
                                        別紙２ 

  「令和４年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の 

結果を踏まえた本県の対応について 
                                                      群馬県教育委員会義務教育課 

令和５年１０月 

１ 不登校について 

【本県の結果】 

○不登校児童生徒数は、小学校で１０年連続、中学校で９年連続増加している。不登校児童生徒のう

ち、９０日以上の欠席が小学校で約５０％、中学校で約６０％を占め、長期化する傾向がある。 

○学校内外の専門家や各機関等の相談・指導等を受けていない不登校児童生徒が、小中学校ともに 

約４５％を占めている。 

【本県の対応】 

◆心の小さなＳＯＳを見逃さないように、ＩＣＴの活用やＳＣ、ＳＳＷ等の支援を活用した心の健康

観察を充実する。 ＊１人１台端末を活用した健康観察・教育相談システム一覧（R5.7月 文部科学省）参照  

◆ＳＣやＳＳＷ、関係機関等と協働し、教育相談体制の充実を図る。 

◆不登校の要因は、複合的な理由によるものが多いことを踏まえ、ＳＣ、ＳＳＷ等と連携して不登校

児童生徒の見立てや支援の方針を検討し、学校・家庭・地域が連携協力しながら支援に取り組む。 

◆不登校児童生徒の多様な教育機会を確保するため、ＩＣＴの活用を含めた学習支援

を実施するほか、教育支援センターやフリースクール等と連携して支援に当たる。 

＊「ＩＣＴを活用した不登校児童生徒支援について」参照 

＊不登校等支援施設周知資料 「すべての子どもたちが学び続けるために」参照   

＊パンフレット「教育の機会確保法って何？」（R5.10月 文部科学省）参照 

＊「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策（COCOLOプラン）について」（R5.3月 文部科学省）参照 

２ いじめについて 

【本県の結果】 

○いじめの認知件数は、令和３年度の調査と比べて小学校で微増、中学校で増加しているものの、全

国と比較すると１０００人あたりの認知件数は小中学校ともに低い。一方で、小中学校の９５％程

度の学校がいじめを認知している。 

○当初、ささいなトラブルと思われたいじめが、その後、長期の欠席に発展するなど、深刻化、長期

化してしまうケースが散見される。 

○パソコンや携帯電話等を使ったいじめの認知件数は、前年度より増加している。いじめの実態が把

握しにくい状況が多く、認知が遅くなるなど、深刻化してしまうケースがある。 

【本県の対応】 

◆心の小さなＳＯＳを見逃さないように、ＩＣＴの活用やＳＣ、ＳＳＷ等の支援を活用した心の健康観察

を充実する（再掲）。＊１人１台端末を活用した健康観察・教育相談システム一覧（R5.7月 文部科学省）参照  

◆ＩＣＴを介したいじめ予防に向け、県で作成した動画教材、体験型Ｗｅｂ教

材等を活用し、児童生徒自身のＩＣＴリテラシーの向上を図る。 

＊「ネットリテラシー向上教材 - 群馬県教育委員会 各課発行・提供資料」 

◆法におけるいじめの定義を確認し、積極的な認知（ひやかしやからかい等もいじめと認知）を行 

うとともに、組織的な対応の一層の充実を図る。 ＊「いじめの対応は正確な認知から」参照 

◆ＳＣやＳＳＷ、関係機関等と協働し、教育相談体制の充実を図る（再掲）。 

◆単に謝罪をもって安易に解消と判断せず、いじめを受けた児童生徒やその保護者の立場に立って

対応するとともに、いじめを行った児童生徒には自らの行為を反省させるなど、双方の成長支援

の観点に立った指導の充実を図る。 ＊「いじめの解消に向けて大人たちができること」参照 

下線部は外部リンクにつながります。 

https://www.mext.go.jp/content/20230808-mxt_jidou02-000028870_11.pdf
https://gunma-boe.gsn.ed.jp/wysiwyg/file/download/506/2669
https://www.pref.gunma.jp/03/x23g_00116.html
https://www.mext.go.jp/content/20231017-app_ope02-000028870_2.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1397802_00005.htm
https://www.mext.go.jp/content/20230808-mxt_jidou02-000028870_11.pdf
https://gunma-boe.gsn.ed.jp/cb5189a52e719b24596b0c5e596c33df/%E7%94%9F%E5%BE%92%E6%8C%87%E5%B0%8E%E4%BF%82%E9%96%A2%E4%BF%82%E8%B3%87%E6%96%99/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%BC%E5%90%91%E4%B8%8A%E6%95%99%E6%9D%90
https://gunma-boe.gsn.ed.jp/wysiwyg/file/download/506/633
https://gunma-boe.gsn.ed.jp/wysiwyg/file/download/506/632


３ 暴力行為について 

【本県の結果】 

○暴力行為については、令和３年度の調査と比べ、小中学校ともに増加している。特に、小中学校で

生徒間暴力が増加、さらに中学校では、対教師暴力も増加している。 

＜月例報告より＞ 

○友達との関わりの中で、悪ふざけの延長から生徒間暴力に発展しているケースが多い。 

○対教師暴力については、教師の指導に対してイライラしたり、思い通りにいかなかったりした時に、

暴力をふるってしまったケースが多い。 

【本県の対応】 

◆日頃からの教師と児童生徒との信頼関係づくりを基盤とし、児童生徒の居場所づくりと、児童生

徒間の絆づくりにつながる教育活動の実施に取り組む。 

◆繰り返して暴力行為を起こす児童生徒等への指導・支援については、保護者と信頼関係を確立し

ながら積極的に対応していく。また、犯罪行為の可能性がある場合には、警察や教育委員会等と

も連携して対応していく。 

 ＊県警察本部 少年サポートセンター 連絡先 ０２７－２８９－６６１０（中央児童相談所に移転） 

 

４ ＳＯＳの相談窓口の周知について 

◆心の小さなＳＯＳの早期発見に向けて、１人１台端末を活用して、学校外の相談窓口を周知する。 

   ＊「子ども教育・子育て相談 ０２７０－２６－９２００」 

   ＊「２４時間ＳＯＳダイヤル ０１２０－０－７８３１０」 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校現場では、不安や悩みを相談できず、一人で抱え込んでしまったり、ストレス等を抱えたりし

ている児童生徒がいる可能性があります。学校は、暴力行為やいじめ、不登校等の生徒指導上の諸課

題について表出しているものへの対応だけでなく、その背景等を適切に見立て、支援に当たることが

必要です。また、児童生徒の相談スキルを高めるとともに、相談しやすい学級や学校風土の醸成を図

ることも重要です。 

そのため、ＳＯＳの出し方教育を授業だけでなく様々な教育活動の中で実施し、児童生徒のＳＯＳ

を受け止め、寄り添って対応できる教育相談体制の充実を図ることが重要となります。さらに、諸課

題が起きにくい学級をつくっていけるよう、全ての児童生徒の自己指導能力の獲得に向けた指導を充

実させることも必要です。以下の資料や取組等を参考にしてください。 

 

児童生徒理解に基づく成長を促す生徒指導 

 ＊「児童生徒理解に基づく成長を促す生徒指導の充実」 

 

ＳＯＳの出し方教育の意図的・計画的実施 

＊「ＳＯＳの出し方に関する教育」プログラム 

（H31.3月 群馬県こころの健康センター R元 6.3付け義教第 212-25号通知） 

＊「ＳＯＳの出し方・受け止め方指導プラン」（総合教育センター 令和元年度長期研修員作成） 

  

専門家や関係機関と連携した教育相談体制の充実  

＊「教育相談体制充実に向けたリーフレット」参照    

＊「自殺の危険が高まった生徒への危機介入マニュアル」参照   

＊「児童生徒の自殺予防に係る取組について」（R3.6月 文部科学省）参照 

生徒指導上の諸課題の未然防止や解決に向けて 

https://gunma-boe.gsn.ed.jp/wysiwyg/file/download/506/3764
https://center.gsn.ed.jp/wysiwyg/file/download/1/321
https://gunma-boe.gsn.ed.jp/wysiwyg/file/download/506/650
https://gunma-boe.gsn.ed.jp/wysiwyg/file/download/507/4068
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1414737_00005.htm

