
＝ いじめ防止基本方針 ＝ 

帯広市立啓西小学校 

学校いじめ防止基本方針を定める意義 

■ 教職員がいじめを抱え込まず，組織として一貫した対応となる 

■ 対応の方針を示すことで，児童生徒や保護者の安心感やいじめの抑止につながる 

■ 加害者への成長支援の観点を基本方針に位置付けることで加害者への支援につながる 

 

１．いじめについての基本的考え 

（１）いじめの定義 

  「いじめ」を次のように定義する。 

「児童に対して，当該児童が在籍する学校に在籍している等，当該児童と一定の人的関係にあ

る他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるも

のを含む。）であって，当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているもの」 

（２）解消に向けて 

   「いじめ」はあってはならないことであり，決して許されることではない。しかし，どの学校にお

いても，どの子どもにも起こりうる可能性があるとの認識を常に持ち，その防止・解消に向けて学校

は一丸となって取り組まなければならない。 

   いじめが「解消」の判断基準を設け，下記の２つの案件を満たす場合いじめが「解消している」と

する。 

その１ いじめに係る行為が止んでいること 

■ 心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の期間継続している 

   （※ 相当の期間とは少なくとも３か月を目安とする） 

■ いじめの被害の重大性等から必要な場合にはさらに長期の期間を設定する 

その２ 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

■ いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において，被害児童生徒がい 

じめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められる 

■ 苦痛を感じていないことを被害児童生徒本人及びその保護者に面談等で確認する 

 

    解消している状態に至った場合であっても，再発する可能性やいじめを受けたことによる心理

的な影響が容易には消えない場合も十分にあり得ることから，教職員は，当該いじめの被害児童生

徒及び加害児童生徒等を，日常的に注意深く観察する。 

     

（３）問題発生時の指導 

   「いじめ」発生時には，何よりも被害者を守るという意識に立ち，加害者に対しても自らの行動を

振り返らせ，「豊かな人間関係」や「健やかな心の育成」を図るため，粘り強く教育的指導を行う。

また，校内組織「いじめ防止対策委員会」に於いて対応・指導の方向性を協議し，更には教育委員会

との情報共有を速やかに行い，プライバシーに配慮しながら指導・対応に当たる。 

（４）児童や保護者・地域に対する情報発信と意識啓発 

   「学校いじめ防止基本方針」を策定し，その趣旨を理解してもらうため，学校 HPや学校だより等

を利用して公表し，適宜，情報発信を行う。 

※本校の対応キーワード：【鳥の目】【虫の目】【複数の目】 

 



２．いじめの未然防止と早期発見のための取組 

（１）いじめの把握・早期発見 

   担任による日常の観察（朝の出席確認等）を重視し，児童一人一人の心のサインをきめ細かくキャ

ッチするとともに，北海道教育委員会のアンケート調査に加え，本市独自のアンケート調査を実施

し，児童の状況を的確に把握する。 

  積極的な認知 

■ いじめは大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを認識し，ささいな

兆候であっても，いじめとの関連を常に考慮し，早い段階から複数の教職員で的確に関わる 

■ 「けんか」や「ふざけ合い」であっても，背景にある事情を把握し，被害性に着目して，い

じめに当たるか否かの判断をする 

（２）校内研修及び日常指導について 

   校内研修や職員会議において，いじめに関する各種資料等をもとに全教職員が危機感を共有し，

小さな予兆やサインを見逃さない校内体制を構築するとともに「つく指導」に心がける。また，外部

の専門家を招いての講演会や外部講師を招いての授業を積極的に取り入れ，指導内容のプログラム

化について理解を深める。 

（３）校内環境作り 

   挨拶運動や廊下歩行などの学校での約束事を大事に指導し，更に生命尊重・自尊感情の育成に向

けて道徳指導・授業の充実に努める。また，子どもの居場所づくりや絆づくりを進めることなどによ

り，児童にストレスを生まない，いじめが起きにくい校内環境づくりにも努め，ストレスをコントロ

ールする様々な方法についても研修する。 

（４）年間指導計画に位置付いた指導の充実 

   年間計画に位置づけた道徳の時間や学級活動等において「自他の生命」を大切にする指導や，多

様な価値観・異文化などを理解し認める指導の充実を図るなどし，「いじめ根絶」のための指導を

計画的に行う。 

（５）児童の理解・支援 

   児童の人間関係を客観的に捉えるため，「子ども理解支援ツール『ほっと』」を活用するなど

し，日常観察で把握しきれない児童の小さなサインを見逃がさない。 

（６）児童会の取組 

   児童自らが行動する意識を高める工夫を行い，校内においては児童会において「挨拶運動」「異学

年交流」への取組や「相談箱」の設置などいじめ撲滅の取組を充実させる。また，全市的な「いじめ・

非行防止サミット」へも積極的に参加する。 

（７）相談体制の充実及び相談員等との連携 

   児童と教職員の確かな信頼関係を築くことにより校内の相談体制を充実し，更に「心の教室相談

員や家庭訪問相談員，スクールソーシャルワーカー，スクールカウンセラー」等の相談窓口を児童や

保護者に周知し，帯広市教育委員会と連携し相談体制の充実に努める。 

（８）学校評価 

   学校評価に「いじめの防止」等に関する取組項目を設定し，児童や保護者のいじめに対する意識を

把握し，学校として定期的な意識向上を図るとともに，取組の不断の見直しを行う。 

（９）教職員の意識と責務 

   すべての児童が授業場面で活躍できるための授業改善に心がけ，学力向上やいじめ未然防止の観

点から児童一人一人が授業において生かされる指導に努める。 

 



■ 児童生徒理解を深め，児童生徒との信頼関係を築く。 

■ 児童生徒のささいな変化・兆候であっても，いじめとの関連を考慮し関わりをもつ。 

■ 不適切な認識や言動，差別的な態度や言動が児童生徒を傷つけたり，他の児童生徒 

によるいじめを助長したりすることのないよう細心の注意を払う。 

（１０）配慮が必要な児童 

■ 発達障がいを含む障がいのある児童 

■ 海外から帰国した児童生徒や外国人の児童生徒等外国につながる児童 

■ 性同一性障害や性的指向・性自認に関わる悩みや不安を抱える児童 

■ 東日本大震災により被災した児童生徒，原子力発電所事故により避難している児童 

■ 新型コロナウイルス感染の影響を受けている児童 

（１１）いじめの未然防止に向けた指導の留意点 

   ■ いじめの芽はどの児童生徒にも生じ得ることから，全児童生徒を対象とする 

■ いじめを自分のこととして捉え，考え，議論することで，いじめに正面から向き合 

えるよう指導を工夫する 

■ いじめの傍観者とならず，勇気をもって教職員へ報告するなど，いじめをやめさせ 

（１２）年間計画の策定 

   校内における取組内容の検証を行うため，調査の実施時期，会議の開催時期，それを踏まえた校内

研修会等の時期について決定する。 

３．いじめ発生時における取組 

（１）いじめを認知した場合は，速やかに「いじめ防止対策委員会」を開催し，第１に被害者を守る視点

に立ち，学校組織として全力で対応に当たる。 

（２）事実確認が容易でない場合は，保護者の確認のもと，臨時のアンケートや教育相談を実施する  

など迅速に状況把握を行い，学校の取組に関しての記録化を行う。 

（３）いじめを受けた児童が学校へ登校できない状況や教室に入れない状況が生じた場合は，学習サポ

ートの実施や心理カウンセリング等，児童や保護者の立場に立ったきめ細やかな教育的配慮を行う。 

（４）いじめを行った児童に対しては，複数の教師による意図的計画的な指導を行い，加えて道徳の時間

等において，傍観者となり得る児童に対して学級での全体指導を行う。 

（５）いじめを行った児童の保護者に対しては，いじめの定義を含め学校の指導に対して理解を得ると

ともに，家庭における指導に対しての助言を行う。 

（６）いじめを受けた児童の家庭に対しては，いじめの解決に向けた学校の取り組み状況について，適切

に情報提供を行う。 

（７）犯罪行為であると考えられる場合は，直ちに教育委員会と連携して関係機関(警察等)と組織的  

に対応する体制を取る。 

４．学校におけるいじめの防止等の対策のための組織 

 いじめの防止等を実効的に行うため，次の機能を担う「いじめ防止対策委員会」を設置する。 

 〈構成員〉 校長，教頭，学級担任，学年団，生徒指導部担当（児童支援），教務部担当，養護教諭 

       心の教室相談員 

 〈活 動〉  ①いじめの防止に関すること 

       ②いじめの早期発見に関すること 

       ③いじめ事案に対する対応に関すること 

 



・取組の実施，進捗状況の確認，定期的検証 

・教職員の共通理解と意識啓発 

・児童生徒や保護者・地域に対する情報発信と意識啓発，意見聴取 

・個別面談や相談の受け入れ，及びその集約 

・いじめやいじめが疑われる行為を発見した場合の集約 

・発見されたいじめ事案への対応等 

 〈開 催〉 ○定例職員会議において各学年の状況を交流し，いじめの兆候等があれば直ちに開催す

る。（現状や指導についての情報交換や研修，及び共通行動について話し合う） 

    ○いじめ事案発生時は緊急開催する。 

 

いじめ防止対策委員会＜定例＞ 
通年の取組 

時期 関連会議・取組 内容 

 ５月 児童理解交流会 
児童の様子，行動，友達とのかかわり方を全職員で共有

する。 

各学年の状

況交流 

 

チェックリ

ストを用い

た児童の日

常観察，未然

防止 

 ７月 定例職員会議 
いじめアンケートの結果をから，各事案を共有し，具体

的な対策等について協議する。 

 ９月 定例職員会議 
いじめの未然防止のついての道徳，特活授業の指導案，

資料提案 

１０月 児童理解交流会 
児童の様子，行動，友達とのかかわり方を全職員で共有

する。 

１１月 定例職員会議 
いじめアンケートの結果をから，各事案を共有し，具体

的な対策等について協議する。 

 ２月 定例職員会議 
いじめアンケートの結果をから，各事案を共有し，具体

的な対策等について協議する。 

 

５ 重大事態への対処について 

重大事態とは「生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」や「相当の期間学校を欠席する

ことを余儀なくされている疑い」がある場合。 

重大事態が発生した時（児童生徒や保護者からいじめられていて重大事態に至ったという申立

てがあったとき）は，国が示したフローチャートに従い次の対応を行う。 

 

①重大事態が発生した旨を帯広市教育委員会に速やかに報告する。 

②教育委員会と協議の上，当該事案に対処する組織を設置する。 

③上記組織を中心として，事実関係を明確にするための調査を実施する。 

④上記調査結果については，いじめを受けた児童・保護者に対し，事実関係その他の必要な 

情報を適切に提供する。 

 

 

 



いじめの早期発見のためのチェックリスト 

 

日常の行動や様子                                                 児 童 氏 名 

□ 遅刻・欠席・早退が増えた。・・・・・・・・・・・・・   〔          〕 

□ 保健室などで過ごす時間が増えた。又は，すぐに保健室 

に行きたがる。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   〔          〕 

□ 用もないのに職員室や保健室の付近でよく見かける。又 

は訪問する。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    〔          〕 

□ 教職員の近くにいたがる。・・・・・・・・・・・・・・  〔         〕 

□ 登校時に，体の不調を訴える。・・・・・・・・・・・・  〔         〕 

□ 休み時間に一人で過ごすことが多い。・・・・・・・・・  〔                 〕 

□ 交友関係が変わった。・・・・・・・・・・・・・・・・  〔                 〕 

□ 他の子の持ち物を持たされたり，使い走りをさせられた 

りする。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  〔                 〕 

□ 表情が暗く（さえず），元気がない。・・・・・・・・・   〔                 〕 

□ 視線をそらし，合わそうとしない。・・・・・・・・・・   〔                 〕 

□ 衣服の汚れや擦り傷，傷み等が見られる。・・・・・・・   〔                 〕 

□ 持ち物や掲示物等にいたずらされたり，落書きされたり， 

隠されたりする。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   〔                 〕 

□ 体に擦り傷やあざができていることがある。・・・・・・   〔                 〕 

□ けがをしている理由を曖昧にする。・・・・・・・・・・   〔                 〕 

 

 

授業や給食の様子 

  □ 教室にいつも遅れて入ってくる。・・・・・・・・・・・   〔         〕 

□ 学習意欲が減退したり， 忘れ物が増えたりしている。・・   〔                 〕 

□ 発言したり，ほめられたりすると冷やかしやからかいがある｡ 〔                 〕 

□ グルーブ編成の際に，所属グループが決まらず，孤立する。  〔                 〕 

□ グループを編成すると机を離されたり避けられたりする。   〔                 〕 

□ 給食の際に配膳されなかったり，量を減らされたりする。   〔                 〕 

□ 食事の量が減ったり，食べなかったりする。・・・・・・    〔                 〕 

 

 

放課後の様子 

  □ 清掃時間に一人だけ離れて掃除している。・・・・・・・   〔                〕 

□ ゴミ捨てなどいつも人の嫌がる仕事をしている。・・・・   〔                〕 

□ 一人で下校することが多い。・・・・・・・・・・・・・   〔                〕 

 



         重大事態対応フロー図 

いじめの疑いに関する情報 
○第２２条「いじめ防止等の対策のための組織」でいじめの疑いに関する情報の収集と記録，共有 

  ○いじめの事実の確認を行い，結果を設置者へ報告 

重大事態の発生 
  ○学校の設置者に重大事態の発生を報告（※設置者から地方公共団体の長に報告） 

  ア）「生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」（児童生徒が自殺を企図した場合等） 

  イ）「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」（年間３０日を目安。一定期間連続して

欠席しているような場合などは，迅速に調査に着手） 

※「児童生徒や保護者からいじめられて重大な事態に至ったという申し立てがあったとき」 

学校の設置者が，重大事態の調査の主体を判断 

 学校が調査主体の場合   

  学校の設置者の指導・助言のもと，以下のような対応に当たる。 

● 学校の下に，重大事態の調査組織を設置 

   ※ 組織の構成については，専門的知識及び経験を有し，当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の

利害関係を有しない第三者の参加を図る事により，当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めることが求

められる。 

   ※ 第２２条に基づく「いじめの防止等の対策のための組織」を母体として，当該重大事態の性質に応じて適切な

専門家を加えるなどの方法も考えられる。 

  ● 調査組織で，事実関係を明確にするための調査を実施 

   ※ いじめ行為の事実関係を，可能な限り網羅的に明確にする。この際，因果関係の特定を急ぐべきではなく，

客観的な事実関係を速やかに調査すべき。 

   ※ たとえ調査主体に不都合なことがあったとしても，事実にしっかりと向き合おうとする姿勢が重要。 

   ※ これまでに学校で先行して調査している場合も，調査資料の再分析や必要に応じて新たな調査を実施。 

  ● いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供 

   ※ 調査により明らかとなった事実関係について，情報を適切に提供。（適時・適切な方法で経過報告があること

が望ましい） 

   ※ 関係者の個人情報に十分配慮。ただし，いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠るようなことがあってはなら

ない。 

   ※ 得られたアンケートは，いじめられた児童生徒や保護者に提供する場合があること念頭に置き，調査に先立

ち，その旨を調査対象の在校生や保護者に説明する等の措置が必要。 

  ● 調査結果を学校の設置者に報告（※設置者から地方公共団体の長等に報告） 

   ※ いじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場合には，いじめを受けた児童生徒又はその所見をまと

めた文書の提供を受け，調査結果に添える。 

  ● 調査結果を踏まえた必要な措置 

 学校の設置者が調査主体の場合   

●設置者の指示のもと，資料の提出など，調査に協力する。 

 


