
盟
友
八
木
原
さ
ん
が
亡
く
な
ら

れ
て
、
三
十
年
を
超
え
た
。
「
ヤ

ギ
さ
ん
、
カ
ズ
さ
ん
で
が
ん
ば
ろ

う
」
を
合
言
葉
に
懸
命
に
努
力
し

た
時
代
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。

相
談
員
の
な
か
に
は
、
自
動
車

の
免
許
を
と
っ
て
い
な
い
方
も
お

ら
れ
、
時
間
を
工
夫
し
て
自
動
車

学
校
に
通
わ
れ
る
こ
と
を
奨
め
た
。

な
か
で
も
、
八
木
原
さ
ん
は
、

相
談
の
時
間
を
惜
し
み
惜
し
み
、

そ
の
あ
と
、
教
習
さ
れ
た
の
で
免

許
取
得
に
時
間
を
費
や
し
た
。

あ
る
日
、
嬉
し
そ
う
に
免
許
証

を
手
に
入
れ
た
こ
と
、
新
車
を
購

入
し
た
こ
と
を
話
さ
れ
た
。

「
そ
れ
は
よ
か
っ
た
な
あ
」

そ
れ
か
ら
何
十
日
か
の
後
、
昼

時
、
「
こ
の
前
、
た
い
へ
ん
だ
っ

た
」
と
ボ
ソ
ボ
ソ
話
さ
れ
始
め
た
。

「
ど
う
し
た
ん
。
な
ん
の
こ
と
？
」

「
い
や
、
免
許
は
と
っ
た
し
、
車

も
買
っ
た
の
で
、
記
念
に
ド
ラ
イ

ブ
を
し
よ
う
か
と
妻
と
話
し
た
」

「
へ
え
・
・
・
。
す
ご
い
な
あ
。

新
車
で
取
り
立
て
免
許
の
腕
前
で
・
・
・
」

と
冷
や
か
し
な
が
ら
問
い
か
け
た
。

「
と
こ
ろ
で
、
ど
こ
へ
行
っ
た
ん
？
」

「
い
や
は
や
、
高
知
の
四
万
十
川

の
あ
た
り
ま
で
行
こ
う
と
、
妻
が

言
う
も
ん
だ
か
ら
」

「
ヘ
エ
・
・
・
。
す
ご
い
な
あ
。

取
り
立
て
免
許
の
腕
で
・
・
・
」

「
そ
れ
が
・
・
・
、
ま
あ
、
え
ら

い
こ
と
に
な
っ
て
・
・
・
」

妻
が
聞
い
て
き
た
話
で
「
高
知

の
四
万
十
川
の
源
流
あ
た
り
に
温

泉
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
閑
静
で
素

敵
な
と
こ
ろ
ら
し
い
。
そ
こ
が
い

い
」
と
。

「
初
め
て
の
遠
出
に
し
た
ら
、
少

し
心
配
で
は
あ
っ
た
ん
だ
け
ど
・
・
・
」

「
事
故
で
も
起
こ
し
た
ん
か
な
？
」

「
そ
れ
が
、
瀬
戸
大
橋
を
渡
る
あ

た
り
ま
で
は
、
カ
ッ
コ
よ
く
、
す

べ
て
順
調
で
快
適
。
妻
は
歓
声
を

上
げ
て
大
変
な
ご
機
嫌
。
ぼ
く
は
、

景
色
を
眺
め
る
余
裕
な
ど
な
く
、

ひ
た
す
ら
、
前
後
左
右
へ
し
っ
か

り
と
、
目
配
り
し
な
が
ら
、
慎
重

に
運
転
し
た
」

「
よ
う
行
っ
た
な
あ
、
り
っ
ぱ
な

も
ん
じ
ゃ
が
」

「
こ
こ
ら
あ
た
り
ま
で
は
な
あ
・
・
・
。

そ
れ
が
四
万
十
川
の
道
を
カ
ッ
コ

よ
く
（
？
）
上
っ
て
い
た
ら
、
向

こ
う
か
ら
大
き
な
外
車
が
来
て
止
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ま
っ
た
」

「
ほ
う
？
」

「
よ
く
見
る
と
、
運
転
し
て
い

た
の
は
外
国
人
の
よ
う
だ
っ
た
。

一
本
道
で
の
大
き
な
車
。
す
ぐ

横
を
川
が
流
れ
、
道
も
そ
ん
な

に
広
く
な
い
。
」

「
ど
う
し
よ
う
か
。
相
手
を
見

る
と
、
何
回
も
深
々
と
頭
を
下

げ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
し
か

し
、
当
方
も
免
許
取
り
立
て
、

や
っ
と
こ
こ
ま
で
来
た
の
に
・
・
・
。

降
り
て
話
そ
う
と
し
た
が
、
相

手
は
日
本
語
は
ほ
と
ん
ど
だ
め
、

こ
っ
ち
は
英
語
は
だ
め
。
」

「
そ
れ
は
大
変
だ
っ
た
な
あ
、

そ
れ
で
、
そ
れ
で
ど
う
し
た
の
？
」

身
振
り
手
振
り
、
口
角
泡
を

飛
ば
し
な
が
ら
、
技
術
不
足
を

説
明
し
た
。

「
実
は
免
許
取
り
立
て
の
初
め

て
の
運
転
で
こ
こ
ま
で
来
た
。

バ
ッ
ク
も
ま
だ
上
手
く
で
き
な

い
。
そ
ち
ら
の
方
で
バ
ッ
ク
し

て
も
ら
え
な
い
か
」
と
。

「
片
言
の
英
語
と
日
本
語
の
や

り
取
り
の
様
子
か
ら
で
は
な
か

な
か
分
か
っ
て
も
ら
え
な
い
。

そ
の
上
、
相
手
も
初
心
者
で
あ

る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
ん
だ
」

「
ヘ
エ
・
・
・
」

会
話
の
様
子
を
想
像
し
な
が

ら
、
話
が
可
笑
し
く
て
、
つ
い

つ
い
笑
っ
て
し
ま
っ
た
。
結
局
、

「
小
さ
い
ほ
う
の
ぼ
く
の
新
車

を
道
の
山
際
の
雑
木
の
な
か
へ
、

大
切
に
大
切
に
、
慎
重
に
慎
重

に
、
恐
る
恐
る
み
ん
な
の
力
を

寄
せ
合
っ
て
動
か
す
こ
と
に
し

た
。
相
手
は
ひ
と
り
、
女
性
は

見
る
だ
け
。
こ
っ
ち
は
フ
ウ
フ

ウ
い
い
な
が
ら
・
・
・
」

や
が
て
、
外
車
は
ク
ラ
ク
シ
ョ

ン
を
大
き
く
鳴
ら
し
な
が
ら
、

通
過
し
た
。
樹
の
枝
に
こ
す
ら

れ
て
満
身
傷
だ
ら
け
に
な
っ
た

新
車
を
前
に
・
・
・
。

「
腹
が
立
つ
や
ら
、
情
け
な
い

や
ら
・
・
・
」

大
き
な
声
で
は
笑
え
な
か
っ

た
け
れ
ど
、
と
に
か
く
無
事
な

旅
を
さ
れ
た
こ
と
に
拍
手
を
送
っ

た
。

な
ん
ば

か
ず
お

紙
面
の
都
合
で
花
言
葉
編
集
後
記
が
、
こ
こ
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

せんぶり

い
き
（
生
気
）
が
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
、
あ
る
国
で

の
少
し
前
の
話
で
あ
る
。
彼
は
、
羊
と
犬
を
伴
侶
に

し
て
、
人
生
に
さ
さ
や
か
な
喜
び
を
見
出
す
た
め
に
、

不
毛
の
地
に
、
生
命
の
息
吹
を
よ
み
が
え
ら
す
こ
と

を
思
い
立
っ
た
。

ド
ン
グ
リ
十
万
個
を
植
え
、
そ
の
う
ち
一
万
個
が
根

づ
く
だ
ろ
う
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
丁
寧
に
、
丁
寧

に
埋
め
込
ん
で
い
っ
た
。

（
う
）
ん
と
懸
命
に
が
ん
ば
っ
た
結
果
、
三
十
年
の

後
、
人
の
背
た
け
を
超
え
る
ほ
ど
の
、
ド
ン
グ
リ
の

大
き
な
林
が
育
っ
て
い
た
。

（
ふ
）
と
あ
の
木
を
植
え
た
羊
飼
い
の
こ
と
を
思
い

出
し
た
。

伴
侶
の
羊
や
犬
た
ち
も
、
も
う
い
な
か
っ
た
。
で
も
、

新
し
い
鳥
や
獣
が
歌
を
う
た
い
、
喜
び
の
鳴
き
声
を

あ
げ
て
い
た
。

っ
ぱ
な
美
し
い
林
が
、
そ
れ
は
そ
れ
は
見
事
に
出
来

あ
が
っ
て
い
た
。

Ｎ



こ
の
物
語
は
、
東
日
本
大
震

災
後
の
復
興
が
進
む
仙
台
で
発

生
し
た
連
続
殺
人
事
件
を
巡
り

日
本
の
生
活
保
護
制
度
の
欠
陥

に
迫
る
社
会
派
ミ
ス
テ
リ
ー
で
、

連
続

『
餓
死
』
殺
人
事
件
に

隠
さ
れ
た
あ
ま
り
に
も
切
実
な

真
実
に
、
怒
り
と
涙
な
し
に
は

観
ら
れ
な
か
っ
た
。

私
も
議
員
在
任
中
、
映
画
と

似
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
何
度
か

遭
遇
し
福
祉
事
務
所
の
職
員
と

大
喧
嘩
を
し
た
も
の
で
す
。
そ

れ
に
つ
け
て
も
人
と
の
つ
な
が

り
、
絆
、
愛
の
強
さ
に
感
動
し

た
。こ

の
映
画
は
、
選
挙
結
果
に

ず
た
ず
た
に
さ
れ
た
心
に
「
だ

か
ら
・
・
頑
張
ら
な
く
っ
ち
ゃ
」

と
奮
い
立
た
す
に
十
分
な
作
品

で
し
た
。

お
お
も
と

よ
し
こ

も
う
一
つ
の
映
画

「
二
宮
金
次
郎
」

「
今
、
な
ぜ
？
二
宮
金
次
郎
？
」

２
０
１
９
年
に
制
作
さ
れ
た
こ

の
映
画
は
全
国
で
上
映
活
動
が

展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
薪
を

背
負
っ
た
少
年
二
宮
金
次
郎
」

像
、
見
た
こ
と
が
あ
る
人
も
多

い
で
し
ょ
う
。

戦
前
の
修
身
の
教
科
書
に
は

勤
勉
家
の
象
徴
と
し
て
必
ず
載
っ

て
い
た
二
宮
尊
徳
（
金
次
郎
）
。

銅
像
設
置
の
ブ
ー
ム
で
全
国
の

学
校
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
し

か
し
、
先
の
戦
争
で
は
、
金
属

供
出
の
対
象
に
も
な
り
、
ま
た
、

戦
後
は
新
し
い
教
育
に
そ
ぐ
わ

な
い
と
姿
を
消
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
今
の
時
代
に
映
画

「
二
宮
金
次
郎
」
と
し
て
再
登

場
で
す
。
こ
の
映
画
製
作
に
、

道
徳
の
教
科
書
会
社
「
日
本
教

科
書
」
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て

い
る
か
ら
、
耳
が
ダ
ン
ボ
に
な

る
の
で
す
。
あ
る
自
治
体
で
は
、

公
費
で
上
映
が
計
画
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
っ
て
い
か
が
な
も
の

で
し
ょ
う
。

秋
山

正
美

映画「護られなかった者たちへ」
〈社会派ミステリー〉

観に行きました

大本芳子



先
月
ご
ろ
か
ら
「
新
型
コ
ロ

ナ
」
国
内
感
染
者
数
が
劇
的
に

減
少
し
て
い
る
。
た
い
へ
ん
喜

ば
し
い
こ
と
だ
が
、
ど
う
し
て

こ
ん
な
に
減
っ
た
の
だ
ろ
う
か

と
、
理
由
が
分
か
ら
な
い
だ
け

に
、
次
の
波
が
来
る
の
で
は
と

い
う
不
安
も
あ
る
。

日
常
生
活
が
戻
り
つ
つ
あ
る

中
で
、
ま
だ
ま
だ
感
染
対
策
の

た
め
に
、
制
限
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
多
い
の
も
現
実
だ
。

昨
年
、
「
コ
ロ
ナ
時
代
の
僕

ら
」
を
新
聞
の
書
評
で
知
っ
て
、

読
ん
で
み
た
。
著
者
は
パ
オ
ロ
・

ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
、
イ
タ
リ
ア
の

物
理
学
者
で
あ
り
作
家
。
二
〇

二
〇
年
、
世
界
的
に
大
流
行
中

の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ-

19)

に
襲
わ

れ
た
イ
タ
リ
ア
で
、
ロ
ー
マ
で

暮
ら
す
著
者
が
二
月
末
か
ら
三

月
頭
に
か
け
て
書
き
下
ろ
し
た

エ
ッ
セ
イ
を
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。

私
が
、
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
の
様
々

な
情
報
に
不
安
を
掻
き
立
て
ら

れ
た
り
根
拠
の
な
い
安
心
を
し

た
り
し
て
い
る
と
き
に
、
著
者

ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
は
、
こ
の
感
染

症
を
冷
静
に
見
つ
め
て
い
る
こ

と
に
、
感
心
し
た
。

例
え
ば
、
「
今
起
こ
っ
て
い

る
こ
と
は
偶
発
事
故
で
も
な
け

れ
ば
、
単
な
る
災
い
で
も
な
い

か
ら
だ
。
そ
れ
に
こ
れ
は
少
し

も
新
し
い
こ
と
で
じ
ゃ
な
い
。

過
去
に
も
あ
っ
た
し
、
こ
れ
か

ら
も
起
き
る
だ
ろ
う
こ
と
な
の

だ
」
「
感
染
症
と
は
、
僕
ら
の

さ
ま
ざ
ま
な
関
係
を
侵
す
病
な

の
だ
」
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
流
行
は
一
つ
の
症
状
に
す

ぎ
ず
、
本
当
の
感
染
は
地
球
全

体
の
生
態
系
の
レ
ベ
ル
で
起
き

て
い
る
か
ら
だ
」
と
。

こ
の
後
四
月
に
は
、
イ
タ
リ

ア
の
コ
ロ
ナ
感
染
症
に
よ
る
死

者
数
は
中
国
を
超
え
、
緊
急
事

態
に
突
入
す
る
。

筆
者
の
あ
と
が
き
に
「
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
が
過
ぎ
た
後
も
僕

が
忘
れ
た
く
な
い
こ
と
」
を
た

く
さ
ん
書
い
て
い
る
。
そ
の
結

論
は
、
「
す
べ
て
が
終
わ
っ
た

時
、
僕
た
ち
は
以
前
と
ま
っ
た

く
同
じ
世
界
を
再
現
し
た
い
の

だ
ろ
う
か
」
と
。

コ
ロ
ナ
が
収
ま
れ
ば
み
ん
な

何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
元
の

生
活
に
戻
っ
て
い
く
。
だ
が
、

そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
？

「
コ
ロ
ナ
時
代
」
に
私
た
ち
が

ど
う
生
き
て
い
き
た
い
の
か
、

本
当
に
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
は
何
か
ジ
ョ
ル
ダ
ー

ノ
が
私
た
ち
に
問
い
か
け
て
く

る
。ぜ

ひ
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

あ
き
や
ま

ま
さ
み

わ
た
し
の
一
冊

相
談
員

秋
山

正
美



クラコソって知ってますか？
会の紹介（発足当時の紹介チラシから）

私たちの会は、「倉敷」と「子育て」の言葉から「クラコソ」の名で定着しつつ

あります（？）。例会はほぼ1・2か月に一回で、前半はテーマを決めた話、後半は

子育てや教育についての交流をしています。

（お問い合わせは 倉敷市生坂９３２－１８ 大谷浩司まで

電話０８６－４６３－４６９７）

倉敷の子育てと教育を考える会では倉敷市人権啓発活動事業費補助金制度を利用

して、毎年「子育て・教育を考えるつどい」開いています。

２０２１年度つどいのご案内
時 ２０２２年２月５日（土）14時～16時
会場 ライフパーク倉敷

（コロナ感染予防のため、80人定員の会場ですが40人定員です）

お話する人 瑠璃真依子さん（ＮＰＯ法人岡山高等学院講師）
る り ま い こ

※瑠璃さんは相談ネットワーク総会でも講演されておられます。その時予定が合

わずお話を聴けなかった方、もう一度聴きたい方もどうぞご参加ください。

昨年の「子育て・教育を考えるつどい」には、倉敷市立西中学校の松本一郎校長
先生にお話しをしていただきました。その時の写真です。

私たちは「倉敷の子育てと教育を考える会」です。この会は、２０１１年、中
くら こそ

学校「柔道必修化」が話題になったとき、「どうしてそんなことに」「大丈夫？」

と心配した親や先生などで話し合いを持ったことがきっかけで誕生しました。

今でも子育てや教育について分からないことや、おかしいと思うこと、心配な

ことがいっぱいです。子どもたちの未来が明るいものになるように、大人もしっ

かり学んでみませんか。そして動いてみませんか。



相
談
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
通
信
NO

１
０
９
に
掲
載
し
て
い
た
だ
い

た
「
私
の
一
冊
、
『
統
合
失
調

症
か
ら
教
わ
っ
た
１
４
の
こ
と
』
」

か
ら
、
早
や
８
年
た
ち
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
度
、
そ
の
８
年

間
の
エ
ッ
セ
ー
（
記
録
）
を
一

冊
の
本
『
闇
か
ら
光
へ
』
と
題

し
て
自
費
出
版
し
ま
し
た
。

現
在
私
は
、
精
神
疾
患
を
発

病
し
て
か
ら
３
４
年
目
に
な
り

ま
す
。
し
か
し
、
オ
ー
バ
ー
ワ
ー

ク
を
し
な
い
限
り
発
作
も
出
ず
、

こ
の
相
談
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
仕

事
に
も
携
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
「
闇
」
だ
っ
た
過

去
、
そ
し
て
次
第
に
「
光
」
へ

と
変
わ
り
つ
つ
あ
る
現
在
を
本

に
し
て
み
ま
し
た
。
是
非
一
読

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
ご
希
望
の
方
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
中
山
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ

い
。山

陽
新
聞
「
ち
ま
た
」
８
月

７
日
付
に
投
稿
し
た
文
章
を
、

最
後
に
掲
載
し
て
お
き
ま
す
。

な
か
や
ま

よ
し
き

私
の
心
境
そ
の
一
点

相
談
員

中
山
芳
樹

カ
ラ
オ
ケ
で
君
は
唄
い
し
「
カ
ン
ト
リ
ー
ロ
ー
ド
」

吾
も
負
け
じ
と
「
レ
ッ
ト
イ
ッ
ト
ビ
ー
」

「
赤
と
ん
ぼ
」
訪
ね
て
来
た
る
石
関
町
へ

耕
筰
の
調
べ
静
か
に
流
る

見
下
ぐ
れ
ば
朝
霧
立
ち
ぬ
旭
川

寒
さ
こ
ら
え
ん
立
冬
の
朝

自
費
出
版
機
に
新
た
な
道
を

わ
た
し
は
こ
の
た
び
「
闇
か
ら
光
へ
」
と
い
う
５
０
ペ
ー
ジ
ほ

ど
の
本
を
自
費
出
版
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
８
年
前
に
自
叙
伝
を
出

版
し
て
以
降
の
、
私
の
日
常
生
活
、
闘
病
生
活
を
記
し
た
記
録
で

す
。
タ
イ
ト
ル
は
格
好
よ
く
「
光
へ
」
と
し
て
い
る
の
で
す
が
、

出
版
直
前
の
６
月
入
院
を
し
て
し
ま
い
、
一
度
は
出
版
を
諦
め
ま

し
た
。

し
か
し
、
い
ろ
い
ろ
な
方
の
支
え
が
あ
っ
て
、
こ
の
入
院
を
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
に
考
え
れ
ば
、
今
は
確
か
に
マ
イ
ナ
ス
で
も
い
つ
か
は

次
へ
の
飛
躍
台
に
な
る
と
思
い
、
再
度
考
え
直
し
出
版
す
る
こ
と

を
決
意
し
ま
し
た
。

８
年
間
の
自
分
史
と
い
う
と
、
様
々
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

決
し
て
順
風
満
帆
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
が
、
記
し

て
み
る
と
改
め
て
わ
か
り
ま
し
た

入
院
と
い
う
苦
し
い
時
で
は
あ
る
か
ら
こ
そ
、
出
版
を
一
つ
の

刺
激
剤
に
し
て
新
た
な
道
を
歩
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
環
境

を
つ
く
り
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
皆
様
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。



不登校生のカウンセリングでは、いじめが原因で不登校となったことがわかることも少なく

ありません。しかし学校現場ではいじめに対する共通認識がなされていないため、関係生徒へ

の支援や指導が遅れたり、「様子を見る」という体のよい放置がなされたりして、問題の核心

と考えられるいじめには踏み込むことなく、不登校状態への対処に終始している場合も見られ

ます。

そこで、本紙面をお借りして、いじめについて考えをまとめて実践に活かすことにしました。

忌憚のないご意見などをお寄せ下さるようお願いいたします。

目 次

1⃣ いじめの定義 2⃣ いじめの形態と特徴 3⃣ いじめという犯罪 ･･･＜PartⅠ＞

4⃣ いじめの心理 5⃣ いじめの背景 ･･･＜PartⅡ＞

6⃣ いじめへの対処 7⃣ いじめの解決に向けて ･･･＜PartⅢ＞

1 ⃣ いじめの定義 ＊（注）は福田による

平成25年９月に施行された「いじめ防止対策推進法」（平成25年法律第71号）においては，

「いじめ」を「児童等に対して，当該児童等が在籍する学校（注1）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。」と定義

しています。

同法に基づき，同年10月に文部科学大臣が決定した「いじめの

防止等のための基本的な方針」（平成29年３月改訂）では，同法

にいう「一定の人的関係」とは，当該児童生徒と何らかの人的関

係を指すとされ，また，個々の行為が「いじめ」に当たるか否か

の判断は，表面的・形式的にすることなく，いじめられた児童生

徒の立場に立って行う必要があるとされています。

（注1）小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校、ただし幼稚部を除く

しかし現場では、生徒がいじめを訴えてきた場合、担任や生徒指導担当者などが、「生徒の心

身の苦痛」を聴き取るという観点より、「表面的・形式的」な事実関係の解明に重点を置いて

聞き取りを行い、いじめはなかったと判断している場合もあるようです。また教師自身が「い

じめと言うよりは『からかい』だ」とか、「あの生徒は皆に構ってもらいたいから、大げさに

言っているだけだ」、あるいは「被害妄想だろう」などと独善的に判断している場合も見受け

られます。

実際のいじめは、形式的に教師が事情聴取した程度では発見できないくらい巧妙に、しかも陰

湿化しているのに加えて、いじめがあったことを素直に教師や保護者に話すような生徒はほと

んどいないということが、いじめの発見段階での大きな隘路となっていると考えられます。

いじめを考える ＜PartⅠ＞
相談員 福 田 求

（“ののはな”教育相談”）



2⃣ いじめの形態と特徴

（１）いじめの形態
① 小さな暴力を繰り返したり、教師や大人の

前では仲の良いふりをしたりして、いじめに

気づかれにくくする。

例 コンパスの針で背中を刺し続ける。わざと

転んだふりをして給食を床に撒き散らす。

② 「汚い」「醜い」などのイメージを植え付

けたり、共犯関係を演出したりして、いじめを正当化しようとする。

例 給食の中にゴミやゴキブリの死骸などを入れておき、それを少しでも食べたら、汚いもの

を食べた事実を言いふらす。

③ 徹底して恥をかかせ、抵抗しようとする気持ちや判断力を奪い去り、奴隷にしてしまう。

例 女子の下着を廊下に貼り出し、もっとひどいことをするぞと言って脅しながら、万引きや

エンコー（援助交際）を強要する。

④ 相手の存在を許さないような言葉を投げつ

ける。

例「マジ、なんで学校に来(く)んの?」「あん

たさぁ、なんで生きてんの？」「（学校の屋上

で）なんで飛び降りないの？」

⑤ ネットを悪用して陰湿にいじめる。

例 出会い系サイトに、標的となる○○の写真

付きで「エンコーしてくれる人探している中学

生の○○です。メールください」と「なりすま

しメール」を流す。

例 ライングループから対象生徒を外したり入

れたりすることを繰り返して、精神的に動揺さ

せる。

（２）いじめの特徴
① 動作が遅いとか性格がおとなしいといった

「弱い」子どもばかりではなく、「強い」子も

含めたあらゆる子どもが、お互いに親しいと思

われている関係のなかで、いじめの対象となる

傾向が極めて高いようです。

② 一人を複数がいじめる傾向にあることから、いじめの首謀者が誰であるかハッキリしておら

ず、いじめを行う側の子どもが罪の意識を感じていない例が多くなっています。

③ いじめに実際に加担していなくとも、いじめの行為を面白がって見ていたりはやしたてたり

する「観衆」や、いじめを見て見ぬふりをしている「傍観者」や「無関心者」が、いじめを助

長する役割を果たしています。

「いじめは、生きる力を奪う」

日々の無視(シカト)が続くなかで、
唯一の救い（他者との交わり）が、

悪質な「いじめを受けること」であ

るとしたらどうでしょうか。

「自殺をするのは弱いからだ。」と

被害者を責めるような論調も見受け

られますが、度重なるいじめによる

ストレスが、うつ状態を引き起こす

と、どんなに強い人であっても「自

分は生きる価値がない」と考え、自

らの命を絶っていくようになるので

す。

被害者を責めることは、加害者の

責任を曖昧にすることになり、被害

者の救済には逆効果となるのです。



④ ネットの匿名性を悪用したいじめがより陰湿化

し、被害者に深刻な孤独感を与えたり、ネットの

持つ仮想現実性（ゲーム性）が加害者の現実感を

損ない、卑劣な犯罪を行っているという罪悪感を

希薄にさせたりしています。

補足 「ネット上のいじめ」の特徴

・ 不特定多数の者から、絶え間なく誹謗・中傷

が行われ、被害が短期間で深刻なものとなる。

・ 匿名性の高さから安易に書き込みが行われる

ため、子どもが容易に被害者にされたり加害者

になることができたりする。

・ インターネット上に掲載された個人情報や画

像は、容易に加工できるので悪用されやすく、

また一度流出した個人情報は回収が困難であり、

不特定多数の他者からアクセスされる危険性が

高い。

・ 親などが、子どもの携帯電話等の利用状況や

掲載された内容などを詳細に確認することは難

しい。 ＜「ネット上のいじめ」に関する対応

マニュアル・事例集（学校・教員向け，文科省，

より作成＞

・ LINEの返信ルール（ガラケー時代は3分、ス

マホ時代は3秒以内で返信しなければならない）

を守らないと仲間から外されるので、スマホを

片時も離すことができない状態となっている。

３ いじめという犯罪
どのような事情があるとしても、人をいじめるこ

とは、基本的人権（注2）を侵害することになるの

で、犯罪に 問われる場合があります。

たとえ、「自分もいじめられたことがあるから」

とか、「いじめなければ自分がいじめられること

になると脅されたから」というような理由で人を

いじめたとしても、自分の罪が軽減されることに

はなりません。

いじめは、多数の力を頼みにして少数の人を不

幸のどん底に突き落とす卑劣な犯罪なのですから、いじめに 加わった人には、法による厳しい

裁きが下されるようになっているのです。

「２種類ある」いじめとは？

「暴力を伴ういじめ」は一部の者だけが何

度も繰り返し経験する一方で、「暴力を伴

わないいじめ」は、多くの者が数回程度の

経験にとどまっていることが見てとれます。

両者は、同じように「いじめ」と呼ばれて

いたとしても、異質なものであり、どの子

どもにも起こりうるいじめと、一部の「気

になる子」が 中心になる（暴力を伴う）

いじめとは、異なる対応が求められるので

す。

＜2010年に「国立教育政策研究所」がまと

めた「いじめ追跡調査」より＞



参考 犯罪に問われるいじめ

① 廊下ですれ違う時などに、特定の生徒に、「死

ね！」・「殺す！」と何度も言った→ 脅迫罪

② 嫌がっている相手に、プロレスの技をかけて

痣を作った→ 傷害罪

③ いつも嫌がる相手の手を払って、相手の弁当

のおかずを食べている→ 窃盗罪

④ お金や物を「返すから貸して」と言って借り

て返さなかった→ 詐欺罪

⑤ 他の仲間を脅して気に入らない子を仲間はずれにさせた→ 強要罪

⑥「キモイ」などと校内やネット上などで、実名を挙げて悪口を言った→ 侮辱罪

（次号のいじめを考えるPartⅡへ続きます）

（注2） 基本的人権とは？

私たち皆が、人間らしく幸せに生きるために行使できる権利を（基本的）人権と言います。

日本国憲法では、基本的人権は何人も永久に侵すことができない権利として私たちに与えら

れていると規定されていますが、私たちの不断の努力によって

保持しなければ、その権利は失われてしまうものだと警告して

います。

一方、いくら自由が保障されているといっても、他人の人権

を侵すことは許されていません。いじめに例をとると、言論や

表現の自由があるからといってある人を誹謗中傷すると、その

人の尊 厳や安全に授業などを受ける権利を侵害することにな

るので、自らが罰せられることになるのです。

【 日本国憲法に規定されている主な人権 】

① 自由権：誰にも束縛されない権利で、身体の自由（奴隷的拘束・苦役に服させられない

など）、精神の自由（集会・結社・言論・表現・思想・信条・学問・信教など）、経済の自

由（財産・職業選択・営業など）などが保障されています。

② 平等権：誰でも等しく法の適用を受ける権利があるとして、人種・信条・性別・社会的

身分・門地などにより、あらゆる差別（いじめも含まれます）を禁止しています。

③ 社会権：私たちが健康で文化的な生活を送るために必要な社会保障や福祉、教育・労働

などの領域に関わる権利を、国や自治体などに保障させるものです。

④ 参政権や請求権：基本的人権を、私たち国民が主権者として政治や行政に対して保障さ

せるために必要不可欠な権利です。



前
回
引
用
し
た
拙
ブ
ロ
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）
か
ら
、
も
う
少
し
引
用
（
抜

粋
）
し
ま
す
。

高
知
市
に
、
「
平
和
資
料
館
・
草
の
家
」

と
い
う
「
平
和
と
教
育
、
環
境
問
題
を
考
え

る
民
立
民
営
の
施
設
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

学
芸
員
・
藤
原
義
一
氏
著
『
あ
な
た
に
贈
る

短
歌
の
花
束
』
と
い
う
本
に
、
ム
ク
ゲ
に
ま

つ
わ
る
印
象
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。

奥
付
を
見
る
と
２
０
０
４
年
６
月
発
行
と

あ
り
ま
す
。
実
は
こ
の
本
、
当
時
、
ふ
と
し

た
縁
で
贈
呈
を
受
け
、
パ
ラ
パ
ラ
め
く
り
読

み
し
た
だ
け
で
、
本
棚
に
収
め
て
お
り
ま
し

た
。
し
か
も
、
筆
者
の
藤
原
義
一
さ
ん
と
、

「
草
の
家
」
学
芸
員
と
し
て
槇
村
浩
を
研
究

さ
れ
て
い
る
藤
原
義
一
さ
ん
を
、
同
一
人
物

と
理
解
で
き
ず
、
深
く
確
か
め
る
こ
と
も
な

く
偶
然
の
一
致
に
よ
る
同
姓
同
名
の
別
人
と

思
い
込
ん
で
い
ま
し
た
。
う
か
つ
な
こ
と
で

し
た
。

つ
い
最
近
、
こ
の
本
を
手
に
取
り
、
読
み

進
む
う
ち
に
、
こ
ん
な
記
述
に
出
会
い
、
驚

愕
を
覚
え
ま
し
た
。

ム
ク
ゲ
に
寄
せ
て

相
談
員

山
本

和
弘

(

以
前
、
韓
国
旅
行
か
ら
）
帰
国
し
た
そ

の
日
、
イ
ン
夕
ー
ネ
ッ
ト
を
散
歩
し
て

い
た
ら
、
日
本
が
、
国
を
統
治
す
る
全

権
限
を
天
皇
が
握
る
専
制
政
治(

絶
対
主

義
的
天
皇
制)

だ
っ
た
時
代
に
、
日
本
政

府
が
朝
鮮
の
ム
ク
ゲ
を
抑
圧
し
た
と
い

う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

「
人
類
の
歴
史
で
、
民
族
の
名
前
で

特
定
の
植
物
が
苛
酷
な
受
難
を
経
験
し

た
の
は
、
我
が
国(

著
者
注
・
韓
国)

の

国
花
で
あ
る
ム
ク
ゲ
が
唯
一
で
あ
る
。

ム
ク
ゲ
は
民
族
の
歴
史
と
共
に
民
族
の

脈
絡
の
中
に
息
づ
い
て
き
た
花
で
あ
る

た
め
、
日
帝
強
制
占
領
期
の
三
十
六
年

間
に
は
民
族
の
受
難
と
共
に
疲
弊
し
て

奪
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
残
酷
な
試
練

を
経
験
す
る
し
か
な
か
っ
た
。

満
州
、
上
海
、
米
国
、
欧
州
へ
向
か
っ

た
独
立
志
士
た
ち
が
光
復
の
救
国
精
神

の
表
象
と
し
て
ム
ク
ゲ
を
掲
げ
る
と
、

日
本
は
こ
れ
に
う
ろ
た
え
た
あ
ま
り
、

ム
ク
ゲ
を
見
つ
け
し
だ
い
燃
や
し
て
し

ま
っ
た
り
、
引
き
抜
い
て
無
く
し
て
し

ま
っ
た
。

し
か
し
、
国
花
ム
ク
ゲ
に
対
す
る
受
難



さ
ら
に
こ
ん
な
話
題
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
。

文
章
が
長
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
今
回
は

こ
の
あ
た
り
で
閉
じ
、
続
き
は
次
回
に
譲
り

ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
前
号
記
事
で
触
れ
た
郷
里
の

老
父
は
、
一
九
二
七
年
生
ま
れ
の
九
四
歳
。

上
の
金
夏
日
氏
と
は
ほ
ぼ
同
世
代
で
す
。
し

か
も
父
の
出
生
地
は
、
植
民
地
時
代
の
朝
鮮

半
島
で
し
た
。
五
才
の
頃
ま
で
そ
こ
で
育
ち
、

冬
の
寒
さ
、
松
の
実
を
よ
く
食
べ
た
記
憶
、

オ
ウ
リ
ョ
ッ
コ
ウ
が
近
か
っ
た
記
憶
、
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
と
か
す
か
な
記
憶
が
あ
る
よ
う
で

す
。
か
ね
が
ね
、
一
度
は
再
訪
し
た
い
と
思
っ

て
き
た
が
、
も
う
今
と
な
っ
て
は
無
理
だ
ろ

う
が
、
せ
め
て
ど
ん
な
場
所
だ
っ
た
か
、
地

図
が
あ
っ
た
ら
探
し
て
ほ
し
い
と
、
ず
い
ぶ

ん
前
頼
ま
れ
て
、
戸
籍
簿
の
記
述
に
朝
鮮
平

安
北
道
江
界
郡
云
々
と
あ
る
の
を
頼
り
に
調

べ
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
政
治
的
に

は
、
国
交
断
絶
下
の
北
朝
鮮
に
属
し
、
現
下

の
政
治
情
勢
で
は
到
底
生
存
中
の
再
訪
は
か

な
わ
な
い
ま
で
も
、
民
族
間
・
国
家
間
の
和

睦
と
友
好
が
真
に
達
成
さ
れ
、
民
衆
同
士
の

わ
だ
か
ま
り
の
な
い
交
友
と
相
互
信
頼
の
日

が
一
刻
も
早
く
訪
れ
ん
こ
と
を
切
に
念
ず
る

も
の
で
す
。

や
ま
も
と

か
ず
ひ
ろ

『
金
夏
日
歌
集

無
窮
花
』(

一
九
七
一

年
二
月
一
日
発
行
。
光
風
社)

を
読
み
ま

し
た
。
著
者
の
名
前
は
、
キ
ム
・
ハ
イ
ル
。

無
窮
花
は
、
ム
グ
ン
フ
ァ
と
読
む
の
だ
と

思
い
ま
す
。
ム
ク
ゲ
の
こ
と
で
す
。

著
者
は
一
九
二
六
年(

大
正
十
五
年)

、

朝
鮮
慶
尚
北
道
・
桃
山
洞
の
一
貧
農
の
家

に
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
三
九

年(

昭
和
十
四
年)

、
十
四
歳
の
こ
ろ
、
す

で
に
朝
鮮
か
ら
日
本
に
渡
っ
て
い
た
父
を

た
ず
ね
て
、
母
と
長
兄
夫
婦
、
次
兄
ら
と

日
本
に
渡
り
ま
す
。

彼
が
生
ま
れ
る
前
の
一
九
一
〇
年
、
日

が
加
わ
れ
ば
加
わ
る
ほ
ど
、
我
が
民
族

は
よ
り
い
っ
そ
う
自
分
た
ち
の
精
神
を

代
弁
す
る
ム
ク
ゲ
を
愛
し
、
隠
し
て
ま

で
守
っ
て
き
た
。
」

日
帝
は
国
花
ム
ク
ゲ
を
『
目
に
血
花
』

と
呼
び
、
見
る
だ
け
で
目
が
血
走
る
と

い
う
嘘
の
宣
伝
を
し
、
『
お
で
き
花
』

と
呼
び
、
手
に
触
れ
る
だ
け
で
お
で
き

が
出
来
る
と
言
う
な
ど
、
様
々
な
話
で

我
が
民
族
の
気
概
を
表
現
す
る
ム
ク
ゲ

弾
圧
に
極
悪
だ
っ
た
の
だ
。

本
は
日
韓
併
合
で
朝
鮮
を
植
民
地
に
し
て

い
ま
し
た
。

「
あ
と
が
き
」
で
、
ム
ク
ゲ
に
つ
い
て
、

こ
う
書
い
て
い
ま
す
。

「
日
本
帝
国
主
義
の
侵
略
と
そ
の
統
治
下

に
お
い
て
は
、

朝
鮮
民
族
が
限
り
な
く

愛
す
る
こ
の
花
を
、
自
分
の
土
地
に
植
え

る
こ
と
も
、
ま
た
こ
の
花
に
つ
い
て
話
す

こ
と
さ
え
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
こ
う

し
た
抑
圧
の
な
か
で
、

無
窮
花
は
な
お

の
こ
と
私
た
ち
朝
鮮
民
族
の
心
に
生
き
つ

づ
け
、
私
は
幼
い
時
か
ら
祖
母
や
母
に
無

窮
花
の
美
し
さ
を
ひ
そ
か
に
聞
か
さ
れ
て

き
ま
し
た
が
、
祖
国
朝
鮮
に
私
が
生
ま
れ

育
っ
た
時
代
に
は
つ
い
に
見
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
」

日
本
は
太
平
洋
戦
争
を
始
め
ま
し
た
。

長
兄
は
日
本
海
軍
の
軍
属
と
し
て
と
ら
れ
、

戦
死
し
ま
す
。
著
者
も
東
京
の
戦
災
の
炎

を
か
ぶ
り
、
両
眼
失
明
し
ま
し
た
。
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