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学習指導要領の変遷

昭和33
～35年

教育課程の基準として

昭和43
～45年 教育内容の一層の向上

昭和52
～53年 ゆとり

平成
元年 こころ豊かな人間の育成

平成10
～11年

平成20
～21年 生きる力

Ｗ
Ｗ
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学習指導要領のメッセージ

平成元年

画一・横並び

正解主義

一律であること

個性・特性

多様な価値観

特色づくり

自主・自立

これからの時代の学校

指示・命令

近代化へ向けて努力

何を知っているか 何ができるか



学校の使命

子どもの社会性を育む 人は人を浴びて人になる

規範意識

コミュニケーショ
ン能力

学力思いやり

基本的
生活習慣

体力

協調性

心 辛抱する力

やり抜く力

自制心

社交性
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学 校 家庭・地域
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A 持続可能な地域カリキュラムの充実



地域カリキュラムのねらい

コミュニティ
・スクール
のねらい学校の使命

地域の担い手
づくり

学校の使命とは、
学校の

「存在する理由」

コミュニティ・スクールの可能性

学校が地域と一体となるために

地 域 貢 献

日常的に地域の方々が学校に出入りするしくみづくり

生涯学習の拠点として大人学舎

地域コミュニティの元気づくり

地域の人間関係づくり

学 校 支 援

提 案

学校の存在理由



コミュニティ・スクール
三つの機能

１ 学校運営

２ 学校支援

関係形成期 共同運営期

相互関心・価値理解

情報開示・共有

補完的個別的協力・協働

関心を持つ

認識を変える

参画を求める

学校と地域の関係性モデル
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４ 取組の成果と課題

（１）各学校への実施状況・意識調査から
①アンケート集計（2014年6月調査 小学校305校、中学校152校 計457校）
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Ａ１ 学校と地域が情報を共有するようになった

Ａ２ 地域が学校に協力的になった

Ａ３ 地域と連携した取組が組織的に行えるようになった

Ａ４ 特色ある学校づくりが進んだ

Ａ５ 学校に対する保護者や地域の理解が深まった

Ａ６ 学校関係者評価が効果的に行えるようになった

Ａ７ 保護者・地域の学校支援活動が活発になった

Ａ８ 教職員の意識改革が進んだ

Ａ９ 学校が活性化した

Ａ10 保護者が学校に協力的になった

Ａ11 児童生徒の学習意欲が高まった

Ａ12 保護者・地域からの苦情が減った

Ａ13 いじめ・不登校・暴力等生徒指導の課題が改善した

Ａ14 児童生徒の学力が向上した

Ａ15 家庭の教育力が上がった

Ａ16 教職員が子どもと向き合う時間が増えた

Ａ17 地域が活性化した

コミュニティスクールの成果 (%)
当てはまる・ある程度当てはまる

設置校（３７５校）
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Ｃ１ 従来の地域連携と大差ない

Ｃ２ 学校運営協議会の成果が不明確

Ｃ３ 制度が形骸化している

Ｃ４ 保護者・地域の意見が反映されており、必要ない

Ｃ５ 任用の意見申し出により、人事が混乱する

Ｃ６ 特定委員の発言で学校運営が混乱する

Ｃ７ 学校の自律性が損なわれる

Ｃ８ 管理職・教職員の負担が増える

Ｃ９ 教育委員会のサポートが得られない

Ｃ10 学校運営協議会の人材が得られない

Ｃ11 保護者・地域の協力が得られない

コミュニティスクールの課題 (%)

当てはまる・ある程度当てはまる

設置校（３７５校） 未設置校（８２校）



チーム学校による人材育成の仕組み
コミュニティ・スクールの可能性の追究
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