
　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
と
そ

れ
に
伴
う
臨
時
休
校
は
、
学
校
関
係
者
に

難
題
を
突
き
つ
け
る
と
と
も
に
、
多
く
の
こ

と
を
考
え
る
き
っ
か
け
を
与
え
ま
し
た
。
２

０
１
９
年
４
月
に
文
部
科
学
大
臣
か
ら「
新

し
い
時
代
の
初
等
中
等
教
育
の
在
り
方
に
つ

い
て
」
諮
問
を
受
け
、
議
論
を
進
め
て
い
た

中
央
教
育
審
議
会
の
関
連
各
部
会
の
委
員

に
対
し
て
も
同
様
で
す
。

　

一
つ
は
、
学
校
の
存
在
意
義
を
改
め
て

考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
。
ま
た
、
今
が
ま

さ
に
予
測
困
難
な
時
代
の
た
だ
中
に
あ
る

こ
と
を
痛
感
し
、
新
学
習
指
導
要
領
に
も

う
た
わ
れ
て
い
る
、
主
体
的
に
考
え
多
様

な
他
者
と
協
働
し
て
納
得
解
を
見
出
す
必

要
性
を
実
感
し
た
こ
と
な
ど
で
す
。

　

他
方
、
こ
こ
数
年
重
ね
て
き
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の

利
活
用
に
関
す
る
議
論
が
、
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス

ク
ー
ル
構
想
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
た
の
は
不

幸
中
の
幸
い
で
し
た
。
形
が
あ
っ
て
も
大
変

だ
っ
た
の
で
す
か
ら
、
何
も
な
け
れ
ば
、
一

斉
休
校
時
の
混
乱
は
も
っ
と
深
刻
な
も
の
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

コ
ロ
ナ
禍
中
、
そ
れ
も
新
学
習
指
導
要

領
の
全
面
実
施
を
前
に
し
た
時
期
に
な
ぜ

新
た
な
答
申
を
、
と
思
わ
れ
た
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
教
育
を
支
え
る

基
盤
的
ツ
ー
ル
と
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
不
可
欠
に

な
る
な
ど
の
変
化
も
見
据
え
て
、
新
学
習

指
導
要
領
の
着
実
な
実
施
を
期
す
る
た
め

に
は
、
考
え
方
を
整
理
し
、
条
件
を
調
え

る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
義
務
教
育
９
年

間
を
見
通
し
て
の
小
学
校
高
学
年
の
教
科

担
任
制
導
入
に
し
て
も
、
高
校
の
ス
ク
ー
ル・

ポ
リ
シ
ー
策
定
に
し
て
も
、
教
師
が
生
徒
の

伴
走
者
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
し
て
も
、
新

学
習
指
導
要
領
に
よ
る
具
体
の
取
組
を
支

コ
ロ
ナ
禍
へ
の
対
応
、新
学
習
指
導
要
領
、大
学
入
試
改
革
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
導
入
…

時
代
の
転
換
点
に
い
る
今
、高
校
は
ど
の
よ
う
に
次
の
ス
テ
ー
ジ
を
目
指
せ
ば
い
い
の
か
。

中
央
教
育
審
議
会
初
等
中
等
教
育
分
科
会
長
ほ
か
、多
数
の
部
会
の
委
員
と
し
て

「
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
」の
構
築
を
目
指
し
て
〜
全
て
の
子
供
た
ち
の
可
能
性
を

引
き
出
す
、個
別
最
適
な
学
び
と
、協
働
的
な
学
び
の
実
現
〜（
答
申
）の
審
議
に
関
わ
っ
た

荒
瀬
克
己
氏
に
、新
学
習
指
導
要
領
と
の
つ
な
が
り
も
踏
ま
え
、こ
れ
ら
を
ど
う
捉
え
、

こ
れ
か
ら
の
学
校
づ
く
り
に
活
か
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
伺
い
ま
し
た
。

新
学
習
指
導
要
領
の
着
実
な
実
施
に

向
け
て
整
理
し
た
の
が
今
度
の
答
申

取材・文／堀水潤一　撮影／平山 諭
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佐等。05年以降、中央教育審議会初等中等教育分科会ほか
数多くの委員を歴任。21年4月独立行政法人教職員支援機構
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一人一人の生徒を
主語にする、
もっと自由で
魅力ある学校づくりを

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して（答申）
から読む高校へのメッセージ
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を
学
習
者
視
点
で
整
理
し
直
し
た
も
の
で

す
。

　

も
ち
ろ
ん「
個
別
最
適
な
学
び
」が
孤
立

し
た
学
び
に
陥
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の

た
め
、
多
様
な
他
者
と
の「
協
働
的
な
学

び
」
も
大
切
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
一・
体・
的・
に・

充
実
さ
せ
て
い
く
。
そ
う
し
た
観
点
で
学

習
活
動
を
捉
え
直
し
、
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き

た
工
夫
や
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
な
ど
も
活
か
す
こ
と
で
、

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」の
実
現

に
向
け
た
授
業
改
善
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

高
校
に
関
し
て
は
、
特
色
化
・
魅
力
化

を
推
進
す
る
べ
く
、「
ス
ク
ー
ル
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
」

の
再
定
義
と
、「
ス
ク
ー
ル
・
ポ
リ
シ
ー
」
の

策
定
を
求
め
て
い
ま
す（
図
２
）。「
そ
ん
な

も
の
と
っ
く
に
あ
る
。
何
を
今
さ
ら
」
と
お

叱
り
を
受
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
確
か

に
、
校
是
・
校
訓
や
教
育
理
念
・
目
標
の
な

い
学
校
は
な
い
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
う
し
た
理
念
や
目
標
を
実
質
化
で
き
る

よ
う
、
そ
こ
に
向
け
た
手
立
て
を
確
立
す

る
の
は
、
至
っ
て
当
然
の
こ
と
だ
と
い
え
ま
す
。

「
育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力
に
関
す
る

方
針
」
か
ら
逆
算
し
、「
教
育
課
程
の
編
成

及
び
実
施
に
関
す
る
方
針
」、
そ
し
て「
入

え
る
も
の
で
す
。

　

答
申
の「
は
じ
め
に
」
に
、「
一
人
一
人
の

子
供
を
主
語
に
す
る
」
と
い
う
表
現
が
あ

り
ま
す
が
、
新
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て

も
前
文
や
総
則
か
ら
一
貫
し
て
、
学
ぶ
側

に
視
点
を
置
く
こ
と
の
重
要
性
が
強
調
さ

れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
以
前
か
ら「
生

徒
主
体
」と
言
わ
れ
て
は
き
ま
し
た
が
、
き

ち
ん
と
で
き
て
い
た
か
と
い
う
と
疑
問
で
す
。

教
科
書
を
予
定
通
り
消
化
で
き
な
い
と
嘆

く
先
生
の
誠
実
さ
は
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
先
生
が
教
科
書
を
終
わ
ら
せ
る
こ

と
と
、
生
徒
が
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
は

別
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
生
徒
を
主
語
に

し
て
考
え
る
と
、
先
生
の
計
画
の
先
に
あ
る

は
ず
の
、
生
徒
自
身
が
そ
の
教
科
を
学
ぶ

こ
と
で
見
方
・
考
え
方
を
身
に
つ
け
る
こ
と

こ
そ
が
重
要
だ
と
い
う
点
に
気
づ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

詳
し
い
内
容
は
答
申
を
お
読
み
い
た
だ

く
と
し
て
、
答
申
の
副
題
に
も
あ
る「
個
別

最
適
な
学
び
」
も
、
従
前
の
学
習
指
導
要

領
で
語
ら
れ
て
き
た
「
個
に
応
じ
た
指
導
」

教
師
が
教
科
書
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
と
、

生
徒
が
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
別

※答申総論解説資料より　https://www.mext.go.jp/content/20210329-mxt_syoto02-000012321_1.pdf

答申の背景と新たな動き図1

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
そ
の

も
の
と
い
え
る「
ス
ク
ー
ル・
ポ
リ
シ
ー
」

教育、進路指導をどう転換していくか？
一人一人の生徒を主語にする、もっと自由で魅力ある学校づくりを

33 2021 JUL. Vol.438



答申で示された高校の特色化・魅力化の例図2

○高等学校は，義務教育を修了した生徒が入学
者選抜を経て入学するものであることから，各高等
学校が育成を目指す資質・能力を明確にするため
に，各学校の設置者が，各学校や所在する地方公
共団体等の関係者と連携しつつ，在籍する生徒の
状況や意向，期待に加え，学校の歴史や伝統，現
在の社会や地域の実情を踏まえて，また，20年後・
30年後の社会像・地域像を見据えて，各学校の
存在意義や各学校に期待されている社会的役割，
目指すべき学校像を明確化する形で再定義するこ
とが必要である。以下略。

○各高等学校の存在意義や社会的役割等に基
づき，各学校において育成を目指す資質・能力を明
確化・具体化するとともに，学校全体の教育活動
の組織的・計画的な改善に結実させることが不可
欠である。その際，高等学校教育の入口から出口
までの教育活動を一貫した体系的なものに再構
成するとともに，教育活動の継続性を担保するた
め，育成を目指す資質・能力に関する方針，教育課
程の編成及び実施に関する方針，入学者の受入
れに関する方針（これら３つの方針を総称して「ス
クール・ポリシー」と称する。）を各高等学校におい
て策定・公表し，特色・魅力ある教育の実現に向け
た整合性のある指針とする必要がある。以下略。

○現行法令上，「普通教育を主とする学科」は普通科
のみとされているが，約７割の高校生が通う学科を「普
通科」として一括りに議論するのではなく，「普通教育
を主とする学科」を置く各高等学校がそれぞれの特色
化・魅力化に取り組むことを推進する観点から，各学
校の取組を可視化し，情報発信を強化するため，各設
置者の判断により，当該学科の特色・魅力ある教育内
容を表現する名称を学科名とすることを可能とするた
めの制度的な措置が求められる。
○どのような学科を設置するかについては，各設置者
が現在の国際社会，国家，地域社会を取り巻く環境や，
高校生の多様な実態を踏まえて検討されるものである
が，例えば，以下のものが考えられる。以下略。

学
者
の
受
入
れ
に
関
す
る
方
針
」
ま
で
を
、

つ
ま
り
入
口
か
ら
出
口
ま
で
と
実
際
の
中
身

を
、
体
系
的
に
計
画
し
取
り
組
む
。
無
論
、

一
度
決
め
た
方
針
が
未
来
永
劫
続
く
わ
け

も
な
く
、
常
に
見
直
し
が
必
要
と
い
う
点

を
含
め
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
そ

の
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

普
通
科
改
革（
図
２
）も
、
ス
ク
ー
ル
・
ポ

リ
シ
ー
策
定
の
範
疇
の
話
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
普
通
科
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

法
律
上
の
制
約
が
あ
り
ま
し
た
。
22
年
前

に
堀
川
高
校
が
人
間
探
究
科
と
自
然
探
究

科
と
い
う
新
た
な
専
門
学
科
を
設
置
し
た

の
も
、
縛
り
を
解
い
て
新
し
い
こ
と
に
チ
ャ

レ
ン
ジ
す
る
た
め
で
し
た
。

　

今
後
は
、「
う
ち
は
こ
う
い
う
形
の
普
通

科
を
や
り
ま
す
」「
学
校
設
定
科
目
と
総
合

的
な
探
究
の
時
間
で
独
自
性
を
出
す
た
め

学
科
名
を
変
え
ま
す
」
と
い
う
こ
と
も
可

能
に
な
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
す
る

し
な
い
は
設
置
者
の
判
断
。
そ
う
し
た
こ

と
も
含
め
、
今
回
の
答
申
は
、
学
校
の
置

か
れ
た
状
況
に
応
じ
て
特
色
を
強
く
打
ち

出
す
な
ど
、
各
校
が
思
い
描
く
教
育
活
動

を
自
由
に
進
め
る
こ
と
を
後
押
し
す
る
も

の
で
す
。

　

新
学
習
指
導
要
領
「
前
文
」に
は「
学
習

指
導
要
領
と
は
、
こ
う
し
た
理
念
の
実
現

に
向
け
て
必
要
と
な
る
教
育
課
程
の
基
準

を
大
綱
的
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、

「
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
、
生
徒
や
地
域
の
現
状

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
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
プ
ロ

フ
ェッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
の
誇
り
と
責
任
を

も
っ
て
、
ど
ん
な
学
校
に
す
る
か
考
え
、
取

り
組
ん
で
い
く
際
に
、
学
習
指
導
要
領
の

示
す
も
の
を
教
育
活
動
に
役
立
て
る
。
ま

ず
は
学
校
と
い
う
現
場
に
立
脚
す
る
こ
と

を
重
視
す
べ
き
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
や
自
己
点

検
の
ツ
ー
ル
も
必
要
に
な
る
わ
け
で
、
そ
れ

が
今
回
の
答
申
と
捉
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
。

よ
っ
て
、
時
間
は
か
か
る
の
で
す
が
、
で
き

れ
ば
答
申
だ
け
で
な
く
、
基
に
な
っ
た
多
く

の
部
会
等
の「
審
議
ま
と
め
」や
議
事
録
の

一
部
で
も
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
理
解
が

深
ま
る
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、「
個
別
最
適
な
学
び
」
と
「
協

働
的
な
学
び
」に
関
し
て
、
当
初
は
そ
れ
ら

を
「
往
還
」
す
る
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、「
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立

し
た
存
在
に
映
り
、
二
つ
の
型
と
捉
え
ら
れ

か
ね
な
い
」
と
考
え
て
、「
一
体
的
に
」
充
実

と
い
う
言
い
回
し
に
な
っ
た
経
緯
が
あ
り
ま

す
。
同
じ
く
ス
ク
ー
ル
・
ポ
リ
シ
ー
の
議
論

で
は
、「
卒
業
の
認
定
に
関
す
る
方
針
」
と
い

う
名
称
に
つ
い
て
、「
単
位
数
等
の
卒
業
認

定
に
係
る
規
定
を
想
起
さ
せ
て
し
ま
う
」と

い
う
意
見
に
よ
り
、「
育
成
を
目
指
す
資
質
・

能
力
に
関
す
る
方
針
」
に
落
ち
着
き
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
に
一
言
一
句
に
意
味
が
あ
り
、

思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

と
は
い
え
、
時
間
的
制
約
も
あ
る
答
申

は
、
そ
の
時
点
で
の
合
意
を
示
し
た
も
の
に

過
ぎ
ま
せ
ん
。
生
徒
や
学
校
の
現
状
に
基

づ
い
て
具
体
の
中
身
を
完
成
さ
せ
る
の
は
、

現
場
の
教
職
員
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

繰
り
返
し
ま
す
が
、「
生
徒
が
主
語
」
に

な
る
学
校
を
つ
く
る
の
は
現
場
の
教
職
員
で

す
。
例
え
ば
進
路
指
導
に
つ
い
て
２
０
１
６

年
12
月
の
中
教
審
答
申
で
は
脚
注
に
こ
う

書
か
れ
て
い
ま
す
。「
進
路
指
導
と
は
、
生

答
申
は
あ
く
ま
で
そ
の
時
点
で
の
合
意
。

完
成
さ
せ
る
の
は
現
場
の
先
生
方

※答申「第Ⅱ部各論」より抜粋

答
申
の
一
言
一
句
に
は
意
味
や

込
め
ら
れ
た
思
い
が
あ
る

話
し
合
う
こ
と
か
ら
が
ス
タ
ー
ト
。

組
織
と
し
て
の
メ
タ
認
知
を
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徒
の
個
人
資
料
、
進
路
情
報
、
啓
発
的
経

験
及
び
相
談
を
通
じ
て
、
生・
徒・
が・
自
ら
、

将
来
の
進
路
を
選
択
・
計
画
し
、
就
職
又

は
進
学
を
し
て
、
更
に
そ
の
後
の
生
活
に
よ

り
よ
く
適
応
し
、
能
力
を
伸
長
す
る
よ
う

に
、
教・
員・
が・

組
織
的
・
継
続
的
に
指
導
・

援
助
す
る
過
程
で
あ
り
〜
」（
傍
点
は
編
集

部
）。「
生
徒
が
」
と
い
う
主
語
を
成
り
立
た

せ
る
た
め
に
、「
教
員
が
」
と
い
う
主
語
が
表

れ
る
つ
く
り
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
や
は
り

先
生
方
の
存
在
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

大
切
な
の
は
、
そ
の
先
生
同
士
が
話
し

合
う
こ
と
で
す
。
コ
ロ
ナ
対
応
に
し
ろ
働
き

方
改
革
に
し
ろ
、
昨
今
の
課
題
を
突
き
詰

め
て
い
く
と
、
結
局
は「
学
校
と
は
何
を
す

る
場
な
の
か
」
と
い
う
原
点
を
問
い
直
す
こ

と
が
多
か
っ
た
は
ず
で
す
。「
何
の
た
め
に
学

校
は
あ
る
の
か
」「
教
職
員
の
務
め
と
は
何

か
」
と
いっ
た
根
本
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と

か
ら
「
生
徒
を
主
語
に
す
る
」
学
校
は
ス

タ
ー
ト
す
る
と
思
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
難
題
で
あ
り
、
答
え
は
一
つ
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
多
く
の
教
職

員
が
見
聞
き
し
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
出

し
合
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
一
人
で
は
気
づ

か
な
か
っ
た
こ
と
が
浮
き
上
が
っ
て
く
る
で

し
ょ
う
。
い
わ
ば
組
織
と
し
て
の
メ
タ
認
知
。

生
徒
、
学
校
の
現
状
を
共
有
し
て
取
り
組

む
た
め
に
は
、
組
織
と
し
て
の
メ
タ
認
知
の

で
き
る
学
校
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

以
上
、
い
ろ
い
ろ
と
述
べ
て
き
ま
し
た
が
、

条
件
整
備
が
整
わ
な
い
こ
と
に
は
何
も
始

ま
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
国
や
行
政
の
問
題

で
あ
り
、
社
会
全
体
の
課
題
で
す
。

　

京
都
市
教
育
委
員
会
の「
学
校
教
育
の

重
点
」に「
一
人
一
人
の
子
供
を
徹
底
的
に

大
切
に
す
る
」
と
い
う
文
言
が
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
元
は
次
の
よ
う
に
３
文
だ
っ
た
と
聞

き
ま
し
た
。

　

生
徒
が
主
語
の
学
校
を
つ
く
る
た
め
に

は
教
師
が
主
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

そ
の
た
め
に
は
校
長
、
さ
ら
に
は
教
育
委

員
会
が
主
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ

と
い
え
ば
家
庭
や
地
域
の
人
々
や
、
国
も
、

自
ら
主
語
と
な
っ
て
生
徒
と
学
校
を
支
え

る
。
学
習
指
導
要
領
前
文
の
い
う
「
全
て

の
大
人
に
期
待
さ
れ
る
役
割
」が
機
能
し
て

こ
そ
、
真
に
生
徒
を
主
語
と
す
る
学
校
は

形
づ
く
ら
れ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。

生
徒
が
主
語
の
学
校
を
つ
く
る
た
め
に
教
師
が
、

そ
し
て
全
て
の
大
人
も
主
語
に
な
ら
な
く
て
は

●
教
職
員
は
、一
人
一
人
の
子
供
を

　

徹
底
的
に
大
切
に
す
る
。

●
校
長
は
、一
人
一
人
の
教
職
員
を

　

徹
底
的
に
大
切
に
す
る
。

●
教
育
委
員
会
は
、一
つ
一
つ
の
学
校
を

　

徹
底
的
に
大
切
に
す
る
。

教育、進路指導をどう転換していくか？
一人一人の生徒を主語にする、もっと自由で魅力ある学校づくりを
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