと活 がそれぞれ情報をま と め， 学校に報告して り ま とめを主体的に行っている こ
用 いる。 教頭は， 全体を総括してま と める。 と から ， 今後と も地域に関しては
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ま とめは， モニタ ーや保護者さ らに近隣の 自分たちが責任をもっと い う 課題
小学校. 教育委員会等に配布する。 意識をもち ， 学校と連携を図る。

モニタ ー 隣接する小学校や区役所の出張所に依頼し - 適格なモニターの推薦に当たっ
の委嘱 て， モニタ ーの紹介をお願い している。 ては， 選出の趣旨の説明を十分行

い依頼する。
- 中学校と それに隣接する複数の
小学校の通学区域がモニターの活
動地域となるが， 複数の中学校ま
で枠を広げる必要がある。

以上の こ とから， この事業の一層の充実を図り ， 有効かっ効果的に機能させるため， 次の
よ う な視点から改善を図る こ と が重要である。

( 7 )  モ ニ タ ー の委嘱についての検討

① 委嘱する地域の範囲の検討
- 子供の行動範囲の広がりを把握しながら ， 地域の範囲を決定する。

② モニターの規模 (人数など) の検討
- ①と の関連から， 妥当な人数を害IJ り出す。
・ モニターの委嘱先の例 : 公立学校教職員， 青少年地区協議会， 町内会， P T A地区
懇談会. 商工会や商庖会等

③ 具体的な情報が入手でき る適切なモニターの検討と委嘱
- 学校の隣接する地域の人だけではな く . ゲームセ ンターなど， 指摘されている子供
がよ く 集ま る場所からの積極的な情報収集を図るよ う 考粛 して委嘱する。

- 情報収集のマンネ リ化を防ぐ手だてを現状に合わせて改善しながら， 情報収集の理
由や観点を明確に して収集する。

〈イ ) 委嘱内容の検討
① 事業内容へのいじめ問題にかかわる項目の追加
② い じめの防止 ・ 発見 ・ 解消にかかわる委嘱内容の検討

- 子供の生活の実態
. 地域の環境の実態
・ ネ ッ ト ワー ク と情報の共有化の実態

(ウ ) 活動の検討

① モニターの資質向上を図る研修会や講演会等の検討
・ い じめ問題の理解
・ 子供理解， 関係諸機関の機能の理解等

② 活動可能な内容の検討
・ モニターと して協力 して も ら う 内容を計画する。

(I) 協議会や広報活動の内容の検討

① 実施回数， 内容， 期日の検討
・ 実施可能な内容を明確にする。

② 連絡方法の検討



- テ レホ ンカー ドの配布やフ ァ ッ ク スによる情報提供なども検討する。
③ 学校からの定期的連絡方法等の検討

・ 学校が地域から情報を収集するに当たっては. 週一回当番制で行うなど. 具体的な
収集の手だてを取り決める。

・ モニターだよ り ， 学校だよ りなどを通 じて， モニタ ーからの意見やそれらに対する
学校の対応の状況などを定期的かっ迅速に知らせる。

・ い じめは死につながる と い う危機感を忘れずに情報を収集する と と もに， 収集した
情報はすぐに教職員， 保護者， モニター， 教育委員会などにフ ィ ー ドパッ クする。

( 才 ) モ ニ タ ー制度の更な る 改善を図る ためのア ンケー ト 調査の実施

・ 委嘱したモニタ ーが考えている制度の改善を図るため， ア ンケー ト調査を行う 。
・ ア ンケー ト内容は整理し. す ぐにその結果を様々 な広報活動を通してフ ィ ー ドバッ
クする。

(カ) 学校の情報整理のた めの体制 づ く り

① 学校が常に情報の発信源になる。
・ 情報は “寝て待て" でな く ， 積極的に求め， 収集した情報はまた戻す。

② 収集した情報が， 速やかに学校全体のものとなるよ う ， 【表 8 】 のような情報処理
の体制を確立し 情報の共有化を推進する。
・ 情報を収集する方法は， 電話， フ ァ ッ ク ス， 手紙など様々である こ とから， これら
の情報の責任主体やその経路などを明確に して整理する。

・ 教頭， 生活指導主任などを通 して情報を正確かっ迅速に収集 ・ 整理する。
・ 教頭や生活指導主任， モニターの地域代表などが情報をま と め， 必要な情報につい
ては速やかに教職員や関係の学校へ周知する。

- 必要な情報については校長の判断を仰ぎ， 教育委員会に報告する。
【表 8 情報を収集 ・ 整理 ・ フ ィ ー ド‘パッ クする体制の例】

直接聴取/電話/手紙/7ンケー ト 舵ーーや寸
識の持ちかえりー→� ↓ 

- 校 長
・ 教 頭
・ 生活指導
主任等

広報等を通 したモオーへの7� - tバリ 一一一」

け教育委員会

教職員への周知
関係学校への周知

・ 幼稚園
・ 小 ・ 中学校
. 高等学校等



5 学校を中心 と し た相談機能の整備

い じめ問題は， 個々の教師， 学年， 学校の対応だけでは解決が困難なこ と が多い。 学校内は
も と よ り ， 保護者や地域の人々 ， 関係諸機関との組織的な協力体制が不可欠である。
本研究においては， í相談機能の整備J を 「全校指導体制に基づいて， 日常， い じめにかか

わる情報収集 (情報交換〉 の手だてや相談活動の場を確保し 適切に情報収集 (情報交換〉 や
相談活動を実践でき る体制を組織的に整備すること J と と らえた。 そ して， それを教師間， 教
師と保護者との間， 学校と地域社会 ・ 関係諸機関との聞の三つの関係から考察を試みた。

以上のような視点、から事例 I と事例Eを分析し 併せて， い じめ問題に積極的に取り組んで
いる都内小 ・ 中学校 4 校の事例を中心に聞き取り調査等を行って分析した。

( 1 ) 事例か らみた課題

『相談機能の整備J を上記のよ うに と らえたと き ， 事例 I と事例 Eから明瞭になっ た具体的
な共通課題は以下のよ うに ま とめる こ とができ る。

ア 教師聞の円滑な情報交換と相談し合う体制づ く りを行う必要がある。
イ 子供や保護者が日常的に安心して相談でき る条件を整備する必要がある。
ウ 地域社会， 関係諸機関との連携を強め， 相談でき る条件を整備する必要がある。

以下， これらの課題への取組みについて， 都内小 ・ 中学校 4 校の事例を中心と しながら具体
的に述べる こ と とする。

(2) 教師聞 の円滑な情報交換 と相談 し 合 う 体制づ く り

上記アに示した共通課題は， い じめ問題への実際の指導に先立つて必要な基盤づく り に関し
て述べたものであり ， 予防的な側面も視野に入れた ものである。

い じめ問題への指導においては， 学級担任を中心とする教職員の緊密な協力関係と しての全
校指導体制の確立が不可欠の要件である。 なぜな ら， 教師の指導は， 組織的な支援があっ て こ
そ， 効果的に機能し得るからである。 教師聞の円滑な情報交換やき たんな く 意見を言い合える
雰閤気， 相談 し合える体制づ く りを行う こ と は， 緊急の課題である。

ア 教師聞の信頼関係を基盤と した相談 し 合 う 体制づ く り の考え方

(7) 強固な支援体制 と 高 いモ ラ F ルをつ く る管理職の役割

管理職は， 校内においては， 教職員の努力を適正に評価しながら ， 温かな心配 り と率直な助
言を心掛け， 信頼関係を確立して高いモラールを醸成する こ とが必要である。 また， い じめ問
題への指導にかかわって， 家庭や地域社会， 関係諸機関との連携も必要になるため， 日常的に
各方面との円滑な関係づ く り を心掛けてお く こ とが不可欠である。

(イ) い じ め問題を解決に導 く 生活指導主任の役割

い じめ問題への指導の際， 全校指導体制の確立にと っては， 生活指導主任の果たす役割が重
要である。 と りわけ， 日常からあらゆる機会をと らえて， その学校の教師一人一人が子供一人
一人の指導への責任意識をもつよ う積極的に働き掛けてい く こ とが必要である。
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(ウ) 相談体制 の一翼を担う 養護教諭や ス ク ール カ ウ ン セ ラ ー の役割

① 養護教諭のもつ情報を生かす体制 づ く り

い じめ問題に対する全校指導体制の確立にと って， 養
護教諭の役割のと らえ直しは重要な課題である。 保健室
は， 子供の身体的なけがや病気の応急処置を行う場であ
るだけでな く ， い じめ問題への指導にかかわって， い じ
め ら れる子供やい じめる子供に対する 「心のケアJ を図
る場と しても大切である。 また， 養護教諭には子供の様
々 な情報が集ま り やすいため， 養護教諭が把握している
情報を更に生かしてい く 体制づ く りが求められる。

② ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー の配置 と そ の役割

本年度， 文部省が調査研究事業と してス ク ールカ ウ ン
セ ラーを配置した学校において， ス ク ールカ ウ ンセラー
は， 生徒への個別相談だけでな く ， 職員室に机を並べて，
教師と 日常的なかかわりや研修会における指導等を通し
て， 専門的な立場からの相談相手と しての役割をも果た
しながら， 効果を上げている事例が報告されている。
日中学校では， カ ウ ンセラーが週 2 回来校 し 右のよ

う な要領で， 保護者の理解も得ながら相談活動を行って
いる。

(1) 全校指導体制の確立に連なる 学年体制の確立

【スクールカウンセラー ・ 家庭への通知】

日 常 の 心理的 ・ 精 神 的 広 信 み の 多 く は . 竿 包

や 他 人 と の 人 間 関係 と 渓 〈 か か わ っ て い る こ と

が 多 い た め に . 先 生 や a l葺 . あ る い ほ 友 人 に 担

額 す る こ と を た め ら っ て し ま う こ と が少 な く な

い も の で す . そ の ま若 衆 . そ の 生徒 は . �さ か に

r ll え 忍 び J . r ひ た 隠 す 』 こ と で か え っ て .

S を 悪 化 さ せ て し ま う こ と が予 想 さ れ ま す . そ

こ で ， 気 楽 に 相 訟 で き れ ば 問 題 解決 が 可能 に な

る と 考 え . こ の 度 . �事 後 に 「教育 相 2皇 室 』 ー を 2生

け ま し た . ど ん 広 重量 細 Zょ こ と で も . 気 に な る こ

と や 悩 み が 生 じ た ら . 気 楽 に 0 0先 生 を 訪 ね て

み て く だ さ い .

《 開 鐙 日 》 氷 ・ 土曜 日 の午後 1 11寺 � 4 時 保 健 室

〈 約束 し ま す 》

一 人 で も グ ル ー プ で も 楽堂 O K で す .

相 = 内 容 に つ い て は f:è æ を 厳守 し ま す .

相 = � で 穏 し た こ と は . 1受 業 や 1f.. 績 に は

一切関 係 し ま せ ん .

じ っ く り 話 し た い と き は . �J に 時 間 を 設

定 で き ま す .

《 保 護 者 の 皆 様 へ 》

お子 さ ん に つ い て . 気 に か か っ て い る こ と や

相 怒 し た い こ と があ り ま し た ら . お 気軽 に ご 蓬

給 く だ さ い . ( 0 0 中 主幹 � TEL 0 0 0 0 )  

学年体制で日常の指導を行う際， 次のよ う な指導事例がある。

I 中学校では， それぞれのク ラスに所属するいわゆるツ ッパ リ ・ グループのメ ンバーへ
の指導において， 各学級担任がグループのそれぞれの生徒への個別指導を深める こ と と 同
時に， 学級担任に反抗する生徒がいた場合， 同学年の他の教師が代わり に指導に当た り学
級担任の思いを懇々 と説いて聞かせ， 結果的にその生徒と学級担任との関係を修復すると
い う よ う に， 学年内の連携した指導を行って成功した。

これは， 学年に属さない教科担任も参考とすべき事例である。 その子供と交わる機会と時間
が少ない教師であ っても ， 多 く 交わる教師と同 じよ う に強い責任意識をもっ必要がある。

イ 教師聞の情報交換と相談 し 合 う 体制づ く り への具体的な手だて

(7) 相談体制の維持 ・ 向上 と指導に関する 申合せ事項の改善 ・ 充実

J 中学校では. 相談体制の発足時の申合せ事項を印刷物に して配布し， その中で特に 「指導
体制と しての申合せ事項j に関連して， 【表 9 】 (P. 165) に示す内容を掲げている。

( イ ) い じめにかかわる実態調査の実施 と活用

K中学校では， 1 年生が小学校時代からい じめの多い学年と聞いていたため， 入学当初から ，
生徒の自治的な活動を中心と したいじめ根絶運動を展開した。 その内容は， 次のよ う な実態調
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相談体制の役割分担図】

1 r一一「 濠 こ れ ま での学綬の対応の鍾子 を 示 す

い ヒ め僧紐の. - 縛 ド ミ 記 録 | 記録や発行資斜等の鐙理 ・ 分額. .置員
品 」一一」 会11や学年回答の鑓事録の窓理 . 関 係

諸 . 聞 と の量u書の記録. 学級担任やま酔

苦手の絡事犯録等の分111 - 盤 硬 ・ 保存.

嬢 .魁舞JU'関係者 か ら 正憶 に 園 き n

る . ( 子供. 侵護者. 勉舗の人 'l )

実態調査の実俺. 集計. 分析

調臨 調査鎗果は子供と と も に

考 え る 資 料 と L て活用.

【表 9
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査を実施し， ク ラ ス討議で 「い じめ追放宣言」 を考えるとい う実践であっ た。
例えば. 実態調査の項目例は. 次のよ う な ものであった。

① い じめの被害に関して……時期， 相手， 内容， 傍観者の有無， 相談相手等
② 知っているい じめに関 して……見たこ とか聞いたことか， 時期， い じめられた子供 ・ い じ

めた子供の様子等
先生に相談したいこ と

この実態調査には. r先生に相談 したいこ と 」 欄を設け， 例えば 「先輩 (文は他校生〉 がい
じめるのを目撃したがど う した らいいか」 等に対して. 教師がもれな く 真剣に対応して善後策

い じめられる生徒や周 り にいる生徒たちに信頼感を抱かせた。 その結果， 次のよ う な
これらの声が現実の中学校における指導結果である こ とを真塾に受け

③ 

を講じ
声を寄せる生徒がいた。
止め， 各校と も努力 したい。

この学校の先生には， 安心して何でも相談でき， そのと き にす ぐやっても らえな く て
も， 後で‘必ずいろいろな手を打って く れるので， 頼りになり ます。
小学校のと き は， い じめている と ころを見ても何も言えなかったけど，

やめろよと言える よ う になり ま した。

。

この学校だと。



(3) 子供や保護者が 日 常的 に安心 し て相談で き る 条件の整備

共通課題のイ (p. 163) は， い じめ問題の早期発見や， 問題が起きたと きの適切な解決が図れ
る有効な相談活動に関して述べたものである。 学級担任を中心に 相談の窓口と して個別面談
や家庭訪問を意識的に行うなど. 子供や保護者が日常的に安心して相談でき る条件を整備して
おき ， 相談的な配慮に基づ く 指導 〈以下， r相談 ・ 指導j と い う ) をする必要がある。

ア 定期的な個別面談 に よ る 悩みの早期発見

子供たちを集団と してと らえた学級全体の指導だけでは， 子供一人一人の置かれている状況
や子供たちの願いや悩みを把握する こ と はできに く い。 子供からすれば自分の悩みを自 ら担任
の先生に言う こ と は大変な勇気がいる。 また， 中には自分の身体や外見にかかわる悩みをもっ
子供もいる。 そ こで， 年間行事予定に定期的な面談計画を組み込み， 個々の子供の悩みや問題
の早期発見に努める こ とが必要である。 その際， 話したこ と は絶対に秘密が守られる こ と ， 先
生は面談した子供の味方である こ となどを強く 言ってお く こ とが大切である。 同時に面談から
得られた情報が学級聞にま たがる と きや事態が深刻なと きは， プラ イバシーの保護に十分配慮
しつつも， 学級担任が一人で抱え る こ と な く ， 学年や学校全体の情報に し 全体で相談 ・ 指導
に当たる必要がある。 なお， ほぼ全教科を指導し多 く の時間を子供とと もに過ご している小学
校の学級担任の場合でも個別面談をする こ とが望ま しい。

しかし 個別面談は年間数多 く でき る こ とではない。 それを日常的な連絡ノ ー トの活用など
によって補い， 絶えず一人一人の子供と相談のルー トを確保してお く こ とが大切である。

イ 「気にな る子」 の話を聞 く 相談 ・ 指導

学級担任が 「気になる J と感じる子供は何か悩みをも っている場合が多い。 r気になる子J
に気が付いたと きはそのつど話を聞く こ とが大切である。 都立教育研究所 『学校教育相談推進
資料 児童 ・ 生徒理解の深化と豊かな人間関係の育成J (平成 3 年 3月 ， p. 45) から f聴 く J
ための五つのポイ ン ト を示す。 (注2)

(7) 話 しやすい雰囲気をつ く る。 一一取調べの感じを与えないよ うに， 話す場所や座
席の位置を工夫したり ， 話の入り方に配慮する。

( イ ) 先入観を も たずに聴 く 。 一一… 自分の先入観で解釈する と子供の思いとズレが生
じる。 自の前にいる子供の話を心を込めて聴く こ とである。

(ウ) 質問を で き る だけ控え る。 一一ー 多いと尋問されているよ う な思いを与える。
(工) 相手の発言を じ っ く り 待つ。 一一一 話が途切れたと き は， r考えているJ r迷っ
ているJ などいろいろな意味がある。 焦らずに待つ こ とが大切である。

(才) か つ てな解釈や評価， 批評をやめる。 一一 一方的に説明， 説得をするのではな
く 子供の一つ一つの発言を大切に受け止める こ とである。

なお， 話を聞 く 際には， 周囲の子供に対する十分な配慮が必要である。
ウ い じ め ら れている子供と そ の保護者への相談

恐怖感やい じめを知られた く ないとい う気持ちをも っているい じめ られている子供に対し
学校内で対応する こ と には無理がある場合もある。 恐怖感やプラ イ ドから安心して教師に心を
開 く こ と は難しい。 また， い じめが原因で不登校になる こ と もある。 そこで， 家庭訪問等によ
って十分に時間をかけて相談に応じ る こ とが必要となる。 次に挙げるのは， い じめられている
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子供を第一に保護する とい う教師の断固と した粘り強い姿勢が保護者や子供の信頼を得て， 心
を少しずつほぐ していった指導事例である。

L小学校では， 学級内のい じめによ って不登校になっ た子供がいた。 い じめが発覚し
い じめていた子供は自分の非を認めたが， いじめられた児童は依然と して登校する こ と は
できなかった。 学級担任は生活指導主任の協力を得て家庭訪問を し 保護者と これからの
こ と について話し合った。 初めは自分の部屋に隠れて し ま っていた子供も再三再四にわた
る訪問を受ける う ちに， 少 しずつ自分の苦しい胸の内を話すよ う にな った。

エ い じ めている子供 と そ の保護者への相談 ・ 指導

い じめている子供には， い じめに深い影響を及ぼしているそれまでの経験や本人を取り 巻 く
状況がある こ とがある。 自分自身が過去にい じめを受けてきた経験を有する者もいる。 また，
い じめている子供が， 同時にいじめ られてい る こ と もある。 そ う した過去や現在の悩みを聞き
出 し それを完全に取り去らない限りその場のい じめは収ま っても， いつか， い じめの対象を
代えてい じめを行う こ とが考え られる。 したがって， い じめている子供をい じめ集団と してと
らえた指導を行う と と もに， 一人一人に応じた相談 ・ 指導が必要である。 さ らに， 保護者自身
が何らかの悩みを抱えており ， そのこ とが子供に少なからず影響を及ぼしている こ と もあ り 得
る。 そ う した問題を学校が解決する こ とは困難な場合が多いが， 実際には相談を受け る こ と も，
と き と してある。 そのと きは相手の立場を し っかり と受け止め， よい聞き手になる必要がある。
次のよ う な指導事例がある。

M中学校では， い じめられている子供とい じめている子供双方の保護者が同席する話合
いの場を設定した。 学級担任は， 事前に各教科担任等から情報を収集し， い じめの状況や
指導の状況を説明した。 また， それぞれの保護者の気持ちを率直に述べても ら っ た。 この
こ と は， 保護者がお互いの悩みや思いを共通に理解する一助になる と と もに， 我が子の悩
みを広い視野から理解する こ と に役立ち， 以後の事態の推移に効果的であっ た。

オ い じ めを取り 巻いてそれを見てい る子供への相談 ・ 指導

f私は最初Aと仲良 く していた。 で も， 仲良 く する と い じめが自分に もかかって く る。 皆が
無視 してい る と き， 自分一人だけ無視しないわけにはいかなかった。 J と言っている生徒もい
る。 自分がい じめの対象になるかも しれないとい う気持ちから， 見て見ぬ振りをせざるを得な
い こ とがあるのである。 揺れる子供の心'情をよ く 理解して， 一人一人を守り き る とい う強い姿
勢を示 しながら， 相談 ・ 指導に当たる必要がある。 また， い じめの周囲ではやしたてている子
供もいる。 他がい じめているので， よ く 分か らないま ま い じめに加わっている子供もいる。 彼
ら も 自 ら進んでそ う しているのではな く ， 学級の人間関係の中でそ うせざるを得ない状況もあ
る と い う こ とを理解して相談 ・ 指導に当たる必要がある。

さ らに， 何気ない子供の言動の中にい じめ問題が隠されている こ とがある。 各教科担任等は
授業中をはじめとする子供の様子から ， そ う した言動を見逃さないことが大切である。



(4) 地域社会， 関係諸機関 と の連携の強化と相談で き る条件の整備

共通課題のウ (P. 163) は， い じめ問題が起きる前からの， 学校と地域社会， 関係諸機関と の
協力体制の必要性について述べたものである。 この課題を解決するために. 学校は以下のよ う
な取組みを行う こ と を通して， 地域社会等に協力を要請してい く こ とが重要である。

ア 学校 と地域社会と の相談体制の確立

(7) 保護者から の第一報を生かす

J 中学校では， 保護者が学校を訪問 した場合は. 担当者だけでな く 必要に応じて管理職や副
担任等が同席するよ う に している。 匿名の電話の場合は， どのよ う な対処を望むのかを確認し
再度電話 して も ら う ためにも対応した教師の氏名 ・ 役職等を明らかにする。 このよ う に， 保護
者からの情報は， 学校全体で受け止めている という姿勢を， 具体的に示すよ うにする。

( イ ) 迅速な行動 と経過報告の徹底

聞き取った上で要望事項を確認する。 どのよ う な対応やはたら き掛けを望むのかについて明
確に してお く 。 聞き取りには記録用紙等を統ーして， ポイ ン ト をおさえ る こ とができ る よ う に
してお し また， 保護者の都合を優先しながら今後の予定を確認し 学校側から報告や協議す
る場を提案 してい く 。 確認した期日 は厳守し 必ず経過報告を行う よ う にする。 これらを通 し
て， 保護者の協力を積極的に得るための学校全体の姿勢を明確に示すよ う にする。

イ 地域社会と の情報交換の工夫

(7) 商庖会等への参加

J 中学校では管理職， 生活指導主任が商庖会へオブザーパーと して参加し， 商庖街での子供
の様子を把握 し 商庖会からの要望を聞き取るよ う に している。 商庖会との連携については，
教育モニターの委嘱先と して示されているが(P. 161) . この例のよ う に， 地域の実態に応じて，
既存の様々な組織等を見直し 活用する こ と も有効である。

(イ) 児童委員 と の連携

I 市では， 児童委員と学校との連携 ・ 協力を深めるために， 児童委員と学校との率直な情報
交換の場を設定するよ う に しているI> J 中学校では， この機会を積極的に活用 し， 学校行事等
での協力や学年会での懇談会等で日常的な情報交換を深めている。

ウ 関係諸機 関 と の連携

主要な関係諸機関には， 管理職や生活指導担当の教師が訪問する。 その際， 学校要覧と別に
連絡先等を簡潔にま と めたパン フ レ ッ ト を渡し 関係諸機関での掲示を依頼してお く 。

パ ン フ レ ッ トの主な内容例は. 学校の所在地， 電話番号 (緊急連絡先含む) . 管理職名， 教
職員名， 生活指導部員名， 年間行事予定 (特色ある行事の説明) . 標準服， 体操服等のイ ラ ス
ト ， 学校への経路図 (学校付近の地図) . 生活指導の基本方針， 学校担当の児童委員名 (連絡
先) な どとする。

関係諸機関の訪問や連絡の際に活用でき る f関係諸機関ハン ドブッ ク 」 を作成する。 主な内
容は， 電話番号， 責任者名， 設立目的， 法的根拠， 組織図， 職員数， 刊行物， 上部機関等と し ，
必要に応じて年度更新してお く 。

上述のパンフ レ ッ ト と 「関係諸機関ハン ドブッ ク J の併用によ り連携を取り ， 必要に応 じて
関係諸機関から校内研修会などに講師を招さ 情報交換を深める こ と も重要である。
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6 い じ め解決への教師の行動

「い じめ」 はどこの学校にでもあり得る ものであ り ， 学校はい じめの事象と思われる情報を
入手した際， 直ちに適切な対応が取れるよ う ， い じめ解決のための教師の行動の仕方等を整理
してお く 必要がある。
調査C対象校の一部27校のう ち， 自校で 「い じめ解決への教師の行動J が整備されている学

校数は l 校のみであった。 全都的にみても極めて少ないと考えられる。 学校が組織的に対応す
るためには， 各学校が自校の実態や地域社会の実情に応じた行動のよ り どころ となる ， い じめ
解決への行動の仕方等を作成して> r危機管理の視点に立っ た指導体制J を整備してお く こ と
が重要である。

い じめの対応はある固定化された方法で解決でき る ものではない。 い じめは発生の原因も異
な り ， その態様も異なっているのであ り ， その特徴に合った対応こそ必要である。 したがって
このよ う な場合はこのよ う に対応する こ とがよい， と い う よ う なパター ン化した指導は適切で
はな� '0 しかし 多 く のい じめの事例を分析してみる と ， 必要最小限の報告， 連絡， 相談， 指
導記録等などが抜けていた り ， 後回 しにな っていた り していた。

教師と しては表面に現れたい じめの事象への指導のみに目が行きがちになるが， 基本的な対
応と思われる ものを fいじめ解決への教師の行動J にま とめ， 対応の際必要な指導等を点検し
ながら， 広い目で弾力的に対応 してい く こ とが必要になる。 教師の行動について整理するに当
た っ ては. これまでにも述べてきたよ う に， 教職員一人一人の役割や行動すべき内容を明確に
する と と もに. 組織的に対応してい く こ と を基本に据える必要がある。 本研究では， 学級担任
の立場を重視し 素早く 組織的な対応 ・ 指導ができるよ う に教師の行動を整理してみた。 こ こ
にその一例を示したが， 専科教師や教科担任， 部活動顧問等の対応や指導の在り方も本資料に
準ずる ものであ り . 学級担任が一人ですべて対応する とい う こ とではない。

( 1  ) 学級担任を中心 と し た， い じ め解決への教師の行動例

い じめ解決への教師の行動例の見方
ア 行動関連図例， い じめ解決への教師の行動例と もに， 危機管理の視点に立っ た指導体
制に対応して， 危機前 ・ 危機中 ・ 危機後の段階ごと に示しである。

イ 行動関連図例は， 学級担任を中心と した対応 ・ 指導の関連を， い じめ解決への教師の
行動例と対応して点線で示 しである。 例えば， 【A】 危機前の項の(1 )は， い じめ解決へ
の教師の行動例の記号 rA(l) 0学級のすべての子供一人一人の理解」 と対応 しており ，
その内容の対応 ・ 指導や行動を示 している。

ウ い じめ解決への教師の行動例の f学級担任の行動J は， 学級担任などが行動すべき内
容を危機前から危機後まで示しである。

エ い じめ解決への教師の行動例の 「方法 ・ 内容J 欄は， r何をJ r どのよ う にJ r何に
留意してJ 等について示 している。

オ 教師の行動例の 「場 ・ 機会」 欄は> rいつJ rどのよう な場でJ を示 している。
カ 教師の行動例の 「研究内容とのかかわり 」 は， それぞれの学級担任の行動や対応 ・ 指
導が本研究報告書では， どこに， よ り詳細に触れられているかを示している。
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【図 3 今時及ナEイ壬 を 中 心 と し た 組織 的 な 辛子 買力 開通星図伊j 】
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【表 1 0 し 、 じ ぜ〉 角写 ちた ............. α〉 議文 8市 α〉 宥号 車か 伊J 】
l 行動

段階 l 例の
記号

8 (6) 
8 (7) 
B (8) 
B (9) 
B O!) 
B (11) 
B 回
B u.� 
B (1� 

対 応 ・ 指 導 の 在 り 方
方 法 ・ 内 容 : *1 . 機 会

巴争調査票， ノ ー ト ・ 連絡帳等. 服袋， 愛情， 持物 時面談. 家庭訪問， 各教科指場， 休み時間. 放課後，
友人関係， 学級の様子等を観察 し隻理す る 。 学校行事. 委 員会活動. 官官活動J 休業日等

母子供と 触れ合い. 面談 ・ 相談は観身に対応す る 。 ; 。随時. 教室. 廊下， 校庭， 相談 しやすい部屋
ゆい じめに関する調査等を行う 。 ; �い じめ点検月 間. 学級活動
時学年内での情報の共有化を図 り ， 協力体制を組むd E争学年金， 学年での B頃の情報交線
E争学校内での情報の共有化を図 り . 福島力体制を組むo! c争生活指導部会. 日 頃の情報交換
時保健室利用状況， 保健室か らの連絡や情報収集 ! 骨随時， 職員会織. 生活指導部会. 学年会 I 164 
E争各種会鎗のみに止ま ら ず， 臼頃から情報交換を ! 時職員会議. 学年会， 生活指導部会， い じめ対策委 I 164 

行い. 微々 な角度か らの情報を収集す る 。 休み時間. 放課後， 部活動. 委員会活動. 休業日
時他校や地減か ら の関連情報の収集に努める 。 一寸

トィ; 時随時. 職員会議. 生活指導部会， 学年会.
C争関係諸調書関か ら の関連情報の収集に努める 。 ー」 ; い じめ対策委
。 日 ごろ か ら家庭訪問， 逮絡帳， 手紙， 電話等で : 骨随時ρ 保聾者会， 面後. 家庭訪問，

保護者 との連携を図 り ， 親身な対応をす る 。 相談 しやすい部屋
時 日 ごろか ら地犠に出陶 き 情報を得 る 。 。校外指導， 地緩の訪問， 教育モニ タ ー ， 青少対等

O学年， 学校での組織的な指場体制の確飽 l 。学年や全校体制で対応に当 た る 。 母学年会， 職員会繊 (臨時)
0い じ め ら れている子供か らの聞 き 取 り I 1 0い じめている子供か ら の聞 き 取 り ト l 吟個別に復教教師で聞 き 取 り . 正確に記録する。 ，
O周囲の子供か ら の 聞 き 取 り I 1 1 0学年主任， 学年教員. 寮謹教諭. 生活指導郎員. 掌校職員.1 吟微々 な角度か ら情報を収集 しg理す る 。 トベ 司休み時間， 放課後

管理喰か ら の情報収集 1 1 : 
0 い じ め ら れて い る 子供の保護者か ら の 聞 き 取 り 一一----r一 l 母学年主任 ・ 担任を中心と し て後数で対応する。 _J
Oい じめている子供の保護者か ら の聞 き 取 り 一一一_J 1 O P T A 等保護者 か ら の情報収集 r l �管理駿. 生活指導 ・ 学年主任か ら情報を集める。 ; 時各種連絡会， 随時
O地緩や関係諸機関 か ら の情報収集 I ; 骨随時
0学年会， 生活指導部会での情報盤理 I �事実を正確に把鍾 し整理する。 ! 喝さ学年会， 生活指導郎会
O関係の子供への情報a惚 l 時事実を関係の子供に確惚する。 吟休み時間. 放課後
0学年主任、 生活指導主任 と情報6l認 l 吟事実を正iiに確認する 。 ! 。随時
O管理職への報告と 情報確認 | ゅ事実を報告 し ， 指導方針を確犯す る 。 吟事実把短時
0組織的な指噂体制の確認 I �担任一人で対応せずJ 学年等でチ ー ムを組む。 ゅ職員会議， 学年会 (臨時)

O学年や生活指導部と の連携を図 っ た組織的な指導 l 吟絶えず事実の経過や指導の状況を報告する。 骨随時
0い じ め ら れて い る 子供への指導 I �事実を正確に確忽 し安心でき る ま で対応する。 ， ; 
Oい じめている子供への指導 l 司 fい じ めJ は許されない。 心情に迫 る指導。 r '*随時， 教育相談室
O属聞の子供への指導 I '* fい じめJ は許されない。 傍観は い じ め と 問 じ_J : 
0い じ め られてい る子供の保護者への対応 | 時事実を正確に確認 し. 安心で き る ま で対応。 ---，→ 骨随時， 函接， 家庭訪問， 教育相談室
。い じめている子供の保護者への対応 l 時一人一人を保護者と 共に大切に育て る態度 。 __J : 
0管理職への報告 ・ 相談 1 '*常に指導経過を報告を し管理臓の指示を仰 ぐ 。 ァ」 骨随時
O管理職や生活指導主任 と の相談をふ ま え た. P T  A ，  t也 | 時金銭や暴力. 登校拒否が絡むよ う な渇合は _J 

均車， 関係諸機関 と の連機 | 相談す る 。
0学級 ・ 学年 ・ 全校における指導 | 時 「 い じめ」 は許されな い。 傍慢は い じ め と 閉 じ 。 ; 吟学級活動等. 学年集会. 全校集会 (臨時)
Oい じ め られていた子供. い じ めた子供への相後 ・ 指導の | 時関係の子供の様子を観察 し ， 支援する 。 キ学校生活全般

継続 l O関係の保護者と の継続的な連携と 情報交換 | 司その後の情報交換と継続的な連携を図る 。 吟随時
0学年会. 生活指i1f.都会. 職員会議等で経過の報告 1 '*原因の分割干や対応 ・ 指導の在 り 方を見直す。 ---rï 吟職員会議. 学年会， 生活指導郎会. い じめ対策委
O指導体制の見直 し ・ 改善 I �対応、 ・ 指導の在 り 方を見直す。 _j !
0学年 ・ 学級におけ る い じ め再発防止の指導 i 。指導の見直 し を生か し . 再発防止に努め る 。 吟全校 ・ 学年集会i 学校生活全般O情報収集 ( 日 常の指導) I '* あ ら ゆ る角度か らの情報の収集に努 め る 。 吟学校生活全般

学 級 担 任 の 行 動
研究内容
と のかか
わ り (P. ) 
128. 208 
40 
166 
165 

155 
158， 168 
168 
157. 168 
11 L 164 
153. 166 
154. 167 
167 

153， 166 
118. 167 
168 
168 

119 
163 

153 
154 
153 
118. 154 
119 

109， 173 
209， 215 
155 

A(1) 0学級のすべて の子供一人一人の理解
A(2) 0学級内外の人間関係の把怨

L、 A(3) 0子供 か ら の連絡や相談によ る情報収集
じ A(4) 0定期的な調査の

会
実織に よ る 情報収集

体め A(5) 0学
生

年主任や学年 への報告や情報交換
告制問 A(6) 0 活指導主任や生活指導郎会への報 や情報交倹づ題 A(7) 0養

他
護教

教
紛から の情報

情
収

報
集

収〈 対 A(8) 0 の 職員か ら の 集
り 応
と の A(9) 0管理職や生活指導主任 ・ 学年主任 か らの他校及び地減の
{脅た f膏領収

職
集

報め AOI) 0管理 や生活指導主任 ・ 学年主任 か ら の関係諸織関の情
収の 報収集
集 Aω 0保護者か ら の連絡や相絞によ る 情報収集

A03 0地域の人々 か ら の情報収集
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(2) 各学校が 「 い じめ解決への教師の行動」 を作成する 際の留意点

都内の J中学校では生活指導部が中心となり ， 数次にわたる い じめに関する調査をもとに，
「 い じめ問題への対応のためにJ と題して教師の指導上の留意点をま と めている (P. 174参照) 。
このよ うな努力は全教職員の 「い じめは許さないJ と い う強い意思の形成につながる と と もに，
自校の実態にあったきめ細かい指導を可能に している。
本研究報告書ではいじめの時間経過に合わせ， 全教職員がどのよ う に連携を図りながら対応

するのかを図示 したが， これらを参考に， 各学校がい じめ解決への教師の行動をま とめる際の
留意点を以下に示す。

0 い じめ問題に関す る基本認識を明確に示すこ と

調査Cによると ， これまでの教職経験のなかで深刻ない じめ問題に直面 した経験をもっ教師
は 9. 7%. これまでに指導の経験がほとんどない教師は63. 0%と い う結果である。 このよ う に，
教師のい じめ問題に関する経験は相当な幅があり . その認識も様々である。 そのため. rい じ
め解決への教師の行動J の最初に， 早期発見 ・ 早期対応を図る こ との重要性を示すこ とに加え
て. い じめは学校においても社会においても絶対に許さ ない， と い う全教職員共通の決意を明
確に示すことが大切である。

ま た， い じめ問題の解決には教師の児童 ・ 生徒一人一人に対する きめ細かな理解が不可欠で
あ る こ とを示す必要があり ， 特に， 心身に障害のある児童 ・ 生徒については， 心身障害児理解
教育の視点に立って十分に配慮する必要がある。

0 平素の情報収集の段階から再発防止の段階ま でを示す こ と

い じめの予知 ・ 予防から， い じめ行為が収ま った後の対応の方法まで含めて作成する。 い じ
めが顕在化した段階で機能する ものでは遅きに失して， 有効な対応がとれない。 日常の生活指
導との関連や機能的な相談活動の方法等をも含めて構成する こ とが大切である。

0 組織的に対応する こ と を重視 して， 分か り やす く 示すこ と

先に述べた実態調査による と ， い じめ問題の解決に有効であっ た こ との第ーには学年や同僚
との連携が挙げられている。 と りわけ， 校長 ・ 教頭への報告， 連絡， 相談は確実になされる こ
と が求められる。 それらの組織と しての動き方が分かるよ う に， 図示等の方法によ り明確に示
す こ とが大切である。

0 と るべ き行動がす ぐ分かる よ う に， い じめの進行経過の段階に応 じて示す こ と

い じめのよ う に個々の事例が異なっ た様相を示す問題にあっては， 事前に想定したとおり行
動すれば解決に導ける という こ と は少ない。 事前に作成した. r い じめ解決への教師の行動J
を臨機応変に活用する こ とが求められる。 そのため. r い じめ解決への教師の行動J は教職員
だれもがす ぐに理解できる内容の ものでなければな らない。 加えて， 無理な く 行動でき る内容
であ り ， だれと どのよう に相談や連携を図ればよいかが明確に示されてい る こ とが大切である。

ま た. 170 ペー ジに示したよ う に， 進行経過に合わせた教職員相互の連携を具体的に関連図
と して整備してお く こ となどは， 緊急かっ綿奮な対応を図る う えで極めて有効である。
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都内 J 中学校作成 九 、 じ め問題への対応のために J の概要

1 rい じめJ の兆候， サイ ンにどう気付 く か
ア 教師聞の生徒情報の連絡 ・ 報告を密にする。
イ 教師一人ー人が自覚と責任をも って生徒の実態を把握する。
ウ 保護者や外部からの連絡が入り やすい体制と雰囲気をつ く る。
エ 「 これはJ と思う情報は一人で判断せず， 学年や生活指導部等複数で相談する。

2 rい じめ」 の兆候， サイ ンに気付いたと き どうするか
ア い じめにあ っている兆候のみられる生徒に対し精神的な支えをつ く る。
イ 周囲の生徒に対し人権尊重の気運を高める。
ウ 加害的立場にある生徒に対 し， その言動がどれだけ深刻な悩みを与えているかを気
付かせる指導を行う 。

3 rい じめ」 の訴えがあ った と き ど うするか
ア 「い じめが完全に解決するまで， 絶対にあなたを守ってあげるJ と いう教師の姿勢

を前面に出す。
イ 指導の際、 い じめは絶対に許さないという教師の姿勢を打ち出し 「あの子にも悪
い と こ ろがある J と いう考えのなかにい じめの原点がある こ とを気付かせる。

ウ 訴えがあったと き は絶対に教師一人で抱え込まず， 教師聞の報告， 連絡， 相談を密
に して複数で対応する。

(以下略)

4 rい じめJ を発見したと き ど うするか
ア その場で 「制止J r注意J r指導J を行う。 複数の教師でそれぞれの生徒から事情

を聞 く 。 同席では立場が弱いい じめられている生徒は決して本当のこ と は話さない。
イ い じめている生徒に対しては， 決 してとおり一遍の指導とな らないよ う に し 魂に
訴える指導を通して再発防止に努める。

(以下略)

5 rい じめJ がエスカ レー ト してい った と き どうするか
ア 問題行動グループの一員と見られている生徒が， 実は被害生徒である こ と もあるの
で， 周囲の生徒や保護者， 外部からの情報を収集して実態を把握する。

イ 緊急の学年集会や全校集会を行い， 周囲の生徒に訴え る こ と を通 し. rい じめは絶
対に許さ ないJ 雰囲気と姿勢を学校全体につ く る。

ウ 教育委員会をはじめ関係諸機関と綿密な連携を取り ， 学校の指導の範囲を超えた場
合の対応を準備してお く 。

(以下略〉

【引用文献】

・ (注 1 )東京都立教育研究所 r ' 9 5 都研フ ォーラム集録 5 J 平成 7 年 1 1 月 . p. 54 
・ (並2)東京都立教育研究所学校教育相談研究室 『学校教育相談推進資料 児童 ・ 生徒理解の深

化と豊かな人間関係の育成』 平成 3 年 3 月 . p. 13 
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第3 節 いじめ根絶への教育内容 ・ 方法の開発

い じめ根絶への教育内容 ・ 方法の開発に当たっては， 次に示す 4 点を重視しながら， 子供同
士の望ま しい人間関係や子供と教師の信頼関係を築いてい く 必要がある。

第一は， rい じめ根絶にはた ら く 学習指導の工夫と改善J である。 本来， 学習指導は各教科
等の目標の達成を目指 して行われる ものであるが， 指導内容の知的理解に重点が置かれ， 学習
態度や心の育成の面が欠ける傾向にある 。 したがって， これからの学習指導では， 子供にと っ
て楽しい授業となるよう一層工夫し 分かる授業を実現して学習の充実感を体験させる と と も
に， 学ぶ方法や態度の育成に努める必要がある。

ま た， 現実のい じめ問題を直視させ， その深刻さを具体的に理解させる と と もに， い じめを
決 して許さないという態度を育成し 心から生命の尊さを認識させる必要がある。 そ こで， 本
研究では， い じめ問題を直接授業で扱い， その解決を図るための指導内容や指導方法を開発す
る よ う努めた。
第二は， r望ま しい人間関係を育てる学級経営 ・ 生活指導の工夫と改善」 である。 子供に と

っ て毎日の学校生活の中心の場は学級であ り ， 学級における人間関係の問題からい じめ問題が
起 こ る こ とが多い。 人間関係の育成は. 教師の人間性や指導力に負 う と ころが大き く ， 日 ごろ
の学級の望ま しい雰囲気の醸成と集団の形成によ って一層深められる。

したがって， 教師が子供一人一人のい じめによる悩みに鋭敏に気付 く と と もに， い じめられ
ている子供の立場に立った人間関係の育成に留意し 特に， い じめを傍観する子供にならない
よ う に育てる必要がある。
第三は， r正義感の育成J である。 い じめ問題は， 人権尊重の教育を推進する上で極めて重

要な学校教育の課題である。 人権尊重の精神を培うためには， 人をい じめる こ と は差別であり ，
人間と して許されないこ とを理解させる と と もに， 人間と して絶対に許さないとい う こ とを態
度で示せるよ う に しなければな らない。 その際， い じめ られている者を助ける勇気を培い， 行
動に移すこ とが正義感である こ と を繰り返 し指導する。

第四は， r情報を正し く 判断でき る能力の育成J である。 こ こでは特に， い じめられてい る
者の言動を重要な情報と と らえ， 子供及び教師が， その言動からい じめであ る こ とを認識でき
なかったり ， い じめの事実に気付きながら親や教師に伝える こ とができなかったりする こ との
ないよう ， 子供が教師や学級の人々にその事実を伝え る こ とができ る能力や態度の育成を目指
している。

1 い じ め根絶に はた ら く 学習指導の工夫と 改善

本節は， 子供の問題及び学校での集団生活の問題に焦点、を当て， い じめを出さない， ま た，
た と えい じめが起きてもそれを深刻なものにさせないためには， 日常の学習指導においてどの
よ う な工夫が必要であるかを解明する こ と をねらいと した。 すなわち， い じめの予防と しての
指導の在り方を学習指導に求め， 次のよ う な方法で研究を進めた。

① 事例 I 及び事例E にかかわる資料の分析から， い じめに関係した生徒の考えや行
動の問題点を把握する。

② い じめ根絶に向けての研究課題を設定する と と もに， 研究の視点、を明確にする。
③ い じめ問題と学習指導に関する教師と児童 ・ 生徒の意識調査を実施し， 研究課題

にかかわる問題点について分析する。
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④ 課題解決に向けての学習指導の在り方を検討する。
( 1 )  い じ めの背景にある問題点

い じめた生徒， い じめられた生徒， い じめの周囲にいる生徒のそれぞれの考えや行動の問題
点を事例から分析し い じめの予防と しての学習指導の課題を把握した。

事例 I 及び事例Eのい じめ事件において， い じめた生徒の行動を抽出 してみると ， 人権感覚
の希薄さ と と もに， r人を傷つける こ と はいけないことだJ とい う ， 絶対的な価値基準が崩れ
ているのではないかと考え られるほど， い じめにかかわる規範意識の欠如が見られる。

ま た， 事例 I や他の多 く のい じめの事例においては， 周囲の生徒に 「い じめをあおるJ rい
じめがあ っても無関心を装う J r集団の行動からはずれる者に圧力をかける 」 と い う行動が見
られた。 【表 l 】 に示 したよ う に， い じめ事件の周囲にいた生徒の意識を分析したと こ ろ， 集
団の中での行動と ， 一人一人の思いが必ずし も一致していないこ とが分かつた。

すなわち， 個人的には， い じめはいけないこ とだと認識 していても， 秩序の乱れがある集団
では. い じめの抑止力が機能しないこ と ， また集団の中ではい じめについての加害意識が希薄
化 している と い う問題点が見られる。

い じめの最大の問題点は， い じめ られた生徒が現状を回避する手段と して自 らの命を絶つと
い う痛ま しい選択を した こ とである。 い じめられた子供が死を選択した心理の追究については
今後の研究に待つと して， い じめ られた生徒をそこまで追い込んだのは， い じめた生徒やい じ
めをあおったり ， 見て見ぬふりを した周囲の生徒である こ と は言うまでもない。 ま た， い じめ
られた生徒がこのよ うな行動をと った原因には， 周囲の人間への不信感や自 己主張ができない
追いつめられた気持ち もあったのかも しれない。

このこ とを学習指導とのかかわりで考えたと き . r 自分自身がかけがえのない存在である こ
と J r生命はなにものにも代えがたい尊いものである こ と 」 と い う意識を， すべての児童 ・ 生
徒には ぐ く んでい く こ との重要性を強 く 感じる。

(2) い じ め根絶に 向 けた学習指導の課題

事例の分析によ って把握した問題点から， い じめの予防と しての学習指導の課題と して次の
こ とが挙げられる。

ア 「 い じめは許されない行為であ る J と い う 規範意融の確立

死に至ら しめるよ う な悪質ない じめの背景には. r � 、 じめは人間と して絶対に許されない行
為である J と い う規範意識の崩れがある。 また， い じめを傍観している生徒やい じめをあおる
生徒の中には， い じめはよ く ない こ と と感 じている生徒も存在する。 い じめにかかわる規範意
識の崩れを防ぎ， い じめについての生徒の認識と行動の不一致を解消するには， 日常の学習を
通 して， 人間と して生きてい く 上で絶対に欠 く こ とのできない価値について指導し 「い じめ
は許されない行為である J と い う 規範意識を確立してい く こ とが必要である。

イ 自尊感情や生命を大切 にする 態度の育成

生徒が自 らの命を絶つと い う悲しい事件を繰り返さないためには， 一人一人の生徒が， 日常
の学習活動を通 して， かけがえのない存在と しての自分に気付 く と と もに， 生命を尊重する態
度を身に付ける こ とがで き る学習指導の工夫が重要である。

こ のよ う な考えに基づき ， r児童 ・ 生徒一人一人の人間性を高める各教科等の指導内容の工
夫J rい じめの抑止力を備えた集団形成のための学習指導の在り方」 の 2 点から研究を進めた。
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一一- r r際式ごっこJ 八年後の征曾』 からの分析 一一- ]dコJ司僅司4こ し 、 ナニ三生三官主主σ〉任男是霊R理主司lIJø司IJ 1 0:> rI.. 、 じ 面う耳I'Jイ'，!f:JE翠. 1

⑥ 分かつたこと

O いじめの周留の生街こつい
ては いじめに対する個人的
担感情と集団の中での怠滋や
行量制こ大き私繍働句られる
」と.

0 集団の中で{お、じめ4こつい
ての続噂意織が湾海化して い
ることぶ

0 ま じめなこと宇羽田におけ
る規健がるたかもよくないこ
とのような雰舗剣b領軍強唱に
なって玉、ること.

。 自分のよさに気付き. 相手
のよさを包める雰笥鮒t小学
校のとき地、ら助、.，たこと。

『いじめj に関する気待ち t主なもの〉③ 個人と しての，

いじめられているとiわきり恩つむ 伺も脚1られ助、ゥた自分にも責任がある.

あれだけのことをしたのだから. そのことを酎1て生きることI捕されな凶

O 正しい規範貧富障と リーダー
と しての資質を備えた者より
も つっぱり昔物、った者の方
に女子の人気;f)qIまるとも、う
風潮市もること.

O 個人的な魯愚の柑断1:1. . 
1il!I1.>.ズM溜切切断に無力であ
ヲたこと.

O 附1る教師市fいなかヲたこ
とが. 集団の験序の蹴娘に鈎
.をかけたこと.

『なんとかしてほし川 と曾ヲて〈れたら…. もっとカになヲてあげればよか勺た.

川崎うだ酌む

トh こ う ゆことをした掛・ あ吐きはまひ同史跡、

{でも. 弘たちには額際ないと思ったo ) 

つらい自にあっている人を助けようとしない環境がAJIJを追い込んだと思う.

⑤ 解決に向げての観点|あまりに側臥てL吋叩仰向日湖沼問うれ

② 集ÐlID中にあるときの気錆ちの閥単Q_ (主なもの)

いつも周囲の自を気にして針重してL史。

自分に火の側側、らな』対U;[. かかわりた 〈 なも、と患った。

|川似まひ 凶 叱 い防附と川倉蛸雌.齢を凶飢ω 〈伽なb つ

|作凶配ω…とωの慨友蜘叫帆ら恥耐枇脈1吠たこと惜抗の唯生糾鮒雪引哨l恰きとめ粥齢附切恥町つfて…自分古窃い者に見られたく ないという気狩ちがあって何もできなか勺た。

小�でよ く泣かされた. それi)(I.、やで柔道を宮川 体を鍍えた.

仲間関係で悩む吃鴻也 、骨>f:った. 他人1:1:他人で自分は自分と思・3ていた.

リ ーダーの貴貨をもちながら、 周囲に合わせて教師に反鎖的な蝕度をとっていb

ー人だけま じめだと何かもサオ1そうで. その他大"の中に紛れ込も う と していた.

弱い子がシカ 卜されているとき. その他大"の中に入ろ う と しfこ. その方が気楽f!o

周商のあまりのNtと先週巨の街導力のなさに何とかしようとL、う気持ちを失った。

① A男との割問畢

B 
男

自分がやられないよう に常に攻寧的姿努をとってL 、た.
C 
男

た

巨令

ち

の

男グーl-44

ーー

，1-

。 いじめに対する卸止力を備
えた纂昼夜加点跡不可欠であ
り. そのためには績優愈・の
確立方領まれること.

マv ※ 左列は 『際式ごっこj
への怠加者

円
A
男
の
温
げ
週
を
ふ
さ
寸

プ

〈
直
後
的
な
い
じ
め
を
助
長

。 自尊感情や人権愈舗の高僧
など. 一人一人の人間牲を高
めることが大切であること.

情比約に{主 いじめは悪いことという惚織をもってL 、る.
ごく 一部犯がリーダーとなるサ分な貨貨を備えた者もいる。
ほとん(!.め生徒古教師はあてにな らなL、という感情をもってt 唱。

a 

【個人の感情の鋼句1
いつ自分がやられるかもしれないという不安感情のまんえん
集団からはみだすものへの庄カ ・ 姐互の支績の欠知
自分がいじめの対象にならなければそれを許容する雰窃気

4 

【集屈の問題点】

。 上tæ温fOCのためには 教
悔の侮導力を高めること方法‘
要であること.

r [問題点1
lO 集団の心肱個人的な正銀繍カ化 O 教師の偶加不足O いじめに対する仰止力の欠如



小 学 校 中 学 校
. 
学年 4 年 5 年 6 年 i 年 2年 3年

人数 281 285 296 357 375 363 

(3) い じ めの予防にかかわる児童 ・ 生徒と教師の意識

い じめ問題と学習指導に関する児童 ・ 生徒と教師の意識を質問紙法によって調査し く調査 E )
研究課題にかかわる問題点について分析した。

児童 ・ 生徒の憲論

授業についての意識， い じめについての意識， 生命尊重にかかわる意識等を調査した。 授業
についての意識の中で， 授業の規律を取り上げたのは， い じめの抑止力を備えた集団の形成に
は. 教師の指導や友達の発言に耳を傾ける姿
勢を身に付け る こ とが不可欠である と考えた
か らである。

調査対象は， 都内公立小学校 8 校I 862人
の児童 〈第 4-- 6学年〉 及び都内公立中学校
11校 1. 095人の生徒 (第 1 -- 3 学年〉 である。
学年別の人数は右表の通りである。

(7) 調査結果の概要

調査結果については， 項目聞のク ロス集計も行い，
の有無を判定した。

① 授業の規律にかかわる児童 ・ 生徒の意識

【図 l 】 はI r授業中のおし ゃべり について」 の意識の回答結果である。 小学生， 中学生共
に悪いと分かつているがお し ゃべり を してし ま う傾向が強いと言える。

【図 2 】 はI r教師への反抗について」 の意識の回答結果である。 r悪いと思わないJ r面
白い J のいずれについても， 小学生に比べて中学生の選択率が高 く な っている。 また， 学年別
に比較すると ， 中学 l 年生から 2 年生にかけて 「悪いと思わないJ r面白いJ の割合の増加が
見 られる。

ア

x 2 検定 〈危険率 5 %) によって有意差

教師への反抗 に つ い ての意識】【 図 2授業中のお し ゃ べ り に つ い て の意識】
( % )  

【 図 1

園周一一一

醐幽

( % )  

69 

88 

乱貝\山一聾

生

生

学

学

小

中

小学生

中学生

悪い と 思 うが面 白 い

悪い と思わない し面白い

悪い と 思 う し面 白 い と恩わない

惑いと恩わない し面白い・と恩わない

三至

主主

ロ

• 

してい る . 惑い こ とと思 う

してい る . 悪い こ とと思わない

してい な い. 悪 い こ と と 思 う

してい な い. J! い こ と と 恩わない

一量一
滋
口
湖. 無答

② い じ めについての児童 ・ 生徒の意識

【図 3 】 はI r ク ラ スのだれかをからかう こ と J r特定の人を仲間外れに したり ， 無視 した
り して口をきかないこ と J についての回答結果である。 r悪いと思う し 面白いと思わないj
と い う 回答が最も多い。 この他 「他人の持ち物にいたずらを したり ， 隠したりする こ と J r他
人を蹴ったり ， な ぐった りする こ と J についても同様な結果が出ている。 r ク ラ スのだれかを
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小学生で約 2 割.「悪いと思うが面白い」 と 回答 している割合が，か らかう こ と J については，
中学生で約 3 割に も達している。

特定の 人 を仲 間 外 れ に し た り . 無視 し た り
し て 口 を き か な い こ と

• 

い じ め に つ い て の 児童 ・ 生徒の意識】

ク ラ ス の だれかを か ら か う こ と

【 図 3

• 

( % )  

90 
胃幽昌一一一一

回隣国

生

生

学

学

小

中

( % )  

国掴咽皿山川一園田町幽圃

76 

86 

悪 い と思う し面白い と 思わない

無 答

ロ

64 

言 語Rいと 4患 うが面白 い i�lì ..いと恩わない し直面白い

. 患いと思わない し面白い と恩わない • 

③ 授業の規律についての意識 と い じめについて の意識の関連

【図 4 】 は 「授業の規律についての意識J と 「いじめについての意識J との間でク ロ ス集計
した結果である。 r授業中のお し ゃべり J について. r悪いと思わないJ と回答した児童 ・ 生 ;
徒は. rだれかをからかう こ と J について も. r悪いと恩わないJ と回答 している割合が高か
っ た。 r特定の人を仲間外れに したり ， 無視 したり して口をき かないこ と J r他人が数人にい
じめられている こ と 」 についても同様である。

だれかをか ら か う のが悪い と 思 う か と の 関連】授 業 中 の お し ゃ べ り と ，【図 4

( % )  〈 中学生〉

67 

94 
一喜一一〔

( % )  く小学生〉

お し ゃ べ り が悪い と は
恩わ たEい児童 ・ 生徒

89 

お し ゃべり が惑いと

恩 う 児童 ・ 生徒
97 

関昌一一一一

fE
だれかをからかうのは悪い&思う

児童 ・ 生徒 の ス ト レ ス に つ い て 】

い ら い ら し て い る こ と が 多 い

【 図 5

• 

ロ

( % )  

小学生

中学生

④ 児童 ・ 生徒のス ト レ ス について

【図 5 】 は 「 いらいら しているこ とが多いJ
と い う 問いについての回答結果である。 小学生
の約 4 割， 中学生の約 5 割が f特にそ う思う J
文は 「そ う思う J と 回答しており ， 小学校のと
きか ら， かな り多 く の児童がいらいらを感じて

言 だれかをからかうのは悪いと思わない

いる こ とが分かる。

あま り そう思わない

織答
• -三 特にそ う 思う 竪! そ う 思 う

白 全然そう患 わない

- 179 -



【図 6 】 は. rい ら い ら している こ とが多い」 と い う回答と 「い じめについての意識J と の
間でク ロス集計を行った結果を表したものであ る。 r � 、 ら い ら しているJ と回答 した児童 ・ 生
徒は. r特定の人を仲間外れに したり ， 無視 したり して口をきかないこと J について. r面白
いJ と回答 している割合が高かった。 r他人を蹴った り ， な ぐ った りする こ と J r他人が数人
にい じめられてい る こ と J についても同様である。
【図 6 い ら い ら して い る こ とが多いか と い う意識と い じめの行為についての意識と の関連】

. rい ら い ら して川る こ とが多いと思うかJ と い う意識と . r特定の人を仲間外れに した り り
無視 し た り して口をきかない こ と が面白いかJ と い う 意識と の関連

〈小学生〉 ( % )  〈中学生〉 ( % )  

量一 一一一一一

I

89 
| … … と

が多 いとい う !息宣 ・ 生

i 徒

I ; 山 一 と

が 多 い と は恩わな い 児

童 ・ 生徒

冨昌一一一一一

首量

90 

97 94 

三 特定の人を仲間外れに し た り 無復 し た り してロを きかな いのは面白い

。 特定の人を仲間外れ に し た り 無線 し た 旬 してロをきかな いのは面白いとは思わ江い

⑤ 児童 ・ 生徒の 自尊感情と のかかわ り について

【図 7 】 は， 児童 ・ 生徒の自尊感情や生命尊重にかかわる意識について質問を した回答結果
である。 r 自分のこ とを大切に思って く れる人に支えられて生きているのだと思う J について，
小学生の全体の77%. 中学生の全体の12%が 「特にそ う思 う J 文は 「そ う思う J と回答してい
る 。 また， 学年別の比較では， 学年が進行するにつれて. r特にそ う思う J と回答 した児童 ・
生徒が減少している。

【 図 7 児童 ・ 生徒の 自尊感情や生命尊重にかかわる意識】
• 自分の こ と を大切に思って く れる人に • 生きている こ と はすばら し い こ とだと
支え られて生きているのだと思う ( % )  思う (% )  

小 4 43 小 4 | 63 |:… 
小 5 41 小 5 I 54 

小 6 39 小 6 I 48 
中 l 32 中 1 I 43 

中 2 28 中 2 I 37 
中 3 中 3 I 31 24 

ロ 特 に そ う 思 う Eiii そ う 思 う ・ あ ま り そ う恩わない 雲 全然そ う 恩わ な い ・ 無答
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⑥ 生命尊重にかかわ る児童 ・ 生徒の意識について

【図 7 】 に表れている よ う に. r生きている こ と はすば ら しいこ とだと思う J について， 小
学生の全体の89%. 中学生の全体の77%が 「特にそ う思う J 文は 「そ う思う J と回答 している。
学年別の比較では， 学年が進行するにつれて. r特にそ う 思う J と 回答した児童 ・ 生徒が減少
している。 さ らに， 【図 8 】 は 「生命を大切に思う気持ち J と fい じめについての意識J との
関連を ク ロス集計によ って調べた結果である。 r生きている こ と はすばら しい こ とだと思う 」
について否定的に回答 している児童 ・ 生徒は， 肯定的に回答している児童 ・ 生徒に比べて，
「 ク ラ スのだれかをからかう こ と は面白いJ r特定の人を仲間外れに したり . 無視 したり して

「傷ついた小鳥を助けたいと口をきかな い こ と は面白いJ と回答している割合が高かった。
思 う J についても同様の傾向が見られる。

生命を大切 に思 う 気持ち と い じ め に つ い ての意識 と の関連】

と い う 意識 と . r特定の人を仲間外れに し た
と い う 意識 と の関連

〈中学生〉

【 図 8

. r生 き て い る こ と はすば ら し い こ と だ と 思 う かJ
り 無視 し て 口 を き かな い こ と を面白 い と 思 う かJ

〈小学生〉 (%)  

94 

87 

冒昌一

一一一

一

一一

冨醤

(%) 
主主 き ている こ とはすば

ら し い こ と だ と思 う 児

童 ・ 生徒
95 

そ う は恩わな い児. .

生徒82 

雲 特定の人を仲間外れに し た り 無穫 し た り してロをきかな いのは面白い

ロ 特定の人を仲間外れに し た り 無捜 し た り してロをきかないのは面 白 い と は恩わない

自 殺 に つ い ての意議】

- い じ め ら れ る のがつ ら く て も 自 殺 し て
は い け な い

( % )  

49 

69 

60 

65 

56 

53 

【 図 9

. 答

特にそ う 思 う !Iili そ う 思 う

あ ま り そ う 忽 わ な い

全然そ う 恩わ な い ・

ロ
-
一芸
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【図 9 】 は 「自殺についての意識J について
の回答結果である。 rいじめられるのがつ ら く
て も 自殺 してはいけないJ と い う問いに， 小学
生の全体の85%. 中学生の全体の82%が 「特に
そ う 思う J 文は 「そ う思う J と回答している。
学年別に比較してみる と . r特にそ う恩う j

と い う 回答は， 学年が進行するにつれて減少す
る傾向にある。

【図10】 は 「生きている こ と はすばら し いJ
と い う意識や 「自分が大切に思われている J と
い う意識と . r自殺 してはいけないJ とい う意
識との関連を ク ロス集計によって調べた結果で
ある。 r生きてい る こ と はすばら しいこ とだと
思う 」 について肯定的に回答している児童 ・ 生
徒は， 否定的な児童 ・ 生徒に比べて. r自殺し
てはいけない」 と 回答している割合が高かっ た。
「自分のこ とを大切に思って く れる人に支えら



れて生 き て い る のだ と 恩 う J について も 同様であ る。

【 図10 生命を大切 に 思 う 気持ち と ， 自殺に ついての意識 と の関連】

• r 生 き て い る こ と はす ば ら し い こ と だ と 思 う J と い う 意識 と . r い じ め ら れ る の がつ ら く て も 自
殺 し て は い け な い と 思 う j と い う 意識の関連

く小学生〉 (%)  く 中学生〉 (%)  

90 89 ，E 
76 63  

ロ い じ め られるのがつ ら く て も 自 慢 しては いけないと恩う ・

霊 い じめ られるのがつ ら く ても自遣 しては い け な い と は恩わない

⑦ 授業につ いての児童 ・ 生徒の意識について

【図1 1 】 は. r授業が楽 し い と 思 う こ と が多いか」 と い う 問 い についての回答結果であ る 。

「楽 し い と 思 う こ と が多いJ 文は 「時々 楽 し い と 思 う J と 回答 し た児童 ・ 生徒 (以下本項で は

「授業が楽 し い と 感 じ る 児童 ・ 生徒J と す る。 ) は小学生全体では85%， 中学生全体では73%

で あ る。 学年別の比較では， 授業が楽 し い と 感 じ る生徒が， 中学校第 2 学年で急激に減少 し て

い る 。

【図12】 は 「授業が楽 し い と 感 じ た の は， どんな と き かJ と い う 問いにつ いての回答結果で

あ る 。 小学生では 「難 し い問題が解け た と き J r授業の内容がよ く 分か っ た と き J r意見が友

達 に認め ら れた と き J が上位であ っ た。 中学生で上位を 占めていたの は 「授業の内容がよ く 分

【 図 U 授業が楽 し い こ と が多 いか 】

小 4

小 5

小 6

中 l

中 2

中 3

( % )  

36 

27 

32 

， 三重
口 楽 し い と 思 う こ と が多 い

制 時 々 楽 し い と 思 う

・ 3匹 し い と 思 う こ と は少な い

言 灘 し い と 恩 令 た こ と は な い

・ 無 .
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【 図12 授業で楽 し い と 感 じ た と き 】
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か っ た と き J r難 し い問題が解けた と き J であ っ た。

【図13】 は. r授業が楽 し いか」 と い う 意識 と ， 児童 ・ 生徒が 川 、 ら い ら して い る こ と が多

いかJ と い う こ と の関連を ク ロ ス集計に よ っ て調べた結果であ る。 r授業が楽 し く な い J と 感

じ る 児童 ・ 生徒は. r楽 し いJ と 感 じ る 児童 ・ 生徒に比べて 「 い ら い ら し て い る こ と が多 い J

と 回答 し た割合が高か っ た。 こ の こ と か ら ， 授業が児童 ・ 生徒のス ト レ ス と かかわ り のあ る こ

と が考え られる。

【 図 13 r授業が 楽 し いか」 と い う 意識 と . rい ら い ら し て い る こ と が多 いか」 と い う 意識
と の 関連】

く小学生〉 ( % )  く中学生〉 ( % )  

67 | 鰍…治雌濠い
え た児2童1 . 生徒

|…… 
と答えた児童 ・ 生徒

60 

46 42 

重 い ら い ら し て い る こ と が多 い と 思 う ロ い ら い ら してい る こ とが多 い と 恩 わ な い

【図14】 は. r授業が楽 し いかJ と い う 意識 と ， い じめにつ いての意識と の関連を ク ロ ス 集

計 に よ っ て調べた結果で あ る 。 r授業が楽 し く な い J と 感 じ る 児童 ・ 生徒は. r楽 し し リ と 感

じ る 児童 ・ 生徒に比べて. r ク ラ スのだれかをか らか う こ と J 及 び 「特定の人を仲間外れに し

た り ， 無視 し た り し て 口 を き かな い こ と が面 白 い J と 回答 して い る割合が高か っ た。 こ の こ と

か ら， 児童 ・ 生徒が f授業が楽 し いJ と 感 じ る こ と は， い じめの解消 と も 関連があ る と 考え ら

れ る 。

【図14 r授業が楽 し い かJ と い う 意識 と . r特定の人を仲間外れに し た り . 無視 し た り し て 口 を
き かな い こ と を面 白 い と 思 う かJ と い う 意識 と の関連】

く小学生〉 ( % )  く 中学生〉 (%)  

冨畳一一一

覇醤

95 l �な立 富l �とお?与 量
93 

88 90 

雲 特定の人を仲間外れに し た り 無担 し た り して口 径きかな いのは面白い

口 特定の人を仲間外れに し た り 儀視 し た り してロを章かな いのは面 白 い とは恩わ な い

(イ) 調査結果についての考察

① い じ めについての児童 ・ 生徒の意識

い じ めの行為について 「悪い こ と か ど う かJ と い う こ と と は別に. r面白いJ と い う こ と が

児童 ・ 生徒の価値判断 と して存在す る と 考 え ら れ る 。 い じ め等の行為を 「悪L リ と 判断 し て い

て も， も う 一方で こ れを 「面白いJ と 見て い る 児童 ・ 生徒が少な く な い。
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「悪い こ と だが面白 いJ と い う 意識の広が り が規範意識を弱めて い る と い う こ と につ い て は，

森田洋司 ・ 清永賢二著 『 い じ め ー 教室の病いJ (金子書房〉 や千石 保 ・ 鐘ケ江晴彦 ・ 佐藤郡

衛著の 『 日 本の中学生J ( 日 本放送出版協会) も指摘 している。

② 授業の規律についての意誌と い じ め についての意識と の関連

授業の規律を守ろ う と す る 意識の低い児童 ・ 生徒や， 教師に反抗す る こ と を悪い と 思 っ て い

な い児童 ・ 生徒は， い じ めを容認す る 傾向があ る。

滝 充は， r月 間生徒指導J 1991年12月 号で， 調査デー タ に基づ、いて， い じめを行 っ た児童 ・

生徒や， 見て見ぬふ り を し た り ， い い気味だ と 思 っ た り す る 児童 ・ 生徒は， 授業中のお し ゃ べ

り や授業中の俳個等の逸脱行為につ いて も許容する傾向が強い こ と を指摘 し て い る 。 ま た， 千

石 保 ら は， 中学生の調査デー タ ( r埼玉大学紀要J 第35巻増刊) を引用 し 児童 ・ 生徒の価

値観や規範意識と ， い じ め等の問題行動 と の関連を指摘 し て い る 。

③ 児童 ・ 生徒の ス ト レ ス について

4 割前後の児童 ・ 生徒がス ト レ ス を 感 じ てお り ， ス ト レ ス を感 じて い る 児童 ・ 生徒に は， い

じ めの行為を面白 い と 感 じ る割合が多 い。

児童 ・ 生徒のス ト レ ス と い じ めの相関については， 日 本教育社会学会第47回大会( 1995年)

に お いて. 秦 政春 らが発表 し て い る ( r子供のス ト レ ス と 非行 ・ 問題行動J ) 。 こ の研究 に

よ れば， ス ト レ ス が と て も た ま っ て い る と い う 児童 ・ 生徒のい じ め経験率は. ス ト レ スがな い

児童 ・ 生徒のい じ め経験率を大幅に上回 る。 さ ら に， ス ト レ ス が と て も た ま っ て い る と い う 児

童 ・ 生徒では， ス ト レ スがな い児童 ・ 生徒に比べ， だれかを い じめた い と い う 欲求がよ く あ る

と 指摘 し て い る。

ま た， 調査i\ ( P. 231�p. 232) に お いて も， い じ めの背景や原因につ いて， r ス ト レ ス が

た ま っ て い る 」 と い う 回答が小学生で52%， 中学生で29%， 教職員44%， 保護者46% と ， いず

れ も 「子供同士の人間関係が築かれて いないj に次いで多か っ た。

④児童 ・ 生徒の自尊感情や生命尊重の意識について

児童 ・ 生徒の 自 尊感情や生命尊重の意識は， 学年が進行す る につれて低下す る傾向があ る 。

ま た， 生命を大切に思う 気持ちの希薄な児童 ・ 生徒には， い じめを容認す る 傾向があ り ， 生命

を大切に 思 う 気持ち の強い児童 ・ 生徒 は， 自殺 してはいけな い と い う 意識が高い。

自 殺につ いての児童 ・ 生徒の意識に関す る 調査は， 昭和57年度都立教育研究所相談部の基礎

研究 f子供の 『生と 死』 に関す る 意識の研究J がある。 その中で， 自 殺の報道に対 して， rば

か な こ と J と い う 感 じ方をす る 児童 ・ 生徒， 及び 「 自分な ら し な い 」 と 感 じ てい る 児童 ・ 生徒

が， 小学校第 4 学年か ら 中学校第 3 学年に進む に従 っ て， 共に減少す る 傾向が見 ら れる。 こ の

結 果 は， 本調査結果と 一致す る 。

⑤ 授業について の児童 ・ 生徒の意識について

授業が楽 し い と 感 じ る 児童 ・ 生徒は， 学年が進むにつれて減少する。 授業が楽 し い と 感 じ た

の は， r授業の内容がよ く 分か つ た と き J や 「難 し い問題が解け た と き J と い う 回答が多 い。

ま た， 授業が楽 し く な い と 感 じ る 児童 ・ 生徒に は， い ら い ら し て い る と い う 割合や い じ めが面

白 い と い う 割合が高か っ た。

- 184ー



教師の意識

都内公立小学校24校50人， 公立中学校21校50人， 計 100人の教師を対象にい じ め問題 と 学習

指導と のかかわ り ， 及び最近の児童 ・ 生徒の意識と実態につ いて， 平成 7 年 7 月 に質問紙法に

よ る意識調査を実施 し た (調査 E ) 。

(1) 最近の児童 ・ 生徒の意識や実態を. 教師はどの よ う に と ら え て い る か

い じ め問題の背景にある授業 にかかわ る 規律， い じ めに関する価値判断な ど， 最近の児童 ・

生徒の意識や実態につ いて， 教師はどのよ う に と らえて い る かを調査 した。

① 授業の規律に関する児童 ・ 生徒の実態

事例 1 . 事例 E では遅刻や授業中の私語な ど， 授業の規律が確立 していな い実態が見 ら れた

が， こ の こ と と かかわ っ て多 く の学校では， 授業にお け る 児童 ・ 生徒の実態を教師が ど う 見て

い る かを調査 した。 約半数の教師が 「授業中のお し ゃ べ り を悪い と 恩わな い子供が多 いJ 【図

15] と 回答 し ま た. r勝手に席を立つ こ と を悪い と 恩わな い子供が多 い J と 指摘す る教師 も

4 割 い る 。 さ ら に， 全体的 に は ま じ め に授業に取 り 組ん で い る と し な が ら ， 小学校22%， 中学

校12%の教師が， ま じ め さ に欠け る 児童 ・ 生徒が多 い と 回答 し て い る 【図16】 。

こ の こ と か ら， 現在行われて い る 授業では， 授業の規律についての意識の希薄な児童 ・ 生徒

が多 く ， 苦慮 してい る教師の実態が推察でき る。 授業 と は. 教材を媒介 と して， 児童 ・ 生徒 と

教師， 児童 ・ 生徒同士が相互に生 き 生 き と し て学び合 う も のであ る 。 r授業 と はか く あ る べ き

だ J と い う こ と を指導す る だけで解決で き る ものではな い。 児童 ・ 生徒一人一人に と っ て楽 し

い授業， 分かる授業であ り ， 学ぶこ と に児童 ・ 生徒一人一人が価値を見出 し 学ぷ喜びが感 じ

ら れ る 授業を実施す る こ と に よ っ て， 授業の規律 も確立 しτい く こ と にな る 。 こ の こ と を教師

は再認識す る必要がある。

イ

【 図 16 ま じ め に 授業 に 取 り 組む意欲的
な児童 ・ 生徒が少 な い と 恩 う か 】

( ，， )  

【 図 1 5 授業中のお し ゃ べ り を 悪 い と 思 わ
な い 児童 ・ 生徒が多 い と 思 う か 】
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7 5 
誌 を う 恩 う
・ 全鍵そう恩わない

全4 5 全

② い じ め にかかわる児童 ・ 生徒の価値判断

【図17】 は， 善悪の判断ゃか ら か う こ と への意識など， い じ め問題 と かかわ る と 考え ら れ る

児童 ・ 生徒の価値判断について， 教師が どの よ う に と ら えてい る かを分析 し た結果であ る 。

「周 囲の子に合わせて し ま う 子供が多 し リ と 回答す る教師が最 も 多 く ， 小学校で78%. 中学

校で は96%であ る。 ま た 「善悪の判断がで き な い子供が多 い J と 考え る 教師はお よ そ 6 割で あ

る p 一方， い じ めの要因 と な り やすい 「人をか ら か う こ と 」 にづいて も ， お よ そ 6 割の教師が

「 か ら か う こ と は悪い と 思わな い児童 ・ 生徒が多 いj と 回答 して い る 。 ま た. r暴力を振 る う
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調 査 E (P. 118.....，p. 119) の児童 ・ 生徒の意識

調 査 か ら ， か ら か う こ と は悪い こ と だ と 思 っ て い

る も の の， 実際か ら か っ て い る 子供が少な く な い

と い う 実態があ る こ と な どを考え合わせ る と ， 悪

い こ と と は何か， 何がよ い こ と なのかの価値にか

か わ る 教育が大切であ る 。 一人一人が正 し く 判断

し ， そ れを行動 に表す こ と ので き る 児童 ・ 生徒を

育て る こ と が， 今求め られる。

③ 児童 ・ 生徒の生活等の実態

善悪の判断の一
からかいを悪

つかない子供一
いと恩わない

が多いか

子供が多いか

小 学 校 協縁家主..." 素:抗日出I 4 7  13 
中 学 校 援物....・iidiiSi主主主刈 4 1 1 
全 体 協議調.... .....本:iF::n�H .( .( 1 2 

小 学 校 級;誌....謀議..・......…叶 3 2 . ' 
中 学 校 協調...訳出....薫:泳三 :;::i，iid 3 2 I 
全 体 協... ..出...田長 抗日.自主J 3 2 I s  

観 特 に そ う 思 う
口 あ ま り そ う 恩 わ な い

!日m そ う 思 う
. 金 然 モ う 恩 わ 江 い

日 常生活や学校生活での欲求不満， 不適応感な どの ス ト レ ス が い じ め問題の背景にあ る ので

は な い か と 考え， r欲求不満でい ら い ら し て い る 児童 ・ 生徒が多 い と 思 う かJ 【図18] につい

て質問 し た と こ ろ，・ 63%の教師が こ の実態を指摘 し 「 そ う 思 う J と 回答す る 教師 は中学校に

多 く 見 ら れた。 こ の こ と は， 【図 5 】 (p. 119) に示 し た よ う に 「 い ら い ら し てい る こ と が多 い

小学生は 4 割， 中学生は 5 割J と い う 児童 ・ 生徒自身の回答結果 と 一致 して い る 。

ま た， 【図19】 は 「生命あ る ものへの優 し さ がない児童 ・ 生徒が多 い と 思 う か」 についての

回答結果であ る 。 小学校の教師に比べて中学校の教師に は， r生命に対す る畏敬の念を も た な

い 生徒が多 い J と と らえてい る こ と が明 ら かにな っ た。

【 図 18 欲求不満 で い ら い ら し て い る
児童 ・ 生徒が 多 い と 思 う か 】

( ，， )  

小学校

中 学校

全 体 2 

4 

察 特に そ う 恩 う

口 あ ま り そ う恩わない

� そ う思 う

・ 全然そ う恩わない

【 図 1 9 生命のあ る も の へ の 優 し さ が
な い 児童 ・ 生徒が多 い と 思 う か 】

00 
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0  

小学校 i;説家司 6 2 

中 学校 援家主 謀議 :i� : :::imil 5 6 

全 体 傷::ml:�;:�:: ::::::::1
圃 1 0 

1 6 
. 4$ 1: そ う 思 う

日 あ ま り そ う恩わない
Z そ う 思 う

・ 全般そ う恩Mい

( イ ) い じ めの予防と 学習指導のかかわ り を どのよ う に教師は考え て い る か

「 い じ め は し て は い け な い行為で あ る 」 と い う 規範意識を育て る な ど， い じ めを予防す る た

め に， 学校生活の中心 と も いえ る 学習指導では何が必要で， どの よ う な実践を し て い る か， に

つ い て調査を し た。

① い じ めを予防するために有効な学習指導の方法

い じめを予防す る ための学習指導の方法につ いては， r分か る授業の工夫J 80% ( 【図20】 〉

「相互啓発や よ さ を認め る評価J 92% ( 【図21】 ) と い う 回答であ り ， 指導法の改善や評価の
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工夫に よ っ て い じめを予防で き る と 考え る 教師は多 く ， と り わ け小学校の教師に顕著な傾向が

見 ら れた。

【 図20 分 か る 授業 の 工夫が い じ め 防止
に な る か 】

小学校

中学校

全 体

( "  ) 
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0  

. 申告に そ う 思 う 志 そ う 思 う

1 8 

2 3 

2 0 

ロ あ ま り そ う皐わない ・ 全銘 そ う思わない

【 図 2 1 相互啓発や児童 ・ 生徒 の よ さ を
認 め る 評価 が い じ め 防止 に な る か 】

( ，， )  

小学校

中学校

全 体
. "にそ う 思 う さ そ う 思 う
口 あ ま り そ う恩わない ・ 金総そ う恩わない

4 

調 査 E の児童 ・ 生徒の意識調査か ら は， 授業が楽 し い と 感 じ る と き は授業内容がよ く 分か つ

た と き であ り ， 学年が進行す る につれて授業が楽 し い と 感 じ る 児童 ・ 生徒は減少 して い る 。 ま

た， 第 2 章において， い じ めてい る 児童 ・ 生徒の面接調査を通 し て， r授業がつ ま ら な い， 分

か ら ないJ な どの理由 か ら 「学校が楽 し く な し リ と 学校生活への不適応感を多 く が訴えて い る ，

と い う 実態 も 報告 さ れて い る 。 こ れ ま で も指摘 さ れて き た 「分か る授業J の実施は， い じ め て

い る 児童 ・ 生徒に対する学習指導上の対応策 と して， ま た， すべての児童 ・ 生徒に と っ ての い

じ めの予防策 と して極めて重要であ る と 言え る。

ま た. 調査A (P. 240) r い じ め ら れる子供 はなぜい じめ ら れ る のか」 で は， r 自 分の意見を

は っ き り いわないJ r友人関係が う ま く 築けないJ な どが上位に挙 げ ら れてお り ， こ れ ら の 改

善 の た め に は， 互いの意見や考え を認め合 う 相互啓発の授業や， 一人一人の よ さ を生かす授業

の工夫が重要であ る。

② い じ め を予防す る ため に有効な学習指導の内容

調査 E では， い じめを予防す る た め に有効

な学習指導の内容や学習の場 と して， 生命尊

重 の教育， 規範意識を育て る 教育， 道徳教育

な ど について調査 した。 【図22】 はそ の結果

を 示 し た も ので あ る 。 提示 し た学習指導の内

容 のすべての項 目 につ いて， 有効であ る と 回

答す る 教師が多 く ， そ の う ち， 生命を尊重す

る 教育が有効であ る と 回答す る 割合は， r特
に そ う 思 う J r そ う 思 う J を合わせ る と ， 小

学校教師88%， 中学校教師83%であ り ， 教師

【 図22 生命尊重の教育 がい じ め 防止
に な る か 】

小学校

中学校

全 体

< " )  
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0  

1 2 

1 7 

1 4 

• .. ι そ う 恩 う 言: そ う 思 う
ロ あ ま り そ う恩わない ・ 金績をう皐わない

の 多 く が命の大切 さ につ いて指導す る こ と の必要性を指摘 し て い る 。

一方， 【図 8 】 (P. 181) で示 し た よ う に， r生命を大切に思 う 気持ちの希薄な児童 ・ 生徒 に

は， い じ めを容認す る 割合が高いJ と い う ク ロ ス集計に よ っ て得 ら れた結果 も あ り ， 生命尊重

の教育の重要性は児童 ・ 生徒の実態か ら も指摘で き ょ う 。
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次に， r思いや り や規範意識を育て る 道徳

教育がい じめ防止にな るか」 【図23】 に つ い

て は， 小学校が86%， 中学校が79.%が 「特に

そ う 思 う J r そ う 思 う j と 回答 してお り ， お

よ そ 8 割の教師が予防 と しての有効性を認め

て い る 。 な お， 中学校の教師の32%が 「特に

そ う 思 う J と 回答 し 小学校教師 と 比べてお

よ そ 2 倍に な っ て お り ， この要因を今後十分

に検討す る 必要があ る。

【図23 思 い や り や規範意識を 育て る 道
徳教育がい じ め 防止 に な る か 】

小学校

中学校

全 体

( ，， )  

2 1 

1 7 

鍵 特に そ う 恩 う 52 そ う 思 う
口 あま り そ う思わ江い ・ 全線 そ う恩わない

【図24 授業 に お け る 規範意識を育て る
こ と がい じ め 防止に な る か 】ま た， 授業に お け る 規範意識を育て る こ と

に つ い て は， 授業中の私語な ど， 授業の規範

の乱れが多 い と 中学校の教師が指摘 し て い る

( ，， )  
o l O  2 0  8 0  4 0  5 0  6 0  7 0 8 0 9 0 1 0 0  

〈 【図15】 参照) に も かわ らず， 【図24】 で

示 さ れてい る よ う に， い じめ予防の学習内容

と しての有効性を f特に そ う 思 う J と 認め る

中学校教師は多 く な く ， 校種に よ る差 は な か

小学校

中学校

全 体
第 �に そ う 恩 う 志 そ う 恩 う

s 

っ fこ。 臼 あ ま り そ う恩わない ・ 金銭 そ う 恩わない

③ い じ めの解決経験の有無に よ る 学習指導に対する意識

【図25】 は， い じめの解決経験の有

無 と 学習指導 と のかかわ り に について

の回答結果であ る 。

い じ めの解決経験の有無 と 学習指導

の有効性については， 大き な差異はな

か っ た。 し か し な が ら ， 解決経験を通

し て， 分か る授業の工夫がい じ めの予

防 策 と して有効であ る と 考え る 教師が

89%で あ る のに対 し， い じめの解決経

験のな い教師は68%であ り ， わずかな

が ら ， その意識に差が見 ら れた。

次 い で差が見 ら れた内容は， 授業に

お け る 規範意識の育成であ る o

④ 学習指導の具体的な実践

【 図 25 r い じ め 問 題 」 の 解 決 経 験 に よ っ て ，

学 習 指 導 へ の 意 識 は ど う 変 わ る か 】

o 20 40 6 0  8 0  

規 範 意 識 の 育 成

生 命 穆 重 の 教 育

道 徳 教 育 の 後 進

よ さ を 認 め る 評 価

分 か る 授 業 の 工 夫

襲撃 解 決 経 験 あ り 霊平 ・ 解 決 経 験 な し 群

1 0 0  (耳)

い じ め問題に有効な学習指導の実践に関する回答は少な か っ た。 調査 E で挙げた学習指導の

各項目の重要性は認識 していて も ， 学習と してどのよ う に取 り 上げてい く か， 現段階では適切

な方法を見出 していな い と 言 え る 。 さ ら に， い じ めに視点を当てた学習指導の具体的な内容 ・

方法について開発する必要があ る。
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(4) い じ めの予防のための学習指導の展開

い じ めの解決に有効な学習指導の開発に当た っ て， こ れ ま で， 都立教育研究所が行 っ て き た

基礎研究及び研修等の諸事業の成果や本研究の調査委員か ら の聞 き 取 り 調査か ら 得 ら れた様々

な知見を参考に し た。 その結果， 子供一人一人が， い じ めの深刻な実態か ら. そ の悩みや苦 し

み を深 く 理解 し， そ こ に至 っ た子供の課題を明 らかにす る と と も に， い じめ問題を正面か ら 扱

う こ と が重要であ る と 考えた。

こ こ で は， 学校の人間関係に起因 し た い じ め に よ っ て 自 殺が現実に引 き 続いて起 こ り ， 多 く

の子供た ち がい じ め に よ る 悩みを抱え て い る 状況の中で. 子供たちの現実の訴えか ら， 悩み苦

し み{錆付いてい る こ と を直接に学び， r生 き る 力J や 「他を思いや る心J ， r勇気J を育て る

学習内容 ・ 方法の具体化を図 る こ と に視点を当てた。

特に， 中学校の道徳及び特別活動 (学級活動) において， 生徒がい じ めの実態や実際の事例

に学び， い じめが発生す る背景や要因を見抜 き ， い じ めを し な い， 許 さ な い と い う 自 ら の生 き

方や支え 合 う 集団を確立で き る よ う . 具体的な展開例を作成 し た。 展開例を実践す る 際の基本

的考え方及び実践の内容は以下の と お り であ る。

ア 学習指導の 目 標設定

目 標設定に当た っ て は， rい じめ は どの学校で も現にあ る J と の認識に立ち. 子供た ち が，

共 に い じ めを乗 り 越え る 力， つ ま り 「嫌な こ と は嫌J r い け な い こ と はい け な いJ rやめ な さ

い J r も う い じ め る の はやめよ う 」 と 言 え る 力や， r い じ め は二度 と し な い J と 決意す る 態度

を身に付け る こ と を重視す る。

ま た， 子供一人一人が 自 ら の生活を見直す こ と がで き る よ う ， 次に示す点に配慮 し て， 指導

の 目標を明確に し た学習指導案を作成す る 。

0 い じ めを受けて い る こ と の悩みや苦 し みが， いかに深刻な も のであ る かを心の奥底で感

じ取る。

O い じ めは絶対に し て は い け な い と い う こ と を態度や行動で示す。

0 い じ め に気付い た ら， い じ め られて い る 子供を助け， い じ めをやめ さ せ る ための行動を

と る。

イ 教材の開発 ・ 選定

い じ め ら れて い る 子供の深刻な悩みや苦 しみを心の奥底で・感 じ と らせる ためには， 深刻な心

の訴え を真剣に受け止め る こ と がで き る状況をつ く っ て指導す る こ と が重要で あ る 。

そのためには， 教材を通 してい じ め に よ る 子供の深刻な悩みや苦 し みを感 じ， い じ めを受け

て い る 子供の こ と を意識の中心に お き ， 子供同士が， い じめの解決を真剣に考え合 い ， 心のつ

な が り をつ く っ て い く こ と が大切で あ る 。

こ のよ う な指導を進める う えで， 教材は， い じ めの解決のために. 自 ら考え行動で き る た め

の学習指導の重要な位置を 占める。

教材の 開発 ・ 選定に 当 た っ て， 子供一人一人が， い じ めの実態や実際の事例か ら学習で き る

よ う ， 教材化のための資料の例を次に示す。
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ア い じめにあ った子供の日記， 自殺した子供の遺書や保護者の手記等
イ い じめにあった子供の関係者の声や新聞の記事等

〈例) r葬式ごっ こ 一 八年後の証言 - J における関係者の声
ウ 過去にい じめで苦 しんだ人やその保護者の体験談
エ 「人権尊重教育の推進 一 同和教育のための資料集 ー 第18集 ー J ( 東京都
教育委員会 昭和62年 3 月 ) よ り中学校道徳 「正義と勇気J (p， 105) 

オ 映画フ ィ ルム 「故郷の空J (昭和63年 企画 : 東京都教育委員会 制作: 東
映〉 他

これらの資料を教材とする場合， 次の点、に特に配慮する。
0 特に， 遺書を扱う場合， 子供たちが自殺する こ と を美化し， 苦 しみから逃れるために自

殺する と いう考えをもたないよう . 生命の尊さを第一に掲げ， どんなこ とがあ っても自殺
してはいけないこ と を深 く 理解させ， 自 らの生命を大切に してい く 態度を育成する。

0 家族や周 りの人々がどのよ う な思いで自分を生み育てて く れたか， 命がいかに大切であ
るかを深 く 考えさせる。

0 上記の教材を般う場合， 教師の意図がい じめ解決に向けた真剣な姿勢に基づいた もので
ある こ とを子供たちに明確に示す。

0 過去にいじめで苦しんだ人やその保護者から直接体験を話しても ら う場合は， 事前に教
師自身がその体験を じっ く り聞いておき ， 子供に話しても ら う内容についてよ く 話し合っ
たうえで， 指導のね らいや話の内容を明確に してお く 。

0 教材化に当たっては， 教師が協力 して様々な角度から検討し 資料に込められた願い等
を共通理解しながら適切な指導方法を開発する。
ウ 指導計画 ・ 学習指導案の作成

道徳及び特別活動 (学級活動〉 の学習指導に当たっては， 望ま-しい人格の形成や人間関係づ、
く り を重視して， い じめ解決のための指導計画を作成し， 次の点に配慮して計画的 ・ 継続的に
行う 。

0 各教科の指導との関連を図り ， 全校的に歩調を合わせて指導を展開する。
0 各学校のこれまでの指導を見直し 学校 ・ 学級の実態に合わせた指導計画を作成する。
O 遺書等の資料を扱う場合， 年間指導計画に基づき， これまでの指導の積み重ねの上に立

って計画的に行う。
O 担任は， 常に同学年の教師と連携して学級の指導を行う。 また， 学年が一体とな り ， 学

年全体の指導の場面をっ く り ， 教師の組織と しての力量を生かして指導する。
0 い じめが解決するまで， 指導計画に基づき. 繰り返し指導する。

ヱ 学習活動の工夫

学習活動の形態には， 教師からの説諭， ワー ク シー トの活用， 子供相互の話合い， ロールプ
レイ ングなどが考えられる。 これらの形態で行う場合， その活動のねらいがいじめ問題の解決
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のために行動でき る よ う にする こ と にあ る こ とを重視し 単なる擬似体験にな らないよ う 十分
工夫する必要がある。

学習活動の工夫に当たっては， い じめの状況に応 じた活動形態をと り ， 特に次の点に配慮し
て行う。

0 学級にい じめの状況が見られる場合， い じめを絶対にやめさせる とい う決意に基づき ，
教師自身の体験や心の奥底に触れる話材を活用 し い じめている子供やそれを周りで見て
いる子供の心情に迫る。

0 特に， い じめられている子供を支えるためには一人一人がどのよ う な行動をと るべきか
を， 教師と と もに真剣に考える。

0 学級にい じめの状況が見られない場合でも， 子供の作文や映像教材を活用 し， その内容
から啓発される こ とをま とめさせた り . 子供相互の話合いをさせたりする こ と によ ってい
じめられている子供の苦しみに気付 く こ とができるよ う にする。

0 過去にい じめで苦しんだ人やその保護者の体験談を直接聞 く 活動を取り入れ， 質疑等を
通 して自 らの生活や行動を見直す機会に して， い じめの解決に積極的に行動できるよ う に
する。

o r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」 などの心の葛藤に気付かせ， 第三者的立場を と る こ とがい じめを助長させる こ と を
と らえさせるよ う ロールプレイ ン グ等の活動の工夫を図る。
オ 各教科の指導の工夫

各教科の指導に当たっては， 教科の目標 ・ 内容と い じめ問題との関連がどこ にあるかなどを
十分考慮して指導計画を立てる。

例えば， 中学校社会 (公民的分野) 第 3学年では. r(3l民主政治と国際社会 ア 人間の尊
重と 日本国憲法J で取り扱われる基本的人権の尊重を学習する際に， 次の例を参考に して各学
校で工夫して行う 。

o r全国中学生人権作文コ ンテス ト J (法務省人権擁護局) の中からいじめを主題とする
作文を活用する方法もある。 その際， 心身に陣害のある人にかかわるい じめを扱っ た作品
を取り上げ， 感想を話し合ったり ， 障害のある人が自立して生活している姿に接する機会
をつ く った り して， 基本的人権を尊重しながら人生を豊かに過ごす生き方について考える。

O い じめにより 自殺 した生徒の遺書を読み， その行動や心理を考え， 同 じ世代の人間と し
て自殺を避けるための必要な手だてについて意見を出 し合い， 人間の尊重， 民主的な社会
生活の在り方を考える。

以上のよ う に， 各教科 ・ 道徳 ・ 特別活動における学習内容 ・ 方法の展開例を示したが， 今後
は研究協力校等の実践研究を通 して， 展開例を工夫 ・ 改善してい く こ とが必要である。 ま た，
更に多 く の展開例を収集 し 子供の発達段階に応じた系統的な指導計画を作成 してい く こ とが
必要である。



〈学習指導の展開例 1 > . 

中学校第 2 学年 道徳
1 主 題 正義， 公正 ・ 公平
2 資 料 大河内 清輝君の遺書 (中学校 2 年生〉
3 ね ら い 正義を愛し だれに対しても公正 s 公平に振る舞い， 差別のない明るい社

会の実現に尽 く そ う とする態度を養う。
4 展開の大要

(1)  資料についての説明を聞 く 。
(2) 教師が資料を読み， 以下のこ とについて話し合う。
(発問 1 ) 清輝君をいじめていた生徒は， どのよ う な気持ちだっ たのだろ うか。
〈発問 2 ) 清輝君はどんな思いでこの遺書を書いたのだろ う。
(発問 3 ) 清輝君を自殺にまで追い込んだこのい じめを， だれも知らなかったのだろ

うか。 知っていたと したら， どう して清輝君の力になれなかっ たのだろ う 。
(発問 4 ) このよ うな出来事が二度と起こ らないよ う にするために， 日常の生活のな

かで大切に していかなければならない こ と はなにか。
(3) 清輝君の父親のメ ッ セージを読む。
(4) 教師の体験や思いを聞 く 。

5 指導上の留意点
( 1 )  資料はいじめを苦に して自殺した中学生の遺書であるので， 指導に当たっては， 以

下の点に十分に配慮して取り扱う 。
ア 本時の指導に至るまでに生命の尊さやかけがえのなさについて， 道徳の時間だけ
ではな く 学校の全教育活動を通して意図的 ・ 計画的に指導を し 生徒が苦痛を回避
する手段と して死を選択 した り ， 死を美化 したりするこ とのないよ う にする。

イ 資料の読みについては， 内容をつかませて， い じめの残酷さやい じめられた苦し
みに目を向けさせながら指導を展開する。

ウ 資料には様々な思いが描かれている。 したがって， 生徒は 「生命の尊重J や 「他
を思いやる心J に も考えが向 く こ とが予想さ れるので， これらの価値に対する反応
も十分尊重しながら， ね らいとする価値と関連付けて指導する こ とが大切である。

(2) 補助資料と して， 清輝君の父親のメ ッ セージ (平成 6 年12月25日付中日新聞夕刊)
を用い， 子供に先立たれた親の気持ちに触れ， どのよ うな こ とがあっても自 ら命を絶
つとい う こ とがあってはな らないこ とをおさえる。

(3) 事前指導と して 「正義， 公正 ・ 公平J に関する学級の意識調査を実施し， その結果
を導入で提示して， ね らいとする価値への意識付けをするよ う な工夫も考えられる。

(4) 終末の段階での教師の説話が重要である。 教師自身がい じめにかかわる自 らの体験
を語り かけるなど， 教師と生徒が共にいじめをな く してい く と し寸姿勢が必要である。
加えて， い じめは絶対に許されない行為である こ と . い じめをな く すこ とが明るい学
校生活を送る うえで必要な条件である こ と に触れ， 生徒一人一人が正義を重んずる心
や公平 ・ 公正に振る舞う こ とへの意欲付けとなるよう な内容を工夫する。
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〔補助資料〕 清輝君の父親のメ ッ セ ー ジ
ーー ー ー・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ・ ・ー ・ ・ - - - - - _ . � - - ・ ・・・・ ・・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・.. - ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ーー ー ー ーーーー

清輝と同じ機こ人に言えなし 活しみを持って いる子制達へ
清輝おうまちえさんより

今， 私は清輝が何故あんなに苦しみ， 悩み， つ ら く て しかたがないと， 一人で心の中に
閉じ込めてしま ったかをずっ と考えています。

. 

今， 清輝の悲しい出来事で学校の先生をはじめ， いろんな所でいろんな事を しよ う と し :
ています。 しかし これは君達のつら さを本当にわかっているだろ うか， 助けてやれるの :
だろ う かと悩んでいます。 それは君達の本当の気持ちをわかっているのだろ う かと思っ て ;
いるからです。

清輝が何を思っていたか……。 僕に も弱い所があっ た。 だからそれをいう のは恥ずか し ;
い。 お父さん， お母さんに言っても本当に助けて く れるだろ う か。 言った ら ク ラスの子や j
先生はどう思うだろ うか。 いろんな事をずっ と私は考えています。 : 

今， 私はで‘きれば清輝についていきたい。 清輝もやっ と背が大き く な ってきたなあ。 こ j
れな らお父さんをすぐ追いこ して く れるなあ……。 その彼がいな く な った悲 しみは君達な j
らわかって く れる と思います。
今， 清輝の事が国じ ゅ う に話題にされて大きな事を したと慰めて く れる人もいますが，

私は彼に何も しないでも何もできな く ても こ こにいて く れる方がよ っぽどうれしい。
まだ， いろんな事を したい。 おばあち ゃん， 長生き して下さい。 お じいち ゃん， あ りが :

と う と いい残すな ら， なぜこんな事を したのか， 誰も心の中では良い事を したとは思って j
いないよ。 叱ってやりたい。

この く や しい悲しい気持ちをわかっても らえるだろ う か。 君達が， 僕も清輝の様に， な :
にかを残して皆にわかっても らおう と思ったら， それはとんでもない間違いです。
つ ら さ に じ っ と耐えている君達な らわかって く れる と思いますが， 同 じ苦 しみ， いやも :

っ と大き いつら さをお父さん， お母さん， お じいちゃん， おばあちゃん， 兄弟， 友達に残 :
す こ と になるんです。 ; 

君達は も っ と大き く なれるんです。 この苦し さをなんとかの り こえて欲しいと心から思 i
っ ています。
今こ う して書いている問も清輝の本当の気持ちが， いつ， わかってやれるのだろ うかと ;

思 っています。 お じ さんのこの今の悲し さ， やり きれない気持ちを少しでもわかって く れ :
たな ら， 誰でもいいか ら この苦し さを話 して欲しい。 お じ さんのこの苦 し さを助けてやろ ;
う とい う気持ちがあれば， 手紙で今の気持ちを. 何故人にいえなかったのかを教えて く だ j
さ い。

住 所 (略)
氏 名 (略)

出典 ( r中日新聞J 平成6 年12月 15日夕刊〉
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く学習指導の展開例 2 >

中学校第 2 学年 特別活動 (学級活動)

題材名 「 い じ めを考えよ う J
ね ら い 深刻な 苦 し みを受けてい る友人を助け る た めに， 学級の一人一人 と し て ど

のよ う な行動を と る こ と が大切か， 共に考え， 態度で示す。
(都内在住の 中 3 の女子の詩よ り 毎 日 新聞社会部編
『総力取材 「 い じ め事件J J p. 220 ) 
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展開の大要
(1) 詩 「 いつかJ の朗読 (教師〉 を聞 く 。
(2) 詩に込め ら れた思い， 特に 「……」 の部分につ いての考えを発表す る。
(3) 自 分の学級で も い じ めがなし 、かを考え， 気付いて い る こ と を勇気を も っ て発表す る。
(4) 自分の学級のい じめを ど う し た ら 解決で き る のかをグループで話 し合い， 発表す る 。

指導上の留意点
(1 ) 朗読す る前に， なぜ， こ の詩を扱 う か説明 し 指導のね ら いを感 じ と ら せ る 。
(2) r . . . ・ . . J の部分については， 教師自 身の考え も述べ， そ こ に込 め ら れた思いの核心

を生徒 と 共に考え る 場面をつ く る。 ま た， 言葉に よ る い じ めが繰 り 返 し行われてい る
こ と に気付かせ， なぜ， こ の よ う な い じ めを周 り が許 して し ま う のかを考え さ せ る 。

学級の い じ め につ いて， 生徒はなかなか言い出せない状況 も 考え ら れ る が， 気付い
て い る こ と や本当の気持ち を言葉で表現する こ と が， い じ めを解決す る大切な力にな
る こ と を訴え る。 ま た， 生徒の本音が出 た こ と を大切 に して， 継続的な指導 と 積極的
な援助を行 う こ と に よ り ， 自 分の意見を 自 由 に語れ， 人の意見を聞 く こ と の で き る学
級の雰囲気を醸成 してい く 。

(4) 学級の一員 と して行動すべ き こ と を グループごと に模造紙に書 き ， 発表さ せ る 。
指導の最後に， r悩んで い る 友人を助け る こ と は人間と して 当然の責務であ る こ と J

「助け る た め に は本音を語 り ， 実行す る 勇気が必要であ る こ と J を述べる。
事後にお いて も ， (4)であげた内容の実践状、況につ いて， 繰 り 返 し問い掛けを行 う 。

4 

5 

(3) 

(5) 
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(5) 人間性を高める各教科等の指導内容の工夫

い じめを防止するためには， すべての教師が学習指導の重要性について認識する と と もに，
規範意識の育成， 生命尊重の教育， 道徳教育の推進など， 児童 ・ 生徒一人一人の人間性を高め
るための指導を各教科等の指導内容に位置付けてい く こ とが必要である。

ア 規範意識の育成

最近の子供は善悪の判断を一人一人はもっていながら ， 周囲に流され， 正 し く 表現した
り ， 行動 したりする こ とができないとい う実態が見られる。 また， 善悪の判断基準の他に
「面白いかどう か」 と い う判断基準をも っているなど， 子供の意識が多様化している。 そ

のため， 規範意識を育てる こ とを各教科等の指導に位置付けてい く こ とが重要である。

授業中関係のないおし ゃべりを した り ， 人をからかったりする こ とを 「悪いこ とだと思 う J
「面白いこ とだと思わない」 と い う ， 健全な価

値判断を している児童 ・ 生徒が大半である。 し
か し 悪いこ とだと分かっていても， 周囲に流
さ れて行動している児童 ・ 生徒も多いこ とが，
調 査 E (p. 178) で明 らかにな った。 教師はこ
の こ とを と らえ 【表 2 】 のよ う に罪悪感のない
児童 ・ 生徒が最近多 く な ったと指摘 しているの

【表2 規総鶴自国劫吻サコる児童・割前演婚と教師D買方1 00
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凶 :謀議場m五il iIii自意織ありi務事三逗ト一一一
EHHnu �思惑感 なし 4 :  8 1 6 2 ! 7 3 であろ う。 一方で， rからかう こ と を悪いと は

思 う が， 面白しリ と答える小学生は19%， 中学生では28%であ り ， rからかう こ と を悪いと思
わない し 面白しリ と考える小学生は 3 %， 中学生では 4 % (P. 179) であった。 r面白し 、か
ど う かJ と い う こ とが児童 ・ 生徒の価値判断に影響を及ぼすなど， 児童 ・ 生徒の意識が多様化
している と もみるこ とができ ， 児童 ・ 生徒一人一人の規範意識を育て， 行動する こ と まで高め

【表3 教 科 書 等 に み る 規 範 意 識 に 関 す る 事 項 の 取 級 い 制
そ こで， い じめにかか く小 学 校> <中 学 校>

わる規範意識の育成と関 N消1"判明1I樹:綿1::梯| 卜�In! 将棋耕輔
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しむ 会旬崎扱川恒めて少ないも
仇

る指導が必要で、ある。

実態を踏まえ， い じめの
予防の視点からい じめとかかわる規範意識の育成についてと らえ直 し 小学校低学年から各教
科等の指導の中に規範意識を育てる こ とを位置付けてい く 必要がある。 次ページに事例を示す。



<規範意識を育てる指導事例>
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Eυ
6 展 開

学 習 活 動 ・ 発 問 留 意 点

(1 ) 遊びの中でいやな思いを した経験を想起 | ・ 不公平な扱いを受けた経験を想起さする。 I せ， 問題意識を もたせる。
遊んでいやな思いを したのは， どんな

こ とか。
(2) 資料 f ド ッ ジポール」 を読んで話し合う 。| ・ 仲間はずれにされたやすおのつらい

ぼく がやすおを仲間に入れなかったの | さみしい気持ちに触れる ことを通 して
は， どんな気持ちからか。 I 技能の巧拙で人を差別する こ とが相手

| の心を深 く傷つけ る こ と に気付かせる。やすおはどんな気持ちで ド ッ ジポール | ・ 人を差別する こ とが人と して許されを見ていたか。 I ない行為である こ とに気付かせる。
やすおが砂場に行った後， ぼ く はどん | ・ 仲間に不公平な扱いをする こ とが，な こ とを考えたか。 I どんなに人間と してみに く く 恥ずかし

い行為であるか， 気付かせる 。
. 不公平な行為が人の心を傷つけ る こ

とを深 く 自覚させ， だれに対しでも公
正公平に接する こ とが大切である こ と
に気付かせる。
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7 指導の実際と考察
導入では. 児童の日常生活の中で， 技能の巧拙， 好き嫌いなどで不公平な担いを受けることが多い こ とが分かった。 みんなが ド ッ ジボールをするのをぽつんと見ているやすおを書いた 1 枚の絵を提示し 「やすおはどんな気持ちで見ていたかJ と問L 、かけ る と ， 友達と遊ぶことの少ないM男がI rどう して， やすおはい く じな しなんだろ う J と いうつぶやきがみられた。
こ のM男のつぶやきを取り上げ， 指導を展開した。 児童は自分たちの問題と して深 く 考える こ とができた。

(東京都教育委員会 「人権尊重の教育の推進 第四集J よ り要約)
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イ 生命尊重の教育の推進

児童 ・ 生徒には， 一人一人がかけがえのな い存在であ る こ と や 自他の命の大切 さ につ い
て十分認識 さ れていな い実態が見 ら れる。 そ の た め， 各教科等の学習 に おいて， 生命を尊
重す る教育を推進す る こ と が重要で あ る 。

い じ め ら れた生徒が， なぜい じ めを回避す る手段と して死を選択 し たのかについて， 断定す
る こ と はで き な いが， 事例 I や事例 E の分析か ら ， い じめ ら れた生徒が， 追いつ め ら れて， 自
分の居場所がな く な っ て し ま っ た こ と と 指摘で き る 。 ま た， い じ めた生徒 に も ， 他の人の命の
大切 さ についての認識が十分に育 っ てい な い と い え る 。

今回の 1. 951人の児童 ・ 生徒を対象 と す る 調査 E (P. 181--p. 182) に おいて， 傷付いた小
鳥を助 け た い気持ちゃ生 き て い る こ と がすば ら し い と 思 う 気持 ち か ら， 命の大切 さ に対す る 意
識 を と ら え る と ， 学年が高 く な る に従 っ て生命尊重の意識が希薄にな っ て い る 。 子供の死生観
に 関 し て都立教育研究所生物研究室の基礎研究 「生命に関す る 子供の見方や考え方に関す る 研
究 J (平成 6 年度) では， r ヒ ト は死んで も 命はす ぐ に 生 き 返 る も の と 考えてい る小学生が多
いJ (注1) と い う 報告があ る。 ま た， 同研究所相談部の 「子供の r生と死』 に関す る 意識の研究J
に よ れば， r死の衝動 を も っ子供は， 学年が上が る に し たが っ て増加す る 傾向 に あ る J (注2) と
報告 さ れて い る 。 こ れ ら の要因を分析す る こ と は難 し いが. 最近の児童 ・ 生徒には， テ レ ビ番
組等の文化的な影響を受け， 自 分がかけがえのな い存在で あ る こ と や， 生命の尊厳への意識，
死生観に変化が起 こ っ て い る と みて よ いのではな い だ ろ う か。 一方. 教師を対象 と す る調査E

(p. 181) では， 8 割が 「生命尊重の教育j はい じ めの予防と し て有効で あ る ， と 考え て い る 。
現行の学習指導要領か ら ， 生命尊重の教育にかかわる 内容を分析す る と ， あ ら ゆ る 教科等で取
り 上げ ら れてはい る が (P. 198--p. 199 【表 4 ・ 5 1 を参照) ， 果た し て指導が行われて い る
で あ ろ う か。

「生命を尊ぶJ と い う こ と は， 動植物や人間の生物学的な生命を大切にする と と も に， そ の
生命の もつ不思議.さ に畏敬の念を も ち ， 何 も のに も ま して生命を大切にす る こ と を意味する 。
それはやがて 自 分 自 身の生命のすば ら し さ や 自分の生命の尊厳性につ いての自覚につな が る 。
さ ら に は， 自 分 と 同 じ尊厳性を もっ他の人々 の生命や， 人格を尊重する こ と に通 じ る。 こ の こ
と について， 前掲の 「子供の 『生 と 死』 に関す る 意識の研究」 の中では， r子供は動物を飼育
す る 中でその動物と の死別体験を もつ こ と は重要な意義を も ち， 自殺に対する 考え方， ひいて
は生命の尊厳に対する意識の形成に強いかかわ り を も つよ う であ る 。 J と し， r学校や家庭に
お け る飼育活動や死の場面に遭遇 し た と き の教師や父母のかかわ り 方が検討 さ れ る必要があ ろ
う 。 J (注2) と 結んでい る。

こ の た め には， 教師一人一人が， 児童 ・ 生徒の意識や実態を適切 に と ら え， 生命尊重の教育
は 自他の尊厳性を認め る こ と であ り ， い じ め予防の上か ら も 重要であ る と い う 認識に立つ と と
も に. 幼稚園や小学校の低学年か ら生命を尊重す る 教育を意図的 ・ 計画的に推進す る こ と が必
要であ る。 次に具体的な指導事例 (P. 200--p. 202) を示す。
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< 生命尊重の教育の指導事例 1 >  

| < 本 事 例 の 特 徴 > 

| 研究 で あ り こ う し た学習 を基礎に 人間 の尊厳を認識す る 学習 に発展がで払 | 理科に お け る動物の飼育体験や学習 を通 して. 生命の尊厳に対する 意識を育て る 実践 |
1 研究主題 理科学習の飼育活動に お け る 生命尊重の態度の育成

一一 魚の発生と 成長の学習を通 し て 一一
2 ね ら い

生命尊重の態度 は， 自然に繰 り 返 し接 し て， 自然への理解に基づいた愛情， 生命への畏
敬の念が生ま れる こ と で育成 さ れ る 。 そ こ で， 本研究で は， 小学校第 5 学年 「魚の発生 と
成長J の学習で， メ ダカ 及び卵胎生魚を取 り 上げ児童一人一人が意欲的に発生や成長を追
究で き る 指導法を工夫 し ， 飼育活動を通 し て生命を尊重す る態度を育成 し よ う と す る も の
で あ る 。

3 調査研究
都内公立小学校第 3 """' 6 学年の児童 1. 858人を対象に飼育の実態や生命のと ら え方につ

いての調査か ら， ①魚類の飼育経験が多 い こ と ， ②生 き て い る証拠と し て器官の存在 (心
臓) . 生活活動 (呼吸， 摂金) . 行動を と ら え る 傾向が多 い こ と が分かっ た。 こ の結果か
ら 第 5 学年 f魚の発生 と 成長」 の学習で， 飼育活動を通 して生殖な どの様々 な生命現象に
出会い， 命の不思議 さ やすば ら し さ に直接ふれる こ と が大切であ る と 考えた。

4 教材研究
(1 ) メ ダカ の飼育法 : 2 R， ペ ッ ト ボ ト ルを用 いて， 水草等の条件を変えて雌雄の ワ ン ペ ア

飼育の実験を行 っ た と こ ろ ， 産卵に大き な差異が見 ら れな い。 O H P の透明 シ ー ト を仕
切 り に用 い る と j 受精の コ ン ト ロ ー ルをする こ と がで き な い。 卵の採取 も簡単であ る。

(2) 卵胎生魚の飼育 : 卵胎生 メ ダ カ 科の グ ッ ピペ プラ テ ィ ー， モ ー リ ー は入手 しやす く
水温 2 5 0Cで繁殖 し た。 カ ダヤ シ は水の汚れや低温に強 く ， 形態 も メ ダカ に似てい るの
で， 稚魚の誕生の様子の違い に興味を も たせやすい。

5 授業計画 (14時間) と 授業結果
第一次 メ ダカ を飼 っ てふゃそ う (3) ー … … … … ・ .. ・ 29人中28人が メ ダカ の産卵を観察
第二次 メ ダカ の不思議を調べよ う (7) . . … … … . : 24人が メ ダカ の瞬化に成功
第三次 カ ダヤ シ を飼お う (2) 一 一 一 … … … … っ 16人が メ ダカの死を経験
第四次 他の動物の生ま れ方を調べ よ う (2) ・ ・ 全 グル ー プが稚魚の誕生瞬間を観察
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守t
千.u.t. 習 活 動 留 意 点

(1 )  グループにな って年齢別の幼児の部屋へ - 保高母さんの指導 ・ 助言を受けるよ う行さ 量あいさつする。 iこ る。 I位) 保育主 での幼
貴
児重の 1 日 の生活を知る。 -

る
児の活動をよ く 観察し 記録をと I

え ・ びなど
(3) 幼 の遊びの 子を観

着替
察し， 一緒遊に活動 - 作ったおもち ゃが幼児の発達段階に

する 合
安

っていたか. 遊び器が発
討
展
す
できたか，

- 遊び白種類言
お
， 興味情

言
・
等
関
を
心， 子

様
供

子
の発達 全だっ たかなどを る

- 保母さんの字きや 児に対する働き(4) グル(運動
プ
，
で

語礼，の
緒

葉述
)

べ
の
る。 かけに も注目 る。

8 指導の実際と考察
保育実習を取り入れた本時は， 第 3学年の11月 に実施した ものであ り ， 既に 5年間の実

践がある。 保育の実習では， 予め保育所での実習を実施する こ とを話しであるため， 当 日
に持参するおもちゃづく りでは， 自分や友達の体験， 近所の子供の様子の観察などから年
齢、にふさわ しいおもちゃづく り に意欲的に取り組んでいた。

当 日 ， 幼児が全身で信頼を表し 生徒にかかわり を求めてく る姿に， 最初は戸惑っ てい
たが， 次第に中学生， 年長者と しての対応の仕方を身に付け， 実習の終わ りの方では， 汗
をかきながら も一生懸命に幼児とかかわっている姿に変わってい った。 この時期は， 中学
生にと って進路決定時期であるが， 幼児と交流し， 他の人に信頼される と い う貴重な体験
を通して， いかに して自分が育ってきたのか， これからどのよ う に生き るべきなのかなど
に気付いたり考えたりする き っ かけとなったこ とが. 生徒の事後の感想文から う かがう こ
とができた。

こ のよ うな保育実習は， 地域の保育所や校内の協力等によ って実現する こ とができた。
単に学校で学習 した こ とを体験する とい う狭い意味ではな く ， だれもがかけがえのない存
在であ り ， 自分もその一人であると いう生命尊重の教育の視点や， 自分も他者を支える こ
とができる 自信につながった とい う 自尊感情育成の点で教育的意義は大きい。 今後この学
習を継続してい きたいと考える。

(都立教育研究所 「平成 4年度 技術 ・ 家庭研修会資料J よ り要約)
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ウ 道徳教育の充実

い じめ問題を予防す る た め には， 道徳の年間指導計画を見直 し ， い じ め と かかわ り の深
い内容を積極的に取 り 入れ る な ど， r い じ め は許 さ れな い行為であ る J と L 寸 認識を深め
望 ま し い人格の育成を 目指す道徳教育を充実す る こ と が重要で あ る 。

い じ めの予防の ため， 思いや り や善悪の判断な どを育て る教科等 と し て， 道徳教育を重要と
考え る 教師は約 8 害11であ り ， r特にそ う 思 う j 教師は中学校に多い。 現行の学習指導要領にお
け る 小 ・ 中学校の道徳は， 【表 6 】 の よ う な 内容構成に な っ てい る 。
【表 6 小 ・ 中学校道徳の内容項目 関連一覧】 (注目

ー項目日 ， � ，� � � il期;唾;煙害R禦 渋滞鰹型望月:事 千三:L'::;i， �J滞空軍書顎;::;;:;::;;;;:;:;;:jj;;:;::::!;;jjip;;;;j型，，'凄....誌... .... .目'.・-‘ ー・a・ ・・ ・.. . . . . . . . .・ ，
制 皇室 j;門する白分身自主とし (2)勤勉. 努力 (3)1fl1th. JJ.:t.l � (ω3)) . ー一一ー一一一ー「 愛心

. 性
.
想

実実仰、とー・ 関にて白 ((34}iBBEE 気実. 明朗 付{5}}勇路気実. 1fs5 .心. 性 ， の. 現畏

2 {1 iii tγ iF m V り とま (2) や 娘 一一一 いや 規 一一 ) いや 観 (2) や 鰻切、とー にの 31 h E恥
聞する かかわて他

81 3 ({
(
23

11}1生B畏2命敬5噂の訓重念 ((132
1
)
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敏
命直変物孤の
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官Z童
ト {伊書? 吉 智?i 1Pi 開する会のと主とし の疎重 (2 のSE {I23))) .

.公社 事IJ. 議務 ー 11231} . 社.公 .正{士 利. 事務
{(23))京愛校族愛心 {“31 葉主心 三?ー三千と~ “5i .��君賓
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{
ω)1{&iS: (間1邸2 

(6)S:111 ，(.， ==-- mll:t.. 愛国心 一ー~よ
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( r教育 じ ほ う 1990年 4 月 号J 上越教育大学 押谷慶昭， 都立教育研究所よ り 〉
文部省に よ る 全国の道徳教育推進状況の調査結果 〈平成 5 年〉 では， 次のよ う な実態が報告

さ れて い る ( 【表 7 】 〉 。
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【表 7 道徳の時間を 「楽 し い と 感 じて い る J 文は
「興味 ・ 関心を も っ て い る J 児童 ・ 生徒の状況】

暢|L.. .. ，，， 従 挙挙ι持浄泌:持烹説拷咲..三 ヨ:司|; :弓:三三三.. .三 弱許総.. 三滋;議滋禁努 漆;海禁三 :日:;じ主;... :j ( ;滋洲凝滋洲r:綿�鮪槻{防附特綴 : ;ill:持械ヰ悌悦悦控妓財:三l耕!耕齢静耕樹桝日
(1. ，.努渓泌刻涙妥泌刻:長1;!|い8 4. 1 1 6 6 . 7 1 4 4 . 7 1 3 3 . 1 1 2  O. 3 1 1 7. 8 

・ 且白漫停は 3分の2以上の児童 ・ 生徒が I楽しL 、と感じるJ
3<.1ま 唄味 ・ 関乙4をもっているJ "J合を示す。
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④ 道徳教育の充実のための課題と して， 小学校では 6 書IJ. 中学校では 7 割の学校が. r道
徳教育への教員の意識の向上J を挙げている。

そのためには， 道徳教育の全体計画を作成して学校全体で取り組み， 道徳の時間を確保する
など年間指導計画を見直すと と もに， い じめとかかわ り の深い内容を積極的に取り入れ， f L 、
じめは許されない行為である 」 と い う認識を児童 ・ 生徒一人一人に もたせて， 望ま しい人格を
育てる こ とが重要である。 指導に当たっては， 単なる読み物資料の解釈やそれについての意見
交換にと どま らず， 豊かな体験を通して， 児童 ・ 生徒一人一人が自分自身を深 く 見つめるなど，
児童 ・ 生徒の内面に根ざした道徳性を育てる こ とが大切である。
以下に実践事例を示す。
く道徳教育の指導事例〉

< 本 事 例 の 特 徴 > 
日 常の生活をす る 中 で棟々 な体験を通 して児童 ・ 生徒は道徳性を身に付け て L 、 く 。 本

事例は他者の立場 に立 っ て考え た り 感 じ た り す る こ と が で き る よ う に す る ため， 体験の
場や機会を意図的 に設定 し た道徳の時間の授業の事例 で あ る 。

1 主題名 思いや りの心
2 学 年 第 4学年
3 資 料 「ごめんねJ (第一法規)

ド ッ ジボールの最中に年夫は光二とぶつかり ， ひざをすり むいて しま う 。 年夫は光二が
謝ろ う と しても許さない。 その晩， 年夫は妹の粘土の像を落と し壊 してしま う 。

4 主題設定の理由
人は個別的な存在である と同時に関係的な存在でもある 。 円滑な社会生活を送る上で，

思いや り の心は欠かせない。 思いや り と は， 相手の気持ちを推し量り ， 同 じ気持ちにな っ
て考えたり理解したりでき る こ とであ り ， 相手にと ってためになる よう な行為を伴う もの
でなければな らない。 しか し 思いや り は難しい側面を抱えている。 人は， 相手に対して
思いや り の行為を期待するが， 自分からはなかなか表現できない。 また， 相手のためによ
かれと思って行動したと しても ， 相手に と って思いやり の行為と して受け止められない こ
とがある。 このよ う な こ とが も とになって人間関係が損なわれる こ と も多い。 そ こで， 豊
かな人間関係を築 く ためには. 思いやりの心が大切である こ と に気付かせ， 相手の気持ち
を考え相手の立場に立って心を行為に表すこ とが重要である。

5 本時の ね ら い
過ちを した人の立場や気持ちを考えて. 快 く 許そ う とする気持ちを育てる 。

6 指導の展開

ザA主4ー 習 活 動 留 意 点
(1) 相手が謝っても許してあげなかった と き - 実態調査の結果を知らせる。

の気持ちを思い出す。 . 一生懸命謝る光二の気持ちを考えよ
(2) 資料 「ごめんね」 を読み話し合う 。 う と しない年夫の気持ちを十分に共感

- 光二にけがをさせられた と きの気持ち でき る よ う にする。
- 妹に謝る年夫の気持ち - 役割演技をさせる こ と によ り . 年夫
- 光二に対する年夫の気持ち や妹の気持ちをと らえさせる。

. 相手の気持ちゃ立場を考えて許すこ
(3) 自分め生活を振 り返る。

とができれば， 人間関係もよ く な って
い く こ と に気付かせる。

(4) 友達の作文を聞 く 。 . 実践意欲を高める。
7 指導の考察

思いや りの心について， 多様な価値観に気付かせ， よ り効果的にね らいに迫るための工
夫と して， 意図的な指名と役割演技を活用 した。 日 ごろの生活ぶり や実態調査をも と に，
思いや りの行動をと りやすい児童と と り に く い児童を選び， 意図的に指名 した。 妹に謝
る年夫の気持ちを考える場面では， 役割演技を取り入れたが， 児童自身が年夫にな り き っ
て演技する中で， 光二の気持ちに近づ く こ とができて効果的であっ た。

(都立教育研究所 「平成 2年度 道徳の指導に関する基礎的研究J よ り要約)
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(6) い じ めの予防のための指導上の配慮事項

90%を超える児童 ・ 生徒が 「い じめは悪いこ と J と認識 していても， 集団の中ではそれが行
動に反映されないことが多いのは， い じめの深刻な状況から も明 らかである。 rい じめは許さ
れない行為である 」 と い う規範意識を確立し 生命の尊さの認識を育てるには. (5)で述べた指
導内容の工夫と と もに， 個々の児童 ・ 生徒の正しい判断が受け入れられるよ う な雰囲気を学級
集団の中に醸成する こ とが大切である。 それには， 落ち着いた雰囲気での授業ム 児童 ・ 生徒
が互いのよ さを認め合い， 自信をも って自分の意見を発表でき る よ うな雰囲気を育てる指導方
法の工夫が必要である。 そのため， 授業に対する児童 ・ 生徒の意識調査の結果を参考に， 授業
にかかわる規範意識 (授業の規律〉 と互いのよさを認め合う授業の 2点について検討した。

ア 授業の規律の確立

「いじめは許されない行為である 」 と し寸規範意識を育てるには， 授業の規律の確立が
必要であ り ， そのためには. r分かる授業J のための指導の工夫が大切である。

授業の規律にかかわる児童 ・ 生徒対象の調査E (p. 178) で次のよう な結果が示された。
① 授業に関係のない会話をしている児童 ・ 生徒は， 小 ・ 中学校と も約70%と多い。
② 授業に関係のない会話を悪いと思っていない児童 ・ 生徒は， 小学校で 3 %. 中学校で 8 %

である。
これらの数字は， 指導の方法によ っては会話がな く なるが， 繰り返 し注意したり ， 違反に対

して厳 し く 指導したりする と いった， 自覚の促し方だけで授業の規律を確立する こ とが困難で
あ る こ とを示している と考えられる。
一方. r教師に反抗する こ とが悪いと思わなしリ と い う児童 ・ 生徒が小学校で 7 %. 中学校

では17%おり 授業の規律の確立に影響を与えている と考え られる。 ま た， 授業が楽しいと思
う こ とが多いという児童 ・ 生徒は， 教師への反抗とは逆に， 学年が進むに したがって減少して
い る。 授業がよ く 分かつたと きに， 授業が楽 しいと感じる児童 ・ 生徒が多いこ と ， 授業が楽し
いと感 じている児童 ・ 生徒ほど授業の規律を守ろ う とする意識が高いこ とから ， 授業の規律の
確立には， 教師の指導性が問われている と も言える。 r授業が楽 し く ないJ と い う児童 ・ 生徒
にはス ト レスを感じている者が多 く . r授業が楽 しいJ と い う 児童 ・ 生徒に比べてい じめを容
認する傾向が見られる こ とか ら も. r分かる授業J は， 授業の規律を確立する と と もに， い じ
めの予防に効果がある と考え られる。

「分かる授業」 の工夫と しては， 課題解決型の学習やT Tの活用による グループ学習などの
授業形態の工夫. 児童 ・ 生徒の習熟の程度に応じた教材の提示， 学習の個別化を図る教材の開
発など指導方法の改善にかかわって様々 な試みがこれまでもなされてきた。 都立教育研究所の
最近の研究に も， 産業教育第二研究室の基礎研究 「家庭科， 技術 ・ 家庭科における問題解決能
力の育成に関する研究J (平成 6 -- 7 年度) 及びプロ ジ ェ ク ト 研究 「個を生かす学習指導の推
進に関する研究 ー ティ ーム ・ テ ィ ーチ ングによる授業の改善 一 J (平成 5 -- 6 年度〉 があ
る 。 実際にどのよ うな授業改善が， 児童 ・ 生徒にと っ て， い じめの予防につながる 「分かる授
業J になるかは， 今後も， 実証的な研究を通して解明 してい く 努力が必要である。
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イ 互いの よ さ を認め合う 授業の工夫

い じめの抑止力を備えた集団の形成には， 個々の正しい判断が集団の中で受け入れら
れる雰囲気を授業の中で育ててい く こ とが大切である。 そのためには， 話合いや意見発
表の場面において， 自分と友達の違いに気付き， それを fよさ J と認め合う こ とができ
る よ う ， 教師が適切に支援してい く こ とが必要と考え られる。

児童 ・ 生徒が授業を楽しいと感じるの 【表 8 授業を楽しいと感 じる と き】
は， 小学校， 中学校共に 「難問が解けたJ
「内容がよ く 分かったJ との回答が多 く ，

学習内容の理解が大きな比重を占めてい
る。

と こ ろが， 【表 8 】 に示 したよ う に，
「話合いで意見が言えたJ r意見を友達

に認められたJ r調べたこ とが発表でき
中

話合いで意見が言えた 意見が友達に認められた

2 7 % 4 3 %  

1 0 % 2 1 % 

たJ の項目については， 小学校と 中学校とで回答に大きな違いが見られた。

調べれ脱獄できた

3 1 % 

7 %  

中学校の授業で， 上の項目にかかわる活動の場が急激に減った と は考えに く い。 集団の雰囲
気や友人の目を気に して発表したがらないので必然的に発表経験が乏 し く なる ， あ るいは， 発

・ 表 してもそれに対する周囲の反応があま り ないといった理由も予想できる。 いずれに しても中
学校で授業が楽しいと感じる生徒が減少したのは， この こ とが影響している と考えられる。 教
師の経験的事実から も， 中学校では， 入学当初のころから時期がたつにつれ， 解答に挙手を求
める発問に対して， 明 らかに消極的な態度が自に付 く よ う になる。 集団の中で自分の意見をは
っ き り述べるこ とができないと いう こ と は， い じめられた子供の 「いやだJ と はっ き り言えな
い態度と も関連があると も考えられる し い じめの周囲の児童 ・ 生徒が無視を装う態度と もつ
ながる と思われる。

も し 自分の意見が発表でき ， それが周囲に認められれば， その児童 ・ 生徒の自尊感情を高
め る こ と に もなる。 この問題点の解消は， い じめの予防と大きなかかわりがある と言える。

この こ とから. 児童 ・ 生徒が自分の意見を発表する場面等において， まず自分と友達との意
見の違いに気付き . 話合いを深める活動などを通して， 互いのよさを認める こ とができ る よ う
な場の工夫が重要と いえよう 。 そのためには， 教師が一人一人の発言を大切に し それを適切
に評価する と と もに， 相互評価の適切な活用により ， 友達のよさに気付 く こ とができ る よ う な
支援活動を行う こ とが大切である。

- 206-



2 望ま し い人間関係を育てる 学級経営 ・ 生活指導の工夫 と改善

(1 ) い じ め問題に見られる人間関係の課題

本研究を推進してきた結果， い じめ問題に見られる人間関係には， 次のよう な特徴がある。
ア 教師と子供の人間関係が信頼関係に基づいていない。
イ 「い じめーい じめ られj の一方的かつい じめられる子が固定化した関係にある。 こ の
傾向は. 学年が進むに従って顕著になる。

ウ 人間関係が閉鎖的で， 他へ向かつて広がりがない。
エ 人間関係が表面的で， 信頼や友情に基づいた深い結び付きの関係になっていない。
オ 異年齢集団における人間関係が， 支配と服従の関係になっている。 年齢の異なる集団

における人間関係の在り方が， 十分体得されていなし 、。
い じめが深刻な状況に発展した学級では， 子供の教師への信頼感が著し く 欠けている例が多

かった。 教師が子供一人一人と強い信頼関係を確立する こ と は， い じめ問題解決に向けての重
要な課題である。

調査i\ (P. 231�p. 232) 【図26 中学校生徒】
によれば， い じめの背景や原
因について. r子供同士の人
間関係が築かれていない」 と
す る ものが中学校生徒は58%
( 【図26】 ) 教職員は65%.
と共にその第 1 位に挙げられ
ている。 また， 保護者も同様
に指摘 している。
本研究における多 く の事例

では， 子供同士の関係が信頼

(中学綬生徒 7 I 5 人〉

1 ス ト レスがたま ヲてい る

2 "7スコ ミ の�.を受けてい る

3 学綬 ・ 家庭 ・ 峰械の連携が不十分

4 授業が面白 く な < . 理解できない

5 教舗が一人一人を際通 [_ t" い

6 ��のいじめをな く す努力が不足

7 敏師との人間関係が不十分

S 子供同士の人間関係が貨かれていない

9 家庭が子供を尊重していない

10 家庭でいじめを思いと敬えてい恕い

11 望ま し い規子関係が築かれていない

< I I 項目の中か ら 3 項目を選侠〉

。 10 20 30 40 50 60 70 &0 90 100 
% 

や友情に根ざした望ま しいものとなっていないこ とを確認できた。
以上のこ とから， い じめ問題の解決に向けた教師と子供の信頼関係と子供同士の望ま しい人

間関係を築 く ために， こ こでは学級経営と生活指導の視点、から考察する。 ま た， 児童会， 生徒
会活動や部活動等は， 教師と子供が人間的に多 く 触れ合う こ とのでき る機会である こ とや異年
齢集団における望ま しい人間関係の育成の場である とい う こ と を踏まえ， こ う した場面からの
問題点や解決の方途についても検討する。

(2) 学級経営の視点か ら

ア 学級経営 の基本的な考え方

「一般に， 学級経営とは， 学校経営の基本方針の下に. 学級を単位と して展開される様々 な
教育指導の成果を上げるため必要な諸条件の整備を行い， 運営する こ と ， と言われている。 J
( r生徒指導をめ ぐる学級経営上の諸問題J 文部省 平成元年 3 月 ) (削)
学校での子供の生活は， 学級を中心に展開され， 交友関係も学級を中心に広がってい く 。 い

じめ問題の解決を考える と き ， 学級経営において教師は， 学級が子供一人一人の心のよ り どこ
ろ とな り ， 学校生活の個と して， 集団と しての自己実現の場となるよ う に学級集団を指導して
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い く こ とが必要である。
イ 教師と子供の信頼関係の確立

(7) 子供理解の深化

学級経営を行う上で基盤となるのは， 子供の実態を把握 し 子供を正 し く 理解する こ とであ
る。 それには学級集団の成員である子供一人一人に焦点を当てる個別的な方法と ， 子供一人一
人を学級集団に位置付け， 全体とのかかわり においてと らえる集団的な方法の二つがある。 子
供の行動の観察は理解の入り 口であ り ， それらを も とに援助を進める こ と によ り . 初めて子供
理解とな り得る。 子供理解を深めてい く 上で重要なこ と は， その子供に関する多 く の情報を積
極的に収集する こ とである。 特に， 家庭での生活の様子を知るには， 保護者からの情報収集や
家庭訪問が必要である。 子供理解を深めるためにこれらの情報を生かすことで， 指導の効果を
上げてい く こ とができ る。

本研究に携わった調査委員から， 次のよ うな例が報告されている。
. .. -_ .. .. . . . . .  - " ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ . . . . . - . . . . . ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ー ー ー ・ ー ー ー ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー . . . - - - . - - - - - - _ . . . . . _ - - - - - - . . - . . . . _

. 

B男は内気で友人もそう数多 く はない。 しかし 読書や音楽等を好み， 内面の世界は豊 :
j かで奥深いものがあった。 保護者会で母親から. その事実を知らされた担任はつぶさ に観 ;
; 察を開始した。 その結果， 目立たないが， 優れた内面性を発揮する場面が時折ある こ と を ;
: 発見 し， その こ とを本人に伝えた。 自分のょいと ころを担任に認められ. B男の学級での j
j 居場所が安定し 表情に喜びが多 く 見られるよ うになった。
・ - - - - - - - ・ ・ ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ - - . - - - - - - - - - - - _ . . . _ - - - - - - _ . . . ・ - - - - - - - _ - ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ _ . . . . _ - - - - . ー ー ー ー ー ・ ー ー ー ・ ー _ . _ . _ - - - -

ま た， 都立教育研究所の 「教育活動における教師の問題意識に関する研究J (平成 2 年度〉
借りによれば， 教師と して大切に したい事柄の上位三つは. r深 く 子供を理解する力をもつこ
と J r人間的な魅力がある こ と J r子供への深い教育愛がある こ と J である。 その報告書に，
f子供一人一人は違い， おな じよう にはいき ません。 深 く 子供を理解する こ とが大切です。 ま

だ十分ではあ り ません。 子供が抱えている問題に対する洞察力や認識をもつこ と も大切に した
いです。 J と教師の面接調査の結果が述べられている。

( イ ) 子供一人一人と 1 対 1 の強い信頼を結ぷ学級経営

担任教師が子供一人一人と l 対 l の強い信頼を結ぶこ と は， い じめ問題を考えると き ， 最 も
重要なこ とであ り ， 学級経営のすべての中で， 教師は， 信頼を結ぶあ らゆる努力を惜 しんでは
な らない。 例えば， 当番活動や係活動等で， 教師が一方的に 「ああ したら J とか 「 こ う した &?J
などと指示せず， 心を傾けて子供の声を聞き ， 気持ちを理解してい く こ との努力によ り ， 自分
たちの声を教師がよ く 聞いて く れる教師を頼り ， 心を開 く よ う になる 。 こ う した小さな積み上
げを通して言葉を交わすこ とから， 子供の教師への信頼感が生まれて く るのである。

ウ 子供同士の望ま し い人間関係の確立

教師は. それぞれのよ さを認め合える信頼感の育成や相互に学ぶ権利を尊重し合 う態度の育
成に留意 して， 子供の人間関係をは ぐ く むよ う努める こ とが大切である。

ま た， 一人一人の子供のよさを認め， 学ぷ権利を保障する こ とを学級や学年の中に広げ， 望
ま しい人間関係を形成してい く こ とが重要である。 学級を見つめ直し， 成就感や達成感， 自 己
実現のでき る学級集団となるよ う に改善を図ってい く こ とが求められる。
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例えば， 幼稚園は遊びを中心と した生活が展開される場であ る こ とを踏まえ， 一人一人の発
達の実情に即して遊びを充実させる指導が必要となる。 幼児同士の遊びでは， 構成員の力関係
によって遊びが展開してし 、 く 傾向にあるので， その力関係を調整 しながら. 友達に親しみをも
ちつつ， 楽 し く 遊べるよ う にする こ とが指導のポイ ン トの一つ (都立教育研究所 「幼稚園にお
ける遊びの指導の在り方に関する研究」 昭和63年度) である。 その際， 教師が安易に干渉 し，
調整 して し ま う こ とのないよ う にする ことが大切であり ， 幼児同士が調整する こ とを体験さ せ
ながら ， 望ま しい人間関係を築 く こ との学習ができるよ う環境を整えてい く こ とである。 こ の
こ と は， 小学校から高等学校の段階においても共通する指導上の視点である。
(3) 生活指導の視点から

ア 生活指導の基本的な考え方

文部省 「中学校指導書教育課程一般編J (平成元年 7 月 ) には， 生活指導は， íすべての生
徒のそれぞれの人格のよ り よ き発達を目指すと と もに， 学校生活がすべての生徒にと って有意
義で興味深 く ， 充実した ものになるよ う にする こ とを目指すものであ り ， 単なる生徒の問題行
動への対応という ， いわば消極的な面だけに と と どま る ものではない。 J (削) と されている。

い じめ問題の解決について生活指導から考える と き， い じめた子供， い じめられた子供のた
めの指導と してのみ機能する ものではな く ， 集団を形成するすべての子供の人格形成という観
点から と らえてい く 必要がある。

イ 教師と子供の信頼関係の確立

(7) 教師に よ る 徹底 し た子供理解

事例Eでは， A男について 「何かおかしいとは感じていたが， い じめられていたとい う認識
はなかったJ 。 また. 両親に 「カ ウ ンセ リ ングを受けるよ う勧めていたJ 。 さ らに， い じめ ・
登校拒否委員会でA男の問題を取り上げたのは l 回で， しかもい じめク.ループから命令され自
転車を盗んだ件が問題行動と して報告されただけであった。 学校はA男をグループの一員と見
ていた。 この生徒理解の実態とその後の重大な結果から い じめ問題の解決を目指して， 生活指
導のネ見点から子供理解を深めてい く ためには次の点が重要である。

- 交友関係を観察し 一人一人の子供を把握する。
- 問題が生じた場合， 直ちに話を聞 く こ とを重視し 子供との交流を深める。
・ い じめにかかわる行動を教師間で分析し 問題とな っている行動の背景を考える0
・ 当人の主張を うのみに しないで， 他の情報も収集する。
- 個々の教師のも っている情報， 家庭や地域での情報を集め， 子供の実像に迫る。
子供の人間関係は成長発達に伴い， 変化してい く 。 したがって， その変化の状況を十分把握

し 異なる見方をする他の教師との情報交換の場と して， 学年会を充実させ， 指導のための情
報を共有化する必要がある。 一人一人の教師のもつ情報を， 学年と して組織的に集約 し 指導
に生か してい く よ う にする。 このよ うな機会を充実させてい く ためには， 定期的に 「子供につ
いて語り合う 日 J のよう な日を設定し 子供の最近の様子について話し合う時間を確保する こ
と も方法である。
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( イ ) 出会いを契機 と す る 人間関係の確立

都立教育研究所の 「教育活動における教師の問題意識に関する研究J (平成 2年度) によれ
ば， 自 己形成の契機となった事柄と して. rある生徒に出会って」 が11%で第 4 位に挙げられ
ている。 教師は教師生活を通じて， 子供とかかわる こ とで教師自身も成長してい く こ とが うか
がわれる。 人間関係の育成は， 生徒のみな らず， 教師にと って自己の成長への契機となる。

ウ 子供同士の望ま し い人間関係の確立

人間関係の育成を目標に位置付け， 計画的 ・ 組織的な指導を進める こ と を視点と して， い じ
め問題の解決のための具体的な方策を考える。

都内のA中学校では， 生活指導の目標に. rい じめのない学校J を重点と して掲げている。
各学年では 「い じめを見過ごさない学年J などを目標に設定し 各学級では 「い じめの有い生
活 しやすい学級J . r一人一人を助け合う学級J などを目標と して， 生徒に直接意識さ せなが
ら取り組んでいる。 その中で， 担任は最近元気のないある男子生徒が気にかかるので. 朝会で
そ の生徒の様子について， 教師全員からの情報提供を依頼した。 その情報を学年会で集約し.
何が起こ っているのかを総合的に把握 し. 背景を分析したと ころ， 友達から疎外されている事
実が明確になっ た。 そ こで， 生活指導部会との合同部会を開 く こ と も検討し 実施した。 その
結果， その生徒の交遊関係が明らかになり ， ト ラ ブルの原因が見えて く る よ うになった。

学級担任一人だけで行っていた情報収集を， 一歩踏み込んで生きた情報を組織的， 総合的に
把握するよ う に組織を機能させる こ とは生活指導の充実や改善に もつながる。 長い期間を見通
した計画を作成する こ とが， このよ うな指導を可能にする。

エ 生活指導と特別活動

特別活動の目標については 「中学校学習指導要領第 4 章特別活動J に以下のよ うに述べられ
ている。

望ま しい集団活動を通して、 心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り 、 集団の一員
と してよ りよい生活を築 こ う とする 自主的、 実践的な態度を育てる と と もに人間と しての
生き方についての自覚を深め、 自己を生かす能力を養う 。

特別活動の指導は， 生活指導とのかかわりが深い。 様々な集団活動を通して， 個人的， 社会
的な資質を身に付け， 人間と しての生き方についての自覚を深め， 個性を発揮しながら自己を
よ り よ く 生かすために指導 ・ 援助 してい く こ と は， 生活指導のね らいと基本的に合致している。
したがってi い じめ問題の解決に向け， 生活指導の視点から特別活動での様々な指導の充実を
図る こ とによ って， 子供自 らが自分たちの生き方を見つめ直 し， 望ま しい人間関係を基盤と し
た楽し く 有意義な学校生活を築 く こ とができ る。

(7 ) 子供た ち の 自 主的， 実践的な態度を生か し 人間関係を深める児童会 ・ 生徒会活動
児童会 ・ 生徒会活動において， 子供たち自 らが， 生活する上での様々 な課題を見直すこ と は

極めて有効である。

nu
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B中学校では. 校則改正の手続きが生徒手帳に明文化さ れている。 生徒は， これによ り ;
; 改正が必要と考えた場合は， 必要な人数の賛同を得て， 生徒会執行部へ提案できる。 生徒 :
: 会では， 提案さ れた内容を職員会へ提出する。 そ こで認められたら， 原案をク ラスで討議 j
: し その後生徒総会にかける。 これにより ， 生徒が校則を自 らの ものと認識するよ う にな :
: る と と も に， 生徒の教師への信頼感が増していった。

( イ ) ク ラ ブ活動や部活動 における異年齢集団 の指導体制の確立

事例 I の学校再建に取り組んだ元校長による fいじめとの対決一克服実践報告上， 下J (平
成 7 年 3 月 29日都立教育研究所 「い じめ問題J 講演会資料) によれば， 上級生へ必要以上にお
辞儀をする風潮は授業場面でさえ見られ， 怠る と上級生の仕返しがあったこ とが述べられてい
る。 人間関係が支配と服従の構造にあ り ， こ う した構造からは， 深刻ない じめが起こ りやすい。
ま た， 平成 7 年夏に ク ラ ブ活動でのいじめを苦に自殺した女子高校生の例から も， 異年齢集団
における人間関係が醸成されていなかった点が指摘でき る。
学校における教育活動は， 特別活動の児童会 ・ 生徒会活動， ク ラブ活動， 学校行事以外は一

般的に学級を基盤と して展開されている。 このよ う な状況を考慮すると ， 異年齢集団における
人間関係の指導を充実し い じめ問題解決のために， ク ラ ブ活動や部活動の指導体制を確立す
る こ とを検討する必要がある。
異年齢集団活動の実施の際の留意点と して， 文部省の 「小学校教育課程一般指導資料W 異

年齢集団活動の事例集J (平成元年 3 月 ) (並7)の 「第 I 部 異年齢集団の活動の意義J に以下
のよ うに述べられている。

.. - _ . . . .. _ - - - - - - - - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ー - - - ー ・ ・ - - ・ ・ ー ー ー ー ・ ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・

一異年齢集団活動実施の留意点 一

: 1 情性的な取組みに流されず， でき るだけ一人一人の子供に役割を与え， それぞれの出 ;
番が多 く な る よ う に配慮する。

: 2 集団と個人の望ま しい在り方を考えさせ， 特に， 異年齢集団への適応について十分配 :
慮する。

: 3 下級生の上級生に対する尊敬ゃあこがれの念， 上級生の下級生に対する激励や思いや j
りの心情， 更に， リ ーダーシ ッ プやフ ォ ロ ワ ー シ ッ プなどが育つよ う にする。

: 4 一人一人の子供が尊重され， 協力 して活動が展開さ れるよ う な組織とする。
・ - - - - - .. .. .. .. _ .. .. - - - _ .. .. .. ..  - - - - - - - - - _ .. ... - - - _ .. - _ . - - - - - ..  _ .  - - - - _ .  - - - _ .o .  _ .o  - - _ .. ..  _ .o  - _ ..  _ ..  _ ..  _ .. .. .. .. . _ ー ー ー ー ー ・ ・ ー ー ・ ・ ー ー . _ - - - - _ . _ - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・

(守) ク ラ ブ活動や部活動におけ る 指導 ・ 管理体制 の考え方 と 整備

ク ラ ブ活動や部活動における指導 ・ 管理体制の整備は， 子供たちが安全に活動でき る こ と を
目指しつつ， 子供たちの自主的な活動が十分行われる よ う に配慮する必要がある。
そ こで. ク ラ プ活動や部活動における教育環境の整備と安全管理について以下に述べる。
こ の こ とについて， r中学校， 高等学校における運動クラ ブの指導についてJ (昭和43年1 1

月 8 日付文部省体育局長通達) (注目 に， 次ペー ジのよ う に示されている。

q，“

 



l 校長をは じめ運動部長などの運動ク ラ ブの責任者， 種目別の各クラブの担当教員など
による指導組織を確立し 関係教員全員が連係を密に し 協力 して指導の徹底を図るよ
うにする こ と。

2 種目別の各クラブの担当教員は直接指導に当たる よ う に努める と と もに， 関係教員相
互の協力体制を整えて， 部員から必要に応じ報告を求めたり . 随時巡回したりするなど
の適当な方法によ り その活動状況を互いに連絡し合う よ う に し 運動ク ラブの活動の実
態を じ ゅ うぶん掌握するよ う にする。

3 部員の健康管理に じ ゅ うぶん留意する と と もに， 望ま しい人間関係の育成に留意し
運動ク ラブに明朗快活な気風を育てるよ う にする こ と。 この場合， 学級 (ホームルーム〉
担任教員や父兄と も じ ゅ うぶん連絡を保つよ う にする こ と。

4 運動ク ラブ活動については， でき るだけ時間を有効に用い， 生徒の生活全体からみて
調和の失われる こ とがないよ う に配慮する こ と。

山形県のC中学校において， 部活動中に用具室での生徒の死亡事故が発生しており ， 学校内
の施設の安全管理や部活動の指導体制が不十分であったこ とが明らかにされている。
① 校内施設の安全管理に対する課題

用具室などの問題と して， 死亡事故以前に次のこ とが分かっていた。
- 普段から生徒の遊び場となっていた。
・ 用具室でタバコを吸っている生徒が発見されていた。
・ 用具室のマ ッ ト に足を入れて遊んでいる生徒を教員が度々注意していた0
・ 下校後， 安全確認のための校内巡視を していなかった。
・ 用具室に鍵がなかった。

以上は. 生徒指導上の問題と して職員会議でも取り上げられ 各担任から生徒に注意するよ
う に話し合われていた。 しかし 事実が事前に分かつていたにもかかわらず， その対応が十分
に行われていなかった と して学校の管理体制の不備が指摘された。
② 事故再発防止に向けた安全管理への取組み

事故後， c中では再発防止に向けて， 以下の点についての確認がなされ， 実践されている。
・ 校内巡視を強化する。
・ 危険個所の総点検を実施する。
- 顧問不在の時は他の教員が指導する。
. 顧問は各部 2 人立ち会う こ と とする。
・ 部活動の指導に外部指導員を委嘱し顧問不在時に対応させる0
・ 顧問や外部指導者が不在の時は， 部活動を中止する0
・ 練習後の安全確認は顧問の役割とする (従来は生徒の役割であった) 0 
・ 用具室の鍵を取り付け， 顧問が管理する。

このよ う な管理体制の確立を基盤と して， ク ラ ブ活動や部活動における教師と子供一人一人
の信頼関係を確立 し さ らに， 子供の異年齢集団における望ま しい人間関係を育成する こ と は.
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い じめ問題の解決に向けて大変重要で， 組織を挙げて各学校が取り組むべき こ とである。
ク ラブ及び部活動を指導する場合の管理体制について， 都内D 中学校の研究集録によれば，

「担当以外のク ラブを臨時に指導 したと きの指導J を参考と して検討した結果， 以下のよ う に
ま とめられている。

<担当外ク ラ ブを臨時に担当 し た と き の留意事項の概要 > : 

: ( 1 )  生徒の興味 ・ 関心を育てる

: (2) 活動する場所を清潔にする

机， 器具を整理 ・ 整頓させ， 紙 く ず， 黒板下の白墨の粉などを清掃する。
: (3) 全員で礼を き ちん と す る

活動時間にきちんと集合 し 全員で心の こ も っ た礼をする。
: (4) 出欠席を確実に と る

人員の把握をする。 欠席は理由を確かめる。
: (5) 指定 された場所で活動する

ク ラブの活動場所を守らせる。 健康上の都合等で移動する必要が生じた場合には.
必ず許可を得させる。

: (6) 活動は決め ら れた時間内に終了 さ せ る

活動は時間内で行い， 特に後始末をき ちんと させる。
: (7) 安全に配虐する

使用する器具は身体の発達にあ う ものと し 生徒がお互いに注意し合って安全を守 :
る よ う に努力させる。

・ ・ . ー ー ー ・ ・ ・ � - - . - ・ - - - - - ・ ・ ・ ・ . ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ー ー ー ・ ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - _ . 
以上のこ と は， すべての教師が日常的に行うべき こ とであるが， と き によ っては見逃しがち

な点でもある。 ク ラ ブ活動や部活動等で教師の目から死角 と な っている場所でい じめが起きた
と いう事例がある。 安全に対する管理体制を積極的に築き ， その方策を全教職員で確認し合う
こ と は， い じめ問題解決に向けて緊急の課題である。

3 い じ め根絶にはた ら く 正義感の育成の基本的な考え方 と指導

正義感の育成については， 昭和60年 6 月 28 日の 「児童生徒の問題行動に関する検討会議緊急
提言 ー いじめの問題の解決のためのア ピール - J (注9)の中で 「学校全体に正義をいきわた
らせる」 こ とが学校の緊急課題と して示されたにもかかわらず， その成果は不十分である と考
え られる。 こ こでは， なぜ， 学校教育の中で正義感が育成されてこなかったのか， その原因を
探る と と もに， どのよ う に したら正義感を育成でき るのかを追究する。

( 1  ) 正義感が育成 さ れて こ なか っ た原因

ア 学校の指導体制

各学校の教育課程の教育目標等には， 例えば 「思いや り J í助け合いJ (小学校) ， í誠実j
f信頼J (中学校) . í規律 ・ 秩序J í豊かな人間関係J (高等学校〉 などと示されているが
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「い じめ根絶J や f正義感の育成J が明確には示されていない。
このこ と は， 各学校が， これまで 「い じめはどの学校でも現にあるJ との認識が十分に浸透

していなかったこ とや. い じめ根絶を目指した正義感の育成を緊急課題と してと らえてこなか
っ た こ と と考え られる。

イ 教師の姿勢

N H K  ( 日本放送協会〉 の特別番組 〈平成 7 年10月 8 日 「い じめ特集J ) の中で. r面倒な
こ と に巻き込まれた く ない。 い じめに気付いた ら立ち止ま ってそれを問題にする勇気がなかっ
た。 J 等ι 教師がい じめ問題の解決に自 ら行動できなかった心情が紹介さ れていたが， こ の
よ う な状況がある限り子供に正義感に対する 自覚を促すこ とはできないと考え られる。

この番組で. r教師自身の意識を変えなければならなしリ と指摘されている よ う に， 教師に
対する信頼の危機と して受け止めなければな らない。

ウ 道徳の指導

「道徳教育推進状況調査報告書J (平成 6年 3 月文部省) (注10) によれば， 平成4 年度には
「正義に重点、を置いて」 指導を した学校は， 小学校高学年は33. 1%. 中学校第 l 学年は17. 7%

であ っ た。 この こ と は， 道徳の指導において正義感の育成が十分に図られていないこ とを示 し
ている。

(2) 正義感の育成の基本的な考え方

ア い じ め根絶に はた ら く 正義感の意義

い じめ根絶にはた ら く 正義感を， い じめ根絶に最も直結 した行為の原動力と しておさえ， い
じめ られている者を助ける こ とができ る勇気及び行動力を育成する こ とを， その意義と と らえ
る 。

イ い じ め問題に対す る 子供の行動 を規定する背景

調査A (P. 245) では. rい じめを見ている子供はなぜ見ているのだと思いますかJ の質問
に対し 中学生では. rかかわ りを もちた く ない (82%) .J r自分がい じめられた く ない (76
% )  J rい じめているグループがこわい (64%) J の順であ り . 小学生及び高校生も同様の順
であっ た。 ま た， 事例 1 (p. 3) の卒業生が当時を振り返って 「弱い子がそ う い う 自にあっている
と き ， わたしはその他大勢に入ってしまおう と していた。 その方が気楽だもの。 責任をもつの
は， 何か気が重い感じだった。 J (注U) と述べでいる。

したがって， い じめに対して正義感を発揮できないこのよ うな心理状況を把握してお く 必要
がある。

ウ い じ め問題に対する教師側の課題

学校が荒れた状況の中では， 教師一人の力だけでは正常化を図る こ とや正義をいきわた らせ
る こ と は困難であ り ， ま してやその状況の中にいる子供たちは正義感を発揮した く て も不可能
な場合が多いと考え られる。

事例V (p. 29) では， r一人の教師が率先して指導したが， 後ろを賑り返ると ， 他の教師は
だれもいなかった。 J と いう状況であったが. 校長の妥協を許さない姿勢によ って， 教師一人
一人の力を教師集団と して結集する こ とができた。 その間， 教師一人一人が課題意識を もち ，
共通理解でき るよ う に研修会や討論の場を も った。 このよ う に見て見ぬふりや逃げ腰になる姿
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勢が支配的だった教師の雰囲気が， 校長の リ ーダーシ ッ プをき っかけと して正常化に向かう こ
とができた。
正義感の育成は. 学校全体の課題であ り ， 学級担任， 教科担任等， 教師一人一人が授業の場

で現実のい じめに対して自 らの真剣な態度を示すこ と によ って行われなければな らない。
(訂 正義感の育成の指導

正義感を育成するための指導についての調査C 【表 9 】 では. 83%の教師が 「正義感の育成
が必要である 」 と している。

一方， 正義感の育成の難し さの理由につ 【表 9 い じめ問題にかかわる指導， 取組みの調査】
いては 「指導体制が整っていないJ (34仰

が最も多 く ， また. 81%の教師が正義感が
発揮でき る よ う な雰囲気づく りが必要であ
る と考えている ( r大体そのとおり j を含
む〉 。

このこ とから， 多 く の教師が， 自分の指
導力を発揮でき る指導体制や， 子供の雰囲
気づく りの必要性を感じている こ とがうか
がえる。 正義感を育成するためには， 指導
体制がで き るのを待つのではな く ， 現にい
じめられている子供を救う こ とが第一の責
務であるとの認識に立ち， 行動を起こ しな
が ら指導体制づく り を してい く こ とである。

ア 指導体制づ く り

l い じめ根絶を目指した正義感の育成について
UliE舗の育跡必要であ砂 [21iE舗の献を行っているか

2 正義感の育成の 3 正義感の育成の
難し さの理由 指導の重点、について

指導体制維っていない 正義惑が発揮できるような君臨づ( りが必要

指導体制づ く りの第ーと して， 校長は， 東京都教育委員会が平成 8年度の教育目標の基本方
針と して 「い じめをな く し-J と新たに示したことを重視し 「い じめ根絶J や 「正義感の育
成」 の教育目標等への位置付けを明確に行い， 校内のいじめ問題の解決を組織と して取り組め
る よ う教師一人→人の意識を高める こ とが必要である。

イ 子供た ち の雰囲気づ く り

子供たちが正義感を発揮した く てもできない雰囲気になるのは. r先生に相談しでも解決 し
て く れない。 守って く れない。 」 等の心理があるからである。 これを改善するためには， 教師
自身が勇気と決断による真剣な態度を示し， 子供たちが正義感と勇気を発揮でき る よ う に支援
する こ と である。

ウ 学習の場面における正義感の育成

第一に， 正義感の育成は道徳の学習の場を通 して行う こ と を検討したい。 正義感の意義を観
念的に理解させるのではな く ， 現実のい じめの解決を課題と したり . い じめの新聞記事等の活
用を通 して具体的事例から自分がなにをすべきなのかを自覚させた りする ことが有効である。



各教科の学習の場において， 教師が， 授業中の言葉や態度等によるい じめについての具体的
な指導を通して. い じめが人間と して許されない行為であ る こ とや， このこ とが正義感の根源
である こ と を理解させる こ とである。

さ らに， 例えば， 都立教育研究所 「音声言語による表現力に関する研究J (平成 6 年度〉
(注12) にあるよ う に， 言葉の暴力や不用意な言葉づかいが子供の心を傷付けている こ とから ロ
ールプレイ ングをとお して適切な話し言葉を指導する こ と も一つの方法である。

エ 発達段階に応 じ た正義感の育成

い じめの態様は， 各校種によ って異な り . い じめ解決のための正義感の発揮の在り方も当然、
異な って く る。 したがって， 幼 ・ 小 ・ 中 ・ 高等学校における正義感の育成に当たっては， 発達
段階を十分踏まえる こ とが大切である。

(7) 幼稚園
幼児は， い じめの認識を明確にも って， い じめを行う と は限らないが， 幼児聞の棟々な ト ラ

ブル等の中にいじめの芽がある。 また， 幼児聞の ト ラブルは， 幼児自身の気持ちを直接的に行
動で表す傾向があるため， 教師もそれに気付きやすい。 ト ラ ブル等の具体的な場面で， しては
いけないこ とについては時宜を得た適切な指導を行い， 善悪の区別を理解させる必要がある。

(イ ) 小学校

小学校の段階で、は， 幼稚園の段階に比べ， 集団で一人の児童をい じめる よ う にな り . い じめ
の認識も明確になって く る。 また. い じめの態様も. よ り多様化， 陰湿化し， い じめ られてい
る子供を深い悩みに追い込むこ と もある。
事例皿 (p. 3) では， 一人の児童が約束を破ったこ となどに対して. 言葉による制裁を学級

で行い. 教師もある程度は経過を知っていた。 この事例は， この制裁を行う こ と 自体がい じめ
である こ とに教師が気付かずに指導が遅れ， r約束を破ったこ と等はいけないこ とだJ と い う
規範意識を掲げる こ とによ り ， い じめている子供にい じめの口実を与えている ものである と 考
え られる。

小学校の段階では， 複雑になる い じめの状況を鋭敏に見抜き ， どのよ う な理由があってもい
じめは悪であり ， 許されない行為である こ とを自覚させ， 正義感を学級全体にいきわた らせる
こ とが大切である。

(ウ ) 中学校及び高等学校

中学校及び高等学校の段階では， い じめの態様が一層， 陰湿化 悪質化し 言葉による脅 し
ばかりでな く ， 金銭にかかわる脅 し 暴力などの犯罪的な行為が増加する。

事例 I では， 授業中に教室内で暴行を受けているにもかかわらず， い じめられた生徒は教師
の助けを得られなかった。

このよ う にい じめが周 りの者に恐怖を与える ものである場合には， 正義感を発揮する勇気も
起こ らない。 しかし 教師は， 自 らが勇気を出 して正義感を発揮し 自分一人では困難な場合
に は他の教師の助力を得て， い じめは絶対許されないと い う毅然と した態度でい じめる生徒の
指導に当たる こ とが大切である。 たとえ解決までに多 く の困難な道のりがあろう と も， 教師の
協力体制の確立によって， 根気強 く 指導に当たり ， 正義を貫き通すこ とが求められる。
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4 子供が情報を正 し く 判断する能力 の育成

(1 ) 基本的な考え方

ア 情報を 正 し く 判断する能力 を育成す る に 当 た っ て の課題

い じめを許さないためには， 日常の教育活動を通して， 相手の発言や行動の意味する内容を
見抜き， 正 し く 判断する能力の育成を通し， 許されないこ と ， いやな こ と に対 しては， き ちん
と主張でき る力を育ててい く こ とが必要である。 い じめ事例等の分析から， 次のよ う な課題が
分かつた。

子供たちは， テ レ ビ等のマスコ ミ 情報から得る言動を学級の中で話題に したり ， 遊び主 して
取り入れて架空の内容の行為をまねしたりする こ とがある。 また， あだ名と して使った り罰ゲ
ームを特定の人に行ったりする こ と によ り ， 相手の心や身体を傷付ける こ とがある。 こ の こ と
は， 架空の行為を現実に行ったらどうい う事態を引き起こすのか判断できない こ とを示 してお
り ， 一方的な言動でいやがる相手の人格を否定している こ とでもある。 事実に基づいた情報の
判断と人の痛みが分かる力の育成が課題である。

根拠のない悪口ゃうわさを声高に言ったり ， 給食時における さ さいな失敗等を理由に， r汚
し リ ， rパイ菌J な どと言ったり して相手を傷付け， 無視する こ と もある。 このこ と は， 心な
い言動がいかに人を傷付ける ものであ り ， 相手の立場に立って考え， 行動でき る態度を育成し
なければな らない。

ま た， 仲間う ちでは付き合うが， 他のグループには無関心であり ， 一つのグループ内や学級
内で使い走りや脅 し 暴行の行為があっても， 自分には関係ないこ と と して傍観する こ とがあ
る 。 このため， rい じめは人間と して絶対に許されない」 こ と ， r社会で許されないこ と は学
校でも許されないJ こ と と主張できる力を育てる こ とが課題となる。

威庄的な傾向を示す子供が， 学級集団の望ま しい活動を妨げる行為によ り ， 心理的に も他の
子供に不安や恐怖を与える場合もある。 い じめる子供がグループをっ く り ， い じめ られる子供
の行為に何らかの理由を付けて声高に批判する と ， 周囲の子供は， その勢いに押され， その主
張を何回も聞 く こ とによってs 主張が正しいよ う な錯覚に陥ったり ， 何も言えな く な った りす
る こ とがある。 発言内容を事実に基づいて客観的に判断し 正しいこ と はき ちんと主張で き る
力を育てるこ とが課題となる。

イ 指導の方法

(7) 役割演技の活用 で相手の立場に立 っ て行動 でき る よ う にす る

事ølJIV(P. 3) の中学校では， 当初， 担任は被害生徒が学級内で孤立し い じめられている こ
と には気付きながら も， 被害生徒がつ らさを訴えなかったこ となどで， 深刻な事態と受け止め
ていなかった。 事例Eの中学校では， い じめている生徒は， プロ レスを遊びの中に取り入れ，
いかにも演技を行っているよ う に周囲に見せて， 相手に苦痛を与えていたと考え られる。 い じ
められている子供もプロ レスごっ こにおける役割を演じさせられているため. 周囲はい じめ ら
れている状況を理解していなかった。
相手の苦し さを理解するためには， 例えば， 学級活動でい じめ問題を取り上げ， 役割演技な

どを行う こ と によ って， 相手の立場に立って考え， 行動でき る手だてを講じ る こ と も一つの方
法である。 .
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( イ ) 意見表明のでき る 学級づ く り

事例 I の 中学校の い じ めでは. い じめてい る生徒が グルー プをっ く り ， い じ め ら れた生徒の

行為に何 らかの理由を付けて い じ めを正当化 し たため， 周囲の生徒は， その勢いに押 さ れ. 結

果 と してい じめている生徒の主張を聞 き 入れた状態にな っ た と 恩われる。

事例 E の 中学校では， い じ め ら れていた生徒は使い走 り を さ せ ら れた り . 異様な服装 を さ せ

ら れ た り してい じ めを受けて いたが， 学級の中には， 何が起 き て い る か も 知 ら な い生徒 も いた。

い じ めが身近に行われて い る こ と を知 り ， い じ めは許 さ れな い こ と であ る と 主張 し た り す る

に は， 学級の中でだれ も が 自 由 に話がで き る雰囲気をっ く り ， 各 自 が事実を理解 し 話合いの

中で正 し く 判断で き る よ う にす る こ と であ る 。 そのためには， 見た り 聞いた り した こ と を基 に

子供た ち に学級の現状 と 課題の解決について考え さ せ， 子供た ち 自 身が問題点に気付 く よ う な

指導を行う こ と が大切であ る。

子供に情報を正 し く 受け止め る 力 と 判断力を培 う た め に も ， 日 々 の子供理解と情報を蓄積 し

適切な判断をす る こ と であ る 。

(2 ) 子供が情報を正 し く 判断する能力 を育成するための指導上の留意点

ア 学年 ・ 学級におけ る指導

(1) 人間と し ての教師の立場で子供 と接する

事例町の 中学校では， い じ めは絶対許 さ な い と い う 教師の姿勢が解決への き っ かけ と な っ た。

こ の教師は， かつて 自 分 も い じ め られた経験があ り ， い じ め ら れる苦 しみやつ ら さ を 自 ら の体

験 を交えて. r見て見ぬふ り をす る の も い じめであ り ， グルー プをつ く っ て一人をい じ め る の

は許せな い。 J と 生徒た ち に真剣に訴えた。 こ の教師の毅然 と し た態度に生徒たちの共感が得

ら れた。

( イ ) 子供が 自分の考え を表現で き る力をつける

学校教育において， 普段か ら子供が主体的に情報を受信 し た り ， 発信 した り で き る 態度 と 能

力 を培 う こ と が， い じめの情報を正 し く 判断す る こ と につながる。

都立教育研究所の 「音声言語に よ る 表現力に関する 研究J (平成 6 年度) (住 13) では 「続き

話 をつ く る 」 指導事例があ る (お話 リ レ ー を し よ う 〔小学校第 2 学年) ) 。 この事例では. 4 

人 の グ ルー プに よ る 対話の学習やグルー プ ご と の カ セ ッ ト テ ー プの活用 な ど， 指導方法の工夫

を し た こ と に よ り ， 児童は次の こ と を意識 して話すよ う に な っ た。

0 自分だけで話 さ ず， 相手の話をよ く 聞いて話す。

0 相手の話の内容を受けて， 話題か ら外れな いよ う に話す。

O 文末ま で は っ き り 話す。

0 相手に顔を向けて話す。

ま た， 教科等の指導以外に も ， 小 ・ 中学校での帰り の会や高等学校での シ ョ ー ト ホ ー ム ルー

ム の時間に， 自 分の考えや感 じ方を発表す る場を設けた り ， グルー プ ノ ー ト を読み合 っ て， 互

いの特性を見いだす場を設け た り す る こ と な ども有効であ る 。
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(ウ) 子供の心を聞 く 活動を工夫する

子供の間で， 話 し合 う 機会が十分でないた め， 互いの性格や生活状況についての情報を あ ま

り 得て いない。 し たが っ て， 子供が上ベだけの友達関係をっ く り ， 真の友情か育 っ てい な い こ

と も， い じめ問題の背景の一つ に あ る 。

そ こ で， 学級活動な どで互いの考えや生 き 方を学ぶ機会を意図的 ・ 計画的に設け， 子供一人

一人の表現力を高めた り ， 互いの よ さ を学び合わせた り す る こ と が必要であ る 。

事例 Vの中学校では， 生徒の問題行動 に 対 し て指導が徹底で き な か っ た教師に対 し. r中途

半端に指導 してはい け ない。 J と い う 校長の一言が教師を変えてい っ た。 移動教室を通 して生

徒 と 教師と の心の触れ合いの場を設定 し 生徒は 自 分が担 っ た役割を果たすなかで生 き 生 き と

活躍 し 心を開いてい っ た。 こ の こ と か ら， 子供がま ず心を開 く よ う にす る こ と の大切 さ が分

か る 。 心を開 く こ と で 自分の感 じ方や考え方を素直に伝え， それを受け止めよ う と す る こ と で，

子供は正 し い情報の受信の仕方， 発信の仕方を学んでい く こ と に な る 。

(1:) 言葉の重みを実感 さ せ る

教師は子供に言葉の重みを実感 さ せ る べ き で あ る 。 学級活動な どで子供が 「い じ め はやめよ

う 。 j と 言 っ た ら， こ れを受けて教師は 「 い じめがなぜな く な ら なか っ たのか。 J な ど と 問 い

返す こ と に よ り ， そ の言葉の重みを十分 に 自 覚 さ せ る こ と が大切で あ る 。

ま た， う わ さ や冗談か ら い じめにつながる事例 も見 られ る こ と か ら， 自分の発言に責任を も

たせ る指導 も 大切であ る 。 無責任な発言 と 思われた ら， 発言の真意を 問 う こ と に留意す る。

(才) 身近な情報を共有 し， 意思の疎通 を図る

事例町の中学校では， い じ めのサイ ン を発見 した教師が， す ぐ に学年の教師 と 協 力 して学年

集会を開 き . r い じめのあ る こ と ， い じ めは許さ れな い行為であ る こ と ， い じ めを知 っ て いて

止 め な いのはい じめてい る の と 同 じ であ る こ と J を生徒に伝え， 生徒がい じめであ る こ と を正

し く 判断でき る よ う に し た。

こ の事例では， 学年の教師が共同歩調を と っ た こ と ， 学年集会の場を設定 し， 正 し い情報を

伝え生徒が判断で き る よ う に し た こ と が重要であ る 。 正 し い情報を与え， 生徒 自 身に考え さ せ

る と い う こ と は， い じめを知 ら な か っ た男子が 自 分 自 身を振 り 返 る 機会 と な っ た。 い じ めを知

ら な か っ た男子の気持ちが次の言葉に表れて い る 。

0 差別 し な いで仲良 く す る こ と が大切であ る 。 o 自 分 も 悪 口 を言われた ら嫌にな る。

O 見て いないので， 分か ら ない。

こ れを読む と ， 見て見ぬふ り と い う 態度だけでな く ， い じめがあ る と い う 情報を知 ら な か っ

た こ と に も 大き な原因があ る。

ま た， 事例 I な どか ら， 教師は， 子供の状況が 日 々 変化 し て い る に も かかわ らず， 古い情報

を も と に して， 固定的な と ら え方で子供を見て い る 場合があ る。 そのため， 教師同士の情報の

共有化を図 り なが ら， 新 し い事態に対 して意思の疎通を図 る よ う にする。

イ 家庭 ・ 地域社会への は た ら きかけ

「 テ レ ビ番組につ いて， 保護者は倫理観を も っ て， 子供に番組の価値について話す こ と が必
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要ぜあ る 。 J と ， 多 く の教師が指摘 し て い る。 保護者が， 子供 と 一緒に テ レ ビを見なが ら そ の

番組の価値について話 し合 う こ と に よ り ， 子供の， も のの見方が広が り ， 適切な判断がで き る

よ う にな る 。

人間と し て生 き て い く う えで必要な倫理観を育成す る ために. 教 師 と 保護者は ど う した ら子

供が正 し い情報， 健全な情報を選択す る こ と がで き る かを話し合い， その結果を踏ま えて保護

者が家庭生活の中で実行す る こ と を働 き 掛け， 情報の Lつ けを推進す る こ と であ る 。

ま た， 学校は， い じめ問題につ いての情報色 地域社会に提供す る こ と で地域の人々 も い じ

めのサイ ン を発見 しやす く な り ， い じめ問題に対する地域社会 と の連携 も深ま っ てい く こ と に

な る。
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