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一
部
の
エ
リ
ー
ト
を
育
て
る
？ 

「
資
質
・
能
力
」
を
育
む
授
業
と
は
… 

宗谷教職員組合 
 
〒  稚内市緑２丁目４－２１ 宗谷教育会館 
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今
回
の
学
習
指
導
要
領
は
、
学

習
指
導
要
領
そ
の
も
の
の
位
置
づ

け
を
大
き
く
変
え
る
も
の
に
な
っ

て
い
ま
す
。
一
九
五
八
年
の
改
訂

の
際
に
、
学
習
指
導
要
領
は
「
法
的

拘
束
力
」
を
持
つ
こ
と
に
な
る
一

方
で
、
教
育
課
程
編
成
の
方
針
や

各
教
科
等
の
目
標
・
内
容
と
い
う
、

大
枠
の
記
述
に
留
ま
る
こ
と
に
な

り
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、

今
回
の
改
訂
案
は
、
各
学
校
の
自

主
性
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
る
は
ず

の
教
育
方
法
に
も
言
及
し
て
お

り
、
日
本
の
教
育
の
一
大
転
換
点

と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

教
育
法
で
規
定
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る

「
学
力
の
三
要
素
」
に
基
づ
く
三

点（
① 

知
識
及
び
技
能
が
習
得
さ
れ

る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
② 

思
考
力
，

判
断
力
，
表
現
力
等
を
育
成
す
る
こ

と
。
③ 

学
び
に
向
か
う
力
，
人
間
性

等
を
涵
養
す
る
こ
と
。）
を
「
資
質
・

能
力
」
と
規
定
。
こ
う
し
た
営
み
の

中
で
学
ぶ
こ
と
を
子
ど
も
一
人
ひ

と
り
に
求
め
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
ま
で
の
授
業
の
よ
う
に

「
へ
ぇ
、
そ
う
な
ん
だ
」
と
発
見
を

し
た
り
、
知
識
を
学
ぶ
だ
け
で
は

主
体
的
に
学
ぶ
と
は
な
ら
な
い
こ

と
も
読
み
取
れ
ま
す
。 

改
訂
案
の
前
段
と
し
て
出
さ
れ

た
「
審
議
の
ま
と
め
」
で
は
、
〝
○

○
○
年
に
こ
う
し
た
出
来
事
が
起

こ
っ
た
〟
と
い
う
知
識
を
得
る
に

あ
た
っ
て
、
た
だ
覚
え
る
だ
け
で

な
く
、
当
時
の
社
会
や
そ
の
出
来

事
が
現
代
に
持
つ
意
味
も
含
め

て
、
知
識
相
互
が
関
連
付
け
ら
れ

て
習
得
す
る
よ
う
な
学
び
の
あ
り

方
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

学
び
を
す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
に

求
め
る
と
い
う
点
で
は
、
大
変
高

度
な
要
求
と
言
え
ま
す
。
学
級
の

い
わ
ゆ
る
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー

ニ
ン
グ
」
に
関
わ
っ
て
は
、
参
加

型
・
プ
レ
ゼ
ン
型
な
ど
様
々
な
方

法
が
書
物
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
改
訂
案
で
は

「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
と

い
う
言
葉
の
記
載
は
見
送
ら
れ
ま

し
た
。
教
育
現
場
の
「
ど
の
よ
う
な

授
業
を
行
う
べ
き
な
の
か
」
と
い

う
不
安
や
戸
惑
い
が
考
慮
さ
れ
た

と
新
聞
報
道
に
記
さ
れ
て
い
ま
す

（
2/15
読
売
新
聞
な
ど
）。 

改
訂
案
の
「
総
則
」
で
は
、「
主

体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実

現
に
向
け
た
授
業
改
善
を
行
う
」

と
し
、
現
行
の
授
業
か
ら
の
「
授
業

改
善
」
を
示
し
て
い
ま
す
。 

「
審
議
の
ま
と
め
」
で
は
、「
こ
れ

ま
で
も
重
視
さ
れ
て
き
た
各
教
科

の
学
習
内
容
が
、
子
供
一
人
一
人

の
資
質
・
能
力
の
育
成
や
生
涯
の

に
わ
た
る
学
び
に
つ
な
が
る
意
味

の
あ
る
学
び
に
し
て
い
く
」
と
し
、

そ
の
た
め
に
「
質
を
高
め
る
」
と
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
具
体
的
な
あ
り

方
を
「
発
達
の
段
階
や
子
供
の
学

習
課
題
等
に
応
じ
て
様
々
」
と

個
々
の
子
ど
も
に
応
じ
た
工
夫
に

つ
い
て
も
記
し
て
い
ま
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
ど
の
よ

う
に
学
ぶ
か
」
と
い
う
問
題
は
、
特

定
の
学
習
方
法
を
学
習
指
導
要
領

に
位
置
付
け
る
と
い
う
見
方
も
で

き
ま
す
。
本
来
的
に
は
、
指
導
の

「め
あ
て
」と
内
容
が
あ
り
、
そ
れ

に
合
致
し
た
ふ
さ
わ
し
い
方
法
と

し
て
の
必
然
と
し
て
「
主
体
的
・
対

話
的
で
深
い
学
び
」
が
あ
る
は
ず

で
す
。
ま
た
、
教
室
の
ど
の
子
に
と

っ
て
も
楽
し
く
て
わ
か
る
授
業
、

人
間
と
し
て
大
切
に
さ
れ
る
授
業

で
あ
る
べ
き
で
す
。
裏
面
に
つ
づ
く 

総 力 特 集 

全教職員配布 
 

 
文
部
科
学
省
は
二
月
十
四
日
、
小
学
校
学
習
指
導
要
領
案
及
び
中
学
校
学
習
指
導
要
領
案
に
対
す
る

意
見
公
募
手
続
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
）
を
開
始
し
ま
し
た
。
こ
の
手
続
き
を
受
け
て
学
習
指
導
要

領
が
今
年
度
中
に
改
訂
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
移
行
措
置
等
を
受
け
て
小
学
校
で
は
二
〇
二
〇
年
、
中
学

校
で
は
二
〇
二
一
年
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

こ
れ
ま
で
の
学
習
指
導
要
領
で

は
、
各
教
科
の
目
標
が
掲
げ
ら
れ

「
何
を
教
え
る
か
」と
い
う
観
点
で

教
育
内
容
に
つ
い
て
言
及
が
あ
り

ま
し
た
。人
格
の
完
成
と
い
う
教
育

の
目
標
に
沿
っ
て
、子
ど
も
た
ち
の

人
間
性
の
十
分
な
発
達
に
つ
い
て

考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。 

改
訂
案
で
は
、
「資
質
・
能
力
」
の

育
成
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。学
校

中
で
も
一
部
の
子
ど
も
た
ち
は
対

応
で
き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

の
う
え
で
こ
う
し
た
学
び
を
求
め

る
改
訂
案
は
、「
一
部
の
エ
リ
ー
ト

を
育
て
る
」
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
が

な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か 

主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
を
規
定 

学習指導要領改訂案 改訂のポイント 

①教基法改正後、初の全面改訂 

２００６年に教育基本法が改正。現在の学習指導要領は同時

進行的に改訂されたため、実質、教基法改正後初めての指導

要領全面改訂だということ。→４７教基法の時代と比べて、

現行の教育基本法・学校教育法の考え方が鮮明に。 

 

②「総則」の前に『前文』が加わる 
教育基本法第１条・第２条を引用。教育の目標・目的と、教

育課程、学習指導要領の関連を明示。その中には、「各学校が

その特色を生かして創意工夫を重ね，長年にわたり積み重ね

られてきた教育実践や学術研究の蓄積を生かしながら，児童

や地域の実態や課題を捉え，家庭や地域社会と協力して，学習

指導要領を踏まえた教育活動の更なる充実を図っていくこと

も重要」という教育課程づくりにも言及。 

 

③「学力の三要素」に対応する形で資質・能力を整理 

学校教育法で定められた「学力の三要素」と対応して上記「資

質・能力」を育成することを明記。 

(1)「何を知っているか、何ができるか」（個別の知識・技能） 

 (2)「知っていること・できることをどう使うか」 
（思考力・判断力・表現力等） 

(3)「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」 
（人間性や学びに向かう力等） 

 
中央教育審議会 初等中等教育分科会教育課程部会 平成２７年１１月２０日配布資料より 

 

④「主体的・対話的で深い学び」による「授業改善」 

単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら，児童

の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を行う。 

 

⑤「カリキュラム・マネジメント」 

学校全体として、教育内容や時間の適切な配分、必要な人的・

物的体制の確保、実施状況に基づく改善などを通して、教育

課程に基づく教育活動の質を向上させ、学習の効果の最大化

を図るカリキュラム・マネジメントを確立。 
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具
体
的
な
工
夫
は
学
校
ま
か
せ
？ 

学
校
の
負
担
増
は
必
至 

相
次
ぐ
内
容
の
見
直
し 

子
ど
も
に
か
か
る
負
担
も
懸
念 

台
に
考
え
て
い
く
視
点
を
持
ち

合
い
た
い
も
の
で
す
。そ
の
た
め

に
も
、改
訂
案
で
あ
る
現
段
階
か

ら
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
に
意

見
を
寄
せ
た
り
、分
会
や
職
場
で

こ
れ
か
ら
の
教
育
に
つ
い
て
考

え
合
う
機
会
を
求
め
合
う
こ
と

が
、今
後
ま
す
ま
す
重
要
に
な
り

ま
す
。 

変
わ
ら
ず
大
事
に
し
て
い
き
た

い
の
は
、宗
谷
で
長
い
間
大
切
に

し
て
き
た
「
教
育
課
程
づ
く
り
」

と
い
う
考
え
方
で
す
。「
審
議
の

ま
と
め
」で
も
、「
各
学
校
に
お
い

て
は
、…
家
庭
や
地
域
と
も
共
有

し
な
が
ら
、教
育
課
程
を
編
成
し

改
訂
案
は
学
習
内
容
を
削
減

す
る
こ
と
な
く
、新
た
な
視
点
が

盛
り
込
ま
れ
て
お
り
学
校
現
場

の
負
担
増
は
免
れ
ま
せ
ん
。 

私
た
ち
教
職
員
の
授
業
づ
く

り
や
研
修
の
時
間
の
確
保
な
ど

が
保
障
さ
れ
る
こ
と
は
も
と
よ

り
、教
職
員
定
数
増
や
少
人
数
学

級
の
実
現
な
ど
の
人
的
配
置
を

は
じ
め
と
し
た
教
育
条
件
整
備

を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。 

 

こ
う
し
た
改
訂
案
に
対
し
て
、

私
た
ち
は
ど
う
立
ち
向
か
え
ば

い
い
で
し
ょ
う
か
。 

ど
う
し
て
も
、「
時
数
が
増
え

る
」「
小
学
校
の
英
語
は
ど
う
す

る
？
」、「
そ
う
い
え
ば
、
来
年
か

ら
道
徳
も
あ
る
」
と
、
具
体
的
な

変
化
に
目
が
い
き
が
ち
で
す
。一

方
で
、
「カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
」
や
「
社
会
に
開
か
れ

た
教
育
課
程
」
な
ど
、
真
新
し
い

ト
ピ
ッ
ク
は
ほ
か
に
も
あ
り
ま

す
。 こ

う
し
た
中
で
こ
れ
ま
で
と

宗谷の「教育課程づくり」とは？ ２０００年頃の取り組みから 

 宗谷の教育課程づくりは、「各教科の指導計画をどうする？」というような部分だけでな

く、学校全体の教育の構想、羅針盤をどう創るかというべく大きな計画づくりのことを示

します。 

 ２０００年の学習指導要領改訂（総合的な学習の時間の導入など）の際の、宗谷の教育課

程づくりの運動では、「全教職員の参加と子ども・父母・地域の要求や願いに基づいた教育

課程づくりの実践」が進んだといいます。以下、宗谷教職員組合第１２回定期大会議案書か

ら、稚内大規模小学校での取り組みを紹介します。 

 

て
い
く
こ
と
…
」
と
し
て
お
り
、

教
育
課
程
づ
く
り
と
い
う
考
え

方
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、「
主
体
的
・

対
話
的
で
深
い
学
び
」に
つ
い
て

も
、子
ど
も
の
実
態
に
よ
っ
て
創

意
工
夫
し
て
い
く
と
い
う
こ
と

で
あ
れ
ば
、子
ど
も
の
自
主
的
で

主
体
的
な
学
び
を
つ
く
り
だ
す

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。 

私
た
ち
が
長
い
歴
史
の
中
で

奮
闘
し
て
き
た
教
育
活
動
を
土

子どものこと、私たちの思いを語り合

うことからはじめよう。二十一世紀の我

が校のビジョンを作ろう。そのために着

実に始められるところからスタートしま

した。 
 
◆教職員の自由な  

話し合いからスタート 

学校として、そもそも教育課程とはな

んぞや、どう作ったらいいのか、子どもの

実態はどうかなど教職員集団として気軽

に話し合いました。 

「学力をどうつけるかが課題。幼稚園・保

育園・中学校と連携しなきゃ」 

「地域、父母との対話をしていきながら、

『こんな学校を作りました』と堂々と言

えるようになりたい」との先生方の声が。 
 

◆子どもの実態、父母の願いを  

アンケートで受け止める  

教育課程をつくるために、特別なアン

ケートをしたわけではなく。児童会でと

っていた仲間づくりアンケートから子ど

もたちの思いを読み取ることに。子ども

たちの「勉強がわからない」という実態が

浮き彫りになりました。 

父母には学校として「親の願いを聞き

取るアンケート」で、具体的な教育活動の

プランを示して賛否を聞く形で実施。父

母からは「基礎・基本を確実に身につけさ

せてほしい」「効果的な授業時間の設定と

生活づくりをしてほしい」「子どもたちを

主体として取り組んできた文化活動・表

現活動を続けてほしい」という声が挙げ

られました。 

 

◆基礎学力保障と、自治の力  

学校づくりの要を「基礎学力」と「集団

づくり」に。基礎学力ではベルト学習を大

切に扱うことに。保護者から「子どもが帰

ってくるなり、分数のかけ算バッチリだ

よ、お母さんって。なかなか勉強のこと話

さないうちの子なのに、よっぽとうれし

かったのでしょう」という言葉に、教育課

程づくりの大切さを感じます。 

 
実践報告のまとめとして、教育課程をつくるときには保護者の意見を聞くことの大切さ

が挙げられています。教育課程を改善・実施していくことは必要なことであり、その営み

の中に、「父母の参加」「願いを受け止める」ということを具体的に取り入れていくことが

重要であることが伝わります。 

今
回
の
改
訂
案
で
は
、内
容
面

で
も
大
き
な
変
化
が
あ
り
ま
す
。

小
学
３
～
６
年
で
週
当
た
り
１

コ
マ
増
、高
学
年
で
の
英
語
の
教

科
化
、プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
の

導
入
な
ど
子
ど
も
た
ち
に
か
か

る
負
担
は
増
大
す
る
こ
と
が
懸

念
さ
れ
ま
す
。 

社
会
科
で
は
、日
本
固
有
の
領

土
と
し
て
従
来
の
北
方
領
土
に

加
え
、竹
島
と
尖
閣
諸
島
を
加
え

る
こ
と
も
大
き
な
変
化
で
す
。 

英語で指導する単語数の変化 

 現行 改訂案 

小学校 なし 
600～700 語程度 
（外国語活動で扱う語も含む） 

中学校 1200 語程度 1600～1800 語程度 
 
北方領土、竹島、尖閣諸島の学習指導要領の扱い【社会科】 

 現行 改訂案 

小学校 ５年 なし いずれも「固有の領土」 

中学校 

地理的 

分野 

北方領土のみ 

「固有の領土」 

いずれも「固有の領土」とし、

尖閣諸島は「領土問題は存在し

ない」 

歴史的 

分野 
なし 

領土画定を扱う際に、北方領土

に触れ、竹島、尖閣諸島につい

ても触れる。 

公民的 

分野 
なし 

固有の領土である竹島、北方領

土は平和的手段による解決に

向け努力している、尖閣諸島に

解決すべき領有権問題はない 

北海道新聞 2017 年 2 月 15 日朝刊より 

 

お
も
て
面
か
ら
つ
づ
き 

「明日の授業が忙しくて、指導要領の改訂なんて見る暇ない

よ💦」という声もよく聞きます。それも事実でしょう。しか
し、２０２０年より先、すぐ先の未来の私たちの学校の姿を想

うと、今から動き出すことが大事です。まずは、パブリック・

コメントを書いてみませんか？（naity） 

 


