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Ⅰ　いじめについての基本的な考え方

　学校いじめ防止基本方針（行動計画）

いじめの
定義

　「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は
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等が心身の苦痛を感じているもの
をいう。（いじめ防止対策推進法第２条）

Ⅱ　いじめを「未然に防止」するための年間計画

学校の
基本的な認識

⑴　いじめ防止等の対策により，すべての児童が安心して学校生活を送り，様々な活動に取り組むことができるようにする。
⑵　いじめが，いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて，児童が十分に理解できるようにする。
⑶　子どもの健全育成を図り，いじめのない子ども社会を実現するためには，学校，保護者，地域などがそれぞれの役割を自覚し，主体的かつ相互に
協力し，活動するようにする。

いじめ防止等
に向かう

学校の姿勢

目　　的　【例】

(3)いじめへの対処
　いじめを確認した場合，直ちにいじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保し，いじめたとされる児童に対して、事情を確認した上で適切に指導する等，組織的な対応を行う。
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実施時期

10
月

検証
（○ △ ×等）

学
年
末

具体的な取組 11
月

12
月

冬
季
休

１
月

２
月

９
月

３
月

教職員全員の公開授業

ア
　
学
校
・
教
職
員
の
責
務

　
　
と
し
て
取
り
組
む
こ
と

１　全ての子どもが参加・活躍
　　できるための授業改善

学級経営の充実

２　教職員自身の人権感覚の
　　向上のための校内研修

いじめに係る共通理解

３　いじめを予防する
　　相談体制の整備

校内研修の実施

教育相談の実施

研究授業の実施と分析

リーフレット・メッセージ集等を活用した学習

外部講師による講演会や授業

ふわふわ言葉の推進（集会・掲示物）

Ｑ－Ｕ・いじめアンケートの実施

社会体験や生活体験を学ばせる取組

ボイスシャワー等の実践

１　人とかかわることの喜びや
　　大切さに気づかせる指導

２　「いじめ」について学ばせる
　　計画的指導

人権学習・読書活動等の充実

委員会活動（常時的・季節的）の充実

ＨＰ・学校通信等での呼びかけ

学校の
現状と課題

　本校は，人権教育目標を「人とのつながりを通して、さまざまな人権意識を育成する」と設定し，本校の教育活動全体を通じて、一人ひとりの人権を大切にする取組みを
行ってきた。互いに聴き会い、関わり合う授業により、温かな支持的風土の学級がつくられている。しかし、軽率な言動で相手を傷つけることがあり、楽しい学級･学校づくりの
ために凡事徹底の取組が必要である。
　学校生活アンケートやQ-Uアンケート、毎日の日記等の取組で、外見とは違った気持ちの児童の認知やその対応について、教職員で研修を重ね、共通理解してきた。嫌な
思いをしている児童がいる場合には、組織的な対応を行い、事実関係の把握、個人や集団への対応、保護者や関係機関との協力体制等、いじめられた側の気持ちに寄り
添った対応を進めている。

児童会による自主的活動の支援

道徳・学級活動等をとおした常時指導

職場の関係づくり

地域での９年間を見据えた異学年交流

発達に課題のある児童の共通理解

イ
　
児
童

（
生
徒

）
へ
の
指
導

　
　
と
し
て
取
り
組
む
こ
と

全校集会や学年集会での呼びかけ

ウ
　
保
護
者
・
地
域
等
と

　
　
連
携
し
て
取
り
組
む

　
　
こ
と

２　家庭・地域からの情報を受
　　けやすい体制づくり

ＨＰ・学校通信等での呼びかけ

見守り隊等，地域団体との連携

３　いじめ防止の重要性につ
　　いての広報・啓発
　　（インターネットいじめを含む）

１　子どもたちが肯定的に認め
　　られる地域との関係づくり

地域行事への積極的参画

(1)いじめの防止
　いじめは，どの子どもにも起こりうることを踏まえ，より根本的ないじめ問題の克服のためには，すべての児童を対象としたいじめの未然防止の観点が重要であり，児童をいじめに向かわせること
なく，心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み，いじめを生まない土壌をつくるために，関係者が一体となった継続的な取組が必要である。すべての児童に「いじめは決して許され
ない」ことの理解を促し，児童の豊かな情操や道徳心，自分の存在と他の存在を等しく認め，お互いの人格を尊重し合える態度など，心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことが必要であ
る。

(2)いじめの早期発見
　いじめの早期発見は，いじめへの迅速な対処の前提であり，すべての大人が連携し，児童の些細な変化に気付く力を高めることが必要である。定期的なアンケート調査や教育相談の実施，児童
の委員会活動と連携した活動等により，児童がいじめを訴えやすい体制を整えるとともに，家庭，地域と連携して児童を見守る体制を整えている。

(4)家庭や地域、関係機関との連携
　社会全体で児童を見守り，健やかな成長を促すため，学校関係者と家庭，地域関係機関との連携が必要である。ＰＴＡや地域の関係団体等と学校関係者が，いじめの問題について協議する機会
を設ける等，いじめの問題について家庭，地域と連携した対策を推進する。また，より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができるようにするため，学校と家庭，地域が組織的に連
携・協働する体制を構築する。

３　自己有用感や自尊感情を
　　高める指導

児童の自主的活動への支援要請

地域講演会・学習会等の開催



ア　目的 「いじめ防止・対策委員会」を設置して，いじめの未然防止・早期発見への取組について協議し，今後の方策を決定する。

イ　構成メンバー

ウ　いじめ防止・対策委員会　年間活動計画（月１回以上　随時　開催） エ

年間指導計画の作成　教職員研修の計画

配慮の必要な児童についての情報交換と共通理解

Ｑ－Ｕ・いじめアンケートの実施と分析

いじめ防止プログラムの実施

２学期以降の活動の見直し

配慮の必要な児童についての情報交換と共通理解

いじめ問題への取組みについて，保護者・地域への発信・啓発

人権教育参観日の内容について協議・見直し

いじめアンケートの実施と分析

いじめ防止プログラム・学校評価の実施

アンケート等集計・分析

年間指導計画の集約・見直し

小中連携のための情報交換・次年度学年への引継ぎ情報の作成

家庭での様子や，交友関係等についての情報を提供してもらい，指導に生かす。

いじめの全体像を正確に把握し，必要に応じて当該児童等の属する集団への指導を適切に行う。

管理職・生徒指導担当・特別支援教育学校コーディネーター・各ブロック（低、中、高）・養護教諭・その他関係機関により組織する。

子どもや保護者の状況に応じて，相談機関等の活用も勧める。

解決のための責任の主体を組織に置く。教職員個人の責任や判断のみで対応しない。

いじめられている児童（生徒）の安全を最優先に考え，状況を把握し，本人や保護者の気持ちに寄り添った対応をする。

当該事案の解決のために最も有効となる役割分担を行い，迅速な対応を行う。

いじめの可能性を安易に否定することなく，常に事案発生の事態を念頭におき観察を継続する。

いじめ問題が起きた際は，家庭との連携をより密にし，学校の指導方針等を伝え，協力を求める。

日頃から学級・学校通信等を活用し，開かれた学校づくりに努め，家庭からの情報を受けやすい体制を整える。

交通安全会議・地区補導委員・民生委員等の地域団体との連携を深め，情報を受けやすい体制を整える。

ポスターや相談カード等で，学校外の相談窓口の所在を，生徒や保護者に周知する。

事実関係を早期に把握するための調査を行う。被害－加害の二者関係でなく，構造的に問題を捉える。

いじめ問題に取り組むための校内組織に遅滞なく情報を上げ，関係者からの情報を求めていく。

気になる児童への積極的な働きかけを行う。誰にでも相談できることを伝え，安心感を持たせる。

児童支援担当が集約し、情報の一元化を図る。（必要に応じ校内支援会を開催する）

個々の教職員で個別に判断することなく，気になる変化は記録ですばやく情報共有し，複数の視点で観察を継続する。

　いじめが疑われる事案が生じた場合は，校長
の判断により，対応チームを編成し，組織的な対
応で迅速な解決を図る。
　必要に応じて，教育委員会，警察，児童相談
所，医療機関，スクールカウンセラー，ＳＳＷ等と
の連携を図る。

通
年

い
じ
め
が
疑
わ
れ
る
事
案
が

生
じ
た
場
合

１
学
期

○対応チームの編成
＊事案に応じて，柔軟に編成する。

○対応方針の決定・役割分担
（１）情報の整理
（２）対応方針（保護者，関係機関との連携）
（３）役割分担

○事実の究明と支援・指導

○いじめの被害者，加害者，周囲の児童生徒への
指導

○保護者への説明と取組への連携協力を図る。

夏
季
休

２
学
期

３
学
期

校内支援会（月１回）
いじめ防止・対策委員会の定期的な開催（情報交換等を含む）
いじめの相談・通報の窓口としての役割
外部関係機関との連携のための連絡・調整

年芸西村立芸西小学校 令和 5

具体的な取組

いじめは、いつ・どこでも・だれにでも起こりうるものとして、児童のようすをしっかり観察し、把握に努める。

策定

Ⅲ　いじめを「早期発見」「早期解決」するための方策

目　的

4 月

検証

３　家庭・地域と連携した
　　見守りをする

イ
　
早
期
解
決
の
た
め
に

１　組織で対応する

ア
　
早
期
発
見
の
た
め
に

１　小さな変化や兆候に
　　気づく

２　気づいた情報を
　　確実に共有する

３　家庭・関係機関と連携して
　　取り組むこと

２　児童（生徒）へのケア・指導
　　としてやるべきこと

Ⅳ　いじめ問題に取り組むための校内組織（いじめ防止・対策委員会）

いじめた子には，「いじめは許されない」という毅然とした姿勢を持つと同時に，育成的な指導に努める。

Ⅴ　方針や取組の検証と評価について

　いじめ防止法34条の規定により，いじめの事実が隠蔽されず，実態の把握及び措置が適切に行われるよう，いじめの早期発
見，いじめの再発を防止する取組等に対して評価を行う。
　重点に評価する内容は以下の3点である。
　①いじめの防止及び早期発見の取組状況，②いじめへの対処の取組状況，③組織的体制の機能と組織的取組の状況


