
伊集院北中学校いじめ防止基本方針 

 

はじめに 

 ここに定める「伊集院北中学校いじめ防止基本方針」は，平成 25年６月28日公布，平成 25年９月28日施行

された「いじめ防止対策推進法」の第 13条を踏まえ，本校におけるいじめ問題等に対する具体的な方針及び対策

等を示すものである。 

 

Ⅰ いじめ防止等のための対策に関する基本的な方向 

１ いじめの防止等の対策に関する基本理念 

   いじめは，子どもの人権に関わる重大な問題であり，全ての生徒に関係する問題である。いじめの防止等

の対策は，いじめが，いじめられた生徒の心身に深刻ない影響を及ぼす許されない行為であることについて，

生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。一方で，生徒は学校生活における様々

な人間関係の課題に直面しながら，個人として，あるいは集団として関係を調整しつつ課題を解決していく。

学校教育におけるそうした普遍的な営みこそが，いじめの問題の解決においても重要であり，教育活動全体

を通じて，いじめを許さないという一人一人の心と，集団としての問題解決ができる力を育てることを大切

にしなければならない。 

   なお，いじめの防止等の対策は，いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に重要であること

を認識しつつ，学校，地域住民，家庭その他の関係者の連携の下に取り組まなければならない。 

２ いじめの定義 

「いじめ防止対策推進法」（平成 25年法律第71号） 

（定義） 

第２条 この法律において「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。 

２ この法律において「学校」とは，学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する小学校，

中学校，高等学校，中等教育学校及び特別支援学校（幼稚部を除く。）をいう。 

３ この法律において「児童等」とは，学校に在籍する児童又は生徒をいう。 

４ この法律において「保護者」とは，親権を行う者（親権を行う者のないときは，未成年後見人）をいう。 

 ※ 「一定の人間関係」とは，学校の内外を問わず，当該児童生徒が関わっている仲間や集団（グループ）

などとの人的関係を指す。 

 ※ 「物理的な影響」とは，身体的な影響のほか，金品をたかられたり，隠されたり，嫌なことを無理矢

理させられたりすることなどを意味する。けんかは除く。 

⑴ いじめの認知 

○ 特定の教職員にのみによることなく，第 22条の「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」

を活用して行う。 

  ⑵ いじめの判断 

   ○ 表面的・形式的に行わない。 

   ○ いじめられた生徒の立場に立つ。 

   ○ 「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることがないように努める。 

   ○ いじめられていても，本人がそれを否定する場合もあることを踏まえ，生徒の表情や様子をきめ細か

く観察するなどして確認する。 

   ○ いじめられた生徒本人や周辺の状況等を客観的に確認する。 

   ○ いじめられた生徒の感じる被害性に着目して見極める。 

    ・ 外見的には“けんか”や“ふざけ合い”のように見える場合など 

    ・ インターネット上で悪口を書かれた生徒がそのことを知らずにいるような場合など 

   ○ いじめに当たると判断した場合にも，全てが厳しい指導を要するとは限らない。 

    ・ 好意から行った行為が心身の苦痛を感じさせてしまったような場合など 

    ・ お互いの人間関係のトラブルの積み重ねに起因している場合など 



【いじめの態様（例）】 

 ○ 冷やかしやからかい，悪口や脅し文句，嫌なことを言われる（本人に直接ではなくとも，明らかに，

特定の人物に対して言っていると判断される場合も含める） 

  ・ 不快に感じるあだ名をつけられ，しつこく言われる 

  ・ 容姿や言動について，不快なことを言われる 

  ・ 「消えろ」「死ね」などと存在を否定されることを言われる 

 ○ 仲間はずれ，集団による無視をされる 

  ・ 遊び活動の際，集団の中に入れない 

  ・ わざと会話をしない 

  ・ わざと気付かないような素振りをする 

  ・ 席を離す，避けるように通る 

 ○ 軽くぶつかられたり，遊ぶふりをして叩かれたり，蹴られたりする 

  ・ ぶつかるように通行する，通行中に足をかけられる 

  ・ 遊びと称して，よく技をかけられたり，叩かれたり，痛みをともなうような遊びを強要される 

  ・ 叩かれたり，蹴られたり，首を絞められたりすることが繰り返される 

 ○ ひどくぶつかられたり，叩かれたり，蹴られたり，絞められたりする 

 ○ 金品を隠されたり，盗まれたり，壊されたり，捨てられたりする 

  ・ 靴を隠される 

  ・ 筆記用具を何度も借りる，また，それらが返却されない 

  ・ 無断で繰り返し借用する 

  ・ 言いがかりをつけて，金品を要求してくる 

 ○ 嫌なことや恥ずかしいことを，危険なことをされたり，させられたりする 

  ・ 机や壁に誹謗中傷を書かれる 

・ 人前で衣服を脱がされる 

  ・ 脅かされて万引き等させられる 

 ○ パソコンや携帯電話等を使って，誹謗中傷や嫌なことをされる 

  ・ ＳＮＳやコメント欄に誹謗中傷や事実と異なることを書かれたり，個人情報や恥ずかしい画像を掲載さ

れたりする 

  ・ いたずらや脅しのメールを送られる 

  ・ ＳＮＳのグループからわざと外される 

３ いじめ防止等に関する基本的な考え方 

⑴ いじめの防止 

（いじめの禁止） 

第４条 児童等は，いじめを行ってはならない。 

（学校におけるいじめの防止） 

第15条 学校の設置者及びその設置する学校は，児童等の豊かな情操と道徳心を培い，心の通う対人交流の

能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ，全ての教育活動を通じた道徳教育及び体

験活動等の充実を図らなければならない。 

２ 学校の設置者及びその設置する学校は，当該学校におけるいじめを防止するため，当該学校に在籍する

児童等の保護者，地域住民その他の関係者との連携を図りつつ，いじめの防止に資する活動であって当該

学校に在籍する児童等が自主的に行うものに対する支援，当該学校に在籍する児童等及びその保護者並

びに当該学校の教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発その他

必要な措置を講ずるものとする。 

ア 全ての生徒を対象としたいじめの未然防止の観点 

    ○ 「どのようなことがいじめなのか」，「いじめは決して許されない」ということの理解を促す。 

○ 豊かな情操や道徳心，自分の存在と他人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。 

○ いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し，その改善を図り，ストレスに適切に対処できる力

を育てる。 

イ 学校の取組 

    ○ 生徒及び保護者との信頼関係を構築する。 



○ 全ての生徒が安心でき，自己有用感や自己肯定感を感じられる学校生活づくりに努める。 

    ○ 学校行事や日頃の係活動から，達成感や充実感が得られるような活動内容の工夫を図る。 

    ○ いじめの防止のための生徒の自主的な取組や生徒会活動を支援する。 

    ○ いじめの防止の重要性を生徒，教職員，保護者等に対し，資料等を活用して学習・研修，啓発を行

う。 

⑵ いじめの早期発見 

（いじめの早期発見のための措置） 

第16条 学校の設置者及びその設置する学校は，当該学校におけるいじめを早期に発見するため，当該学校

に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は，いじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制の整備に必要な施策を

講ずるものとする。 

３ 学校の設置者及びその設置する学校は，当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の

教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制（次項において「相談体制」という。）を整備するも

のとする。 

４ 学校の設置者及びその設置する学校は，相談体制を整備するに当たっては，家庭，地域社会等との連携

の下，いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとす

る。 

ア 早期発見に向けて 

    ○ 全ての大人が連携し，生徒のささいな変化に気付く力を高める。 

    ○ いじめは大人が気付きにくい時間や場所で行われたり，遊びやふざけ合いを装って行われたりする

などの態様であることを認識する。 

    ○ 些細な兆候であっても，いじめではないかとの疑いをもって，早い段階から的確に関わりをもつ。 

    ○ 大人の価値観で，いじめを隠したり軽視したりすることなく，積極的にいじめを認知する。 

イ 学校の取組 

    ○ 定期的なアンケート調査や教育相談の実施，相談窓口の周知等により，生徒がいじめを訴えやすい

体制を整える。 

    ○ 地域や家庭と連携して生徒を見守る。 

    ○ いじめ防止対策基本方針を学校ホームページに掲載するとともに，その内容を入学時，各年度の開

始時に生徒，保護者，関係機関に説明する。 

⑶ いじめへの対処 

（いじめに対する措置） 

第23条 学校の教職員，地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は，

児童等からいじめに係る相談を受けた場合において，いじめの事実があると思われるときは，いじめを受

けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。 

２ 学校は，前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けている

と思われるときは，速やかに，当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずると

ともに，その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。 

３ 学校は，前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には，いじめをやめ

させ，及びその再発を防止するため，当該学校の複数の教職員によって，心理，福祉等に関する専門的な

知識を有する者の協力を得つつ，いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行っ

た児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。 

４ 学校は，前項の場合において必要があると認めるときは，いじめを行った児童等についていじめを受け

た児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が

安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。 

５ 学校は，当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては，いじ

めを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう，い

じめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 

６ 学校は，いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携して

これに対処するものとし，当該学校に在籍する児童等の生命，身体又は財産に重大な被害が生じるおそれ

があるときは直ちに所轄警察署に通報し，適切に，援助を求めなければならない。 



ア いじめが認知された場合の対応 

    ○ 組織的な対応を行う。 

    ○ いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保する（秘密を守る）。 

    ○ いじめたとされる生徒に対して事情を確認した上で，適切に指導する。 

    ○ 家庭や教育委員会への連絡・相談や事案に応じて関係機関と連携する。 

イ 学校の体制整備 

    ○ 日頃から，いじめを把握した場合の対処の在り方について，理解を深めておく。 

  ⑷ 教職員の資質向上 

（学校の設置者の責務） 

第７条 学校の設置者は，基本理念にのっとり，その設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な

措置を講ずる責務を有する。 

（学校及び学校の教職員の責務） 

第８条 学校及び学校の教職員は，基本理念にのっとり，当該学校に在籍する児童等の保護者，地域住民，

児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ，学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとと

もに，当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは，適切かつ迅速にこれに対処

する責務を有する。 

ア 教職員の資質向上 

    ○ いじめ問題の解決には一人一人の教職員の力量に期するところが極めて大きいことから，研修等を

通して資質向上を図る。 

    ○ いじめ問題に対し，正しい共通認識及び適切な対処を行うため，いじめへの対処の在り方について，

理解を深めておく。 

   イ 学校の体制整備 

    ○ 教職員がいじめ問題に対して，態様に応じた適切な対処ができるよう，教職員の研修機会を充実さ

せる。 

    ○ 心理や福祉の専門家を活用して，教職員のカウンセリング能力等の向上のための校内研修等を充実

させる。 

  ⑸ 家庭，地域との連携 

（保護者の責務等） 

第９条 保護者は，子の教育について第一義的責任を有するものであって，その保護する児童等がいじめを

行うことのないよう，当該児童等に対し，規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努め

るものとする。 

２ 保護者は，その保護する児童等がいじめを受けた場合には，適切に当該児童等をいじめから保護するも

のとする。 

３ 保護者は，国，地方公共団体，学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措

置に協力するよう努めるものとする。 

４ 第一項の規定は，家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず，また，

前三項の規定は，いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の責任を軽減するものと解

してはならない。 

ア 家庭との連携 

    ○ ＰＴＡや地域の関係団体と，いじめの問題について協議する機会を設ける。 

    ○ いじめの問題について，規範意識の醸成など，家庭と連携した対策を推進する。 

    ○ いじめの解消の判断は，いじめに係る行為が少なくとも３か月止んでおり，被害生徒が心身の苦痛

を感じていないかを被害生徒，保護者に面談で確認する。 

   イ 地域との連携 

    ○ 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，学校と地域と家

庭が組織的に連携・協働する体制を構築する。 

   

 

 



⑹ 関係機関との連携 

（関係機関等との連携等） 

第17条 国及び地方公共団体は，いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援，いじめを行った児

童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が関係者の連携の

下に適切に行われるよう，関係省庁相互間その他関係機関，学校，家庭，地域社会及び民間団体の間の連

携の強化，民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めるものとする。 

   ア 連携の必要性 

    ○ 学校や教育委員会の指導により十分な効果を上げることが困難な場合などには，関係機関（警察，

児童相談所，医療機関，法務局，各種相談機関等）との適切な連携を図る。 

   イ 連携に向けて 

    ○ 警察や児童相談所等との適切な連携を図るために，日頃から，関係機関の担当者の窓口交換や連絡

協議会の開催など，情報共有体制を構築しておく。 

    ○ 法務局など，学校以外の相談窓口についても生徒へ適切に周知する。 

   ウ 連携する機関及び連絡先 

関 係 機 関 電話番号 

日置市教育委員会 ２４８－９４３１ 

日置警察署 ２７３－０１１０ 

県総合教育センター教育相談課 ２９４－２２００ 

県中央児童相談所 ２６４－３００３ 

かごしま教育ホットライン24 0120-783-574/0120-0-78310 

鹿児島いのちの電話 ０９９－２５０－７０００ 

子どもの人権１１０番（鹿児島地方法務局） ０１２０－００７－１１０ 

18さいまでの子どもがかける電話チャイルドライン（子ども専用） 
(認定特定非営利活動法人チャイルドライン支援センター） 

０１２０－９９－７７７７ 

 

Ⅱ いじめ防止等のための対策に関する内容 

１ いじめ防止等のための本校の施策 

⑴ いじめ対策委員会の設置 

日頃からいじめの問題等，生徒指導上の課題に関して組織的に対応するために設置している組織である

「生徒指導委員会」を，いじめ防止等の措置を実効的に行う組織に充てる。 

   ア 目的 

いじめの防止，いじめの早期発見及び「いじめ０（ゼロ）」対策を推進することで，いじめ防止を啓発，

未然防止するための対策を総合的かつ効果的に対応することを目的とする。 

   イ 組織構成 

     通常は，いじめ対策主任を生徒指導主任として，校長，教頭，各学年主任，各学年生徒指導係，養護

教諭で構成する。状況に応じて学級担任，副担任，部活動顧問等の関係の深い教職員を追加するように

する。 

     さらに，重大事態への対応として，当該事案の性質に応じて適切な専門家を加えるなど心理や福祉の

専門家，スクールカウンセラー，学校評議員，児童・民生委員等，外部専門家が参加しながら対応する。 

 

   ウ 運営 

     毎週水曜日に生徒指導委員会内で，いじめ対策委員会を兼ねる。いじめ予防の観点から，適宜，話合

いを行う。内容については全職員に報告し，共通理解を図る。 

     必要に応じて関係機関を招集し，臨時のいじめ対策委員会を行い，迅速かつ適切に，また組織的に対

応を図る。 



  ⑵ 学校におけるいじめ防止等に関する取組 

   ア いじめの未然防止 

    ① 教職員の取組 

     ・ 規範意識の向上と自己指導能力の育成 

       北中スタンダードを中心として基本的生活習慣を確立させ，規範意識を向上させる。また，主体

的な生徒会活動を支援することで，生徒の自己指導能力を育成する。 

     ・ 道徳教育，特別活動等による支持的風土の育成 

       いじめ問題を自分のこととして捉え，考え，議論する道徳科の充実により，道徳的判断力を養う。

また，特別活動等を通して達成感や成就感，連帯感を味わわせることで，お互いを認め，支持する

風土を育成する。 

     ・ 行事を通して，集団の連帯感を高めさせる取組 

       行事に学年や学級の集団の一員として取り組むことで，学年や学級の絆づくりを行い，責任感や

連帯感を高めさせる。 

    ② 生徒の取組 

     ・ 生徒会活動を中心とした学校生活への主体的な取組 

       ７つの生徒会専門部を中心に，学校生活に関連したそれぞれの努力目標達成に向けて，主体的に

取り組むことで，規範意識をお互いに高め，自己指導能力を培う。 

    ③ 保護者の取組 

     ・ ＰＴＡ活動の充実 

       ＰＴＡ活動を充実させることで，保護者が学校・生徒と積極的に関わり，教職員と一体となって，

子どもの成長を見守り，安心感を与える。 

   イ 早期発見 

    ① 教職員の取組 

     ・ 日常的な生徒の様子の把握 

       毎朝の健康観察，生活の記録，休み時間，給食等の様子を把握し，生徒の小さな変化を見逃さな

い。 

     ・ 定期的な教育相談，アンケート調査実施 

       定期の教育相談や二者相談，いじめアンケート，Ｑ－Ｕや学校楽しぃ―とを利用した客観的な分

析等を通して，生徒の様子を把握する。また，必要に応じて，個別相談やアンケートの実施を行う。 

     ・ 教職員間の連携 

       学年職員朝会や学年部会（不定期）で事例報告を学年間で共有した後，学年生徒指導係は，週１

回行われる，いじめ対策委員会（生徒指導委員会）で報告する。また，その内容は，文書等で，確

実に全職員に伝え，情報の共有を図る。また，企画委員会や生徒指導委員会，心の教育推進委員会

においても，情報交換を密にし，生徒の変化を全職員で共有する。 

    ② 生徒の取組 

     ・ いじめを許さない，正義の通る学年，学級づくり 

     ・ いじめを許さないという強い意志をもち，相手を思いやり，いじめがあれば，すぐに相談したり，

伝えたりする雰囲気を学年，学級でつくる。 

    ③ 保護者の取組 

     ・ 子どもの小さな変化への気付き 

       家庭での子どもの様子を把握し，小さな変化を見逃さないようにする。 

     ・ 教職員や関係機関との連携，相談 

       子どもの小さな変化に気付いたら，教職員や関係機関に相談したり，連携を図ったりするなどし

て迅速な対応ができるようにする。 

  

ウ 早期対応 

   ① 「組織」を核とした対応 

いじめを認知した場合には，速やかに事実の確認を行い，学年部・生徒指導部を中心に迅速，かつ組

織的に対応する。また，必要に応じて臨時のいじめ対策委員会を設定する。 

「組織」を核として，情報の共有を図るとともに，いじめを受けた生徒への支援，いじめを行った生

徒への指導，周囲の生徒へのケア等について，教職員の役割分担を明確にし，必要に応じて市教育委員

会へ報告し，指導・助言を受ける。 



   ② いじめを受けた生徒への対応 

いじめを受けたという生徒の安全を直ちに確保し，いじめを受けた生徒の側に立ち，絶対に守りとお

すという姿勢を明確に伝え，共感しつつ話をよく聴き，いじめの内容や関係する生徒などの事実関係を

明らかにする。 

また，具体的な対応を示し，安心感を与えるとともに，注意深く見守り，安心感をもたせながら支援

を行う。必要に応じて，スクールカウンセラーや教育相談員等を活用し，生徒の心のケアを図る。 

   ③ いじめを行った生徒への対応 

いじめを行った生徒からも，十分に話を聴き，いじめの内容や関係する生徒などの事実関係を明らか

にする。 

その後，いじめは人間の生き方として絶対に許されない，卑怯な行為であることを理解させて，すぐ

にいじめをやめさせるとともに，傷ついた相手の気持ちを理解させ，心から謝罪できるように指導する。 

さらに，学校の「組織」が中心となって組織的・継続的に見守り，指導を徹底していく。そのために

必要に応じて，スクールカウンセラーや教育相談員等を活用し，生徒の心のケアを図る。 

   ④ いじめを通報した生徒等への対応 

     学校は，通報した生徒のプライバシーが完全に守られるよう，十分に配慮する。また，勇気をもって

教職員にいじめを通報した生徒を十分に称賛するとともに，守り通すことをはっきり伝え，いじめを通

報した生徒の安全を確保するための取組を徹底する。 

   ⑤ いじめを行った集団及び周囲の生徒への対応 

     いじめている生徒のまわりで，一緒になって見ていることなどは，いじめ行為と同じであることを理

解させる。さらに，いじめられている生徒の気持ちになって考えると，何もしないでいることは，いじ

めを行ったのと同じように思われることに気付かせる。 

     また，いじめは他人事ではなく，自分の，問題として考えさせるとともに，いじめを見かけたら，す

ぐに知らせる勇気をもたせる指導を行う。 

   ⑥ 保護者への対応 

     いじめを受けた生徒の保護者に対しては，家庭訪問し，丁寧に状況を説明するとともに，学校として

の取組方針を伝え，誠実に対応する。 

     いじめを行った生徒の保護者に対しても，家庭訪問し，丁寧に状況を説明するとともに，学校として

の指導方針を伝え，協力を求める。 

     学校は，双方の保護者とともに連携を密にし，謝罪の場を設けるなど，誠意を尽くした対応を続ける

とともに，保護者の心のケアを図るため，必要に応じて，スクールカウンセラーや教育相談員等を活用

する。 

   ⑦ 地域や家庭，関係機関等への対応 

     学校運営協議会，ＰＴＡ等地域の関係団体等と，いじめ問題について協議する機会を設けたりするな

ど，いじめ問題に対して地域や家庭と連携した対策を日頃から推進することが必要である。また，いじ

めを発見した場合は，必要に応じて協力を依頼する。 

     さらに，いじめの問題における指導において，十分な効果を上げることが困難な場合などには，児童

相談所や警察などの関係機関との適切な連携を図る。 

２ 重大事態発生時の緊急対応 

  ⑴ 重大事態の意味 

   ○ 生命，心身又は財産に重大な被害が生じた場合（法第 28条第１項第１号に係る事態） 

   ・ 生徒が自殺を企図した場合 

   ・ 身体に重大な障害を負った場合 

   ・ 金品等に重大な被害を被った場合 

   ・ 精神症の疾患を発症した場合 

    いじめを受けた生徒の状況に着目して判断する。 

   ○ 相当の期間，学校を欠席することを余儀なくされている場合（法第 28条第１項第２号に係る事態） 

不登校の定義を踏まえ，年間 30日を目安とする。ただし，生徒が一定期間，連続して欠席しているよ

うな場合には，上記目安に関わらず，市教育委員会又は学校の判断により，迅速に調査に着手する。 

     生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは，重大事態が発生した 

ものとして報告・調査等にあたる。 



 ⑵ 重大事態への緊急対応 

   ア 重大事態の緊急対応のための組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 重大事態の報告 

    重大事態を認知した場合，学校は市教育委員会に報告する。 

  ウ 全校体制による緊急対応 

    学校の「いじめ対策委員会」は，市教育委員会と連携して全校体制で対応する。 

   ・ 事態の状況確認，情報収集，情報整理 

   ・ 生徒の状況確認と支援・指導，生徒・保護者・教職員の心のケア 

   ・ ＰＴＡ，警察等との連携 

  ⑶ その他の留意事項 

   ア 心のケア 

いじめられた生徒及びその保護者はもちろんのこと，調査そのものが調査対象の生徒や保護者に心的

負担を与えることも考慮し，調査の実施と並行して，スクールカウンセラーや専門家の派遣を依頼する。 

   イ 調査にあたっての説明 

    ① いじめられた生徒及びその保護者に対して 

     ・ 調査方法や調査内容についても，十分説明し，合意を得ておく。 

     ・ 調査経過についても，適時・適切な方法で報告する。 

    ② 調査対象の生徒及びその保護者に対して 

     ・ 調査によって得られた結果については，分析・整理した上で，いじめられた生徒及びその保護者

に情報提供する旨を十分説明し，承諾を得ておく。 

   ウ 報道取材等への対応 

プライバシーへの配慮を十分に行い，事実に基づいた，正確で一貫した情報を提供するために，学校

と市教育委員会が十分連携して対応する。 

なお，自殺については，連鎖（後追い）の可能性を踏まえ，ＷＨＯ（世界保健機関）による自殺報道

への提言を参考にする。 

   エ 実践への意欲喚起 

伊集院北中学校いじめ防止基本方針を，学校ホームページで公表し，生徒一人一人のいじめの防止へ

の理解と認識を深め，実践への意欲喚起を図ることができるようにする。 

重大事態緊急対応員会 

  校長    教頭    三主任    学年主任  

外部窓口：教頭    校内窓口：生徒指導主任 

○ＰＴＡ，警察等との連携 

  

ＰＴＡ係 
生活指導部 

○事態の状況確認 

○情報収集 

○情報整理 

  生活指導部 

○生徒の状況確認と支援，指導 

○生徒・保護者・教職員の心のケア 

  

心の教育推進係 


