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21世紀型学力に対する国の 動向の立場か ら

福本　　徹
判

〈概要 〉 平成 26年 11月 に文部科学大臣か ら教育課程の 基 準等の 在 り方 に 関す る諮 問が な され 、
「何 を教え る か 」 とと もに 「ど の よ うに 学ぶ か 」 も重視す る と し て 、　 「育成す べ き資質 ・能力」

と い う方向性が 示 され て い る 。 本稿で は 国 立教育政策研究所で 行われ て い る 「資質 ・能力の育成」

プ ロ ジ ェ ク トの 研究成果の 一部を紹介す る。

〈 キ
ーワー

ド〉 学習指導要領 ， 知識基盤社会 ， 資質 ・能力

1 ．は じめ に

　平成26年 11fi　20 日 に、文 部科学大臣か ら中央

教育審議会に対 し て 、 「初等中等教育における

教育課程の 基準等の 在 り方 に つ い て 」とい う諮

問がな された。これ を受 けて 中央教育審議会教

育課程企 画特別部会が設け られ、現在議論 が進

ん で い る。諮問文の 中で は、様 々 な新 しい 取 り

組みに よ っ て、「何 を教 え るか 」とい う知識 の質

や 量 の 改善は もち ろん の こ と，「どの よ うに学

ぶか 」 とい う， 学び の 質や深 ま りを重視する こ

とが必 要で あ り，課題 の 発 見 と解決に 向け て主

体的恊 働 的に学ぶ 学習 （い わ ゆる 「ア クテ ィ

ブ ・ラ
ー

ニ ン グ 」）や ， そ の ため の 指導 の 方 法

等を充実させ て い く必要で あ る と 、 改訂 の 方向

性 を示 して い る 。

　国立 教育政策研 究所で は平成21年度 よ り 「こ

れ か らの 社会で 求め られ る資質 ・能力を教科 ・

領域横 断的に育てたい 汎用的な資質・能力 とし

て提起 し、資質 ・能力 と知識 ・技能 を結びっ け

るた め の 教育課程編成 の 基 本原理 や具体案を

提 案する」と し て 「教育課 程の編成に 関する基

礎 的研究」 とそ の 後継プ ロ ジ ェ ク トを実施 し、

そ の 成果 は年度 ご とに報告書 と して刊行 して

きた。

2 ．なぜ 、資質 ・能力の 育成な の か

　 平成 20年 に 中央 教育審議会にお い て 取 りま

とめ られ た 『幼稚園、小学校、中学校 、高等学

校 及び 特別 支援学校 の 学習指導要領等の 改善

に つ い て （答 申）』に あ る よ うに、現代は い わ

ゆ る 「知識基盤社会」 の 時代で あ る とい われ て

い る。知識基盤社会 におい て は、基礎的 ・基本

的な知識 ・技能だけで はな く、思考力 ・判断力 ・

表現力、ス キル 、さらに態度を含 んだ人間の全

体 的な資質 ・能力が求 め られて い る 。 また 、

Cathy　Davidson（2011）が指摘す るよ うに 「存

在 しない 職業」 へ の 準備が必 要で あ る。

3 ．諸外国の 動 向に つ い て

　諸外国にお い て も、資質 ・能力の 育成は大き

なテ
ー

マ で あ る 。 大 きな流れ として は 2つ ある。

1つ は、OECDの DeSeCoプ ロ ジ ェ ク トで あ り、
PISA

の 枠組みに も取 り入れ られて い る 。 もう1つ は、

北米 を 中心 と した 21世紀型 ス キ ル で あ る 。

　諸外国 の 動 きを概観する と 、
コ ン ピ テ ン シ

ー

に基づ く教育改革は世 界的な潮流 とな っ て お

り、イ ギ リス ・フ ィ ン ラ ン ドで はすで に導入 さ

れ、アメ リカ
・オー

ス トラ リア
・

ニ ュ
ージー

ラ

ン ドで も導入 が進んで い る。また、資質 ・能力

は 、大きく整理す る と「基礎的 リテ ラ シ
ー

」 「認

知 ス キ ル 」 「社会 ス キ ル 」 の 3 つ に おおむね分

け る こ とが で き る 。 そ し て、コ ン ピ テ ン シ ーに

基づ く教育改革 の 推進に は 、教員 の 採用 ・養

成 ・研修、第三 者評価機 関、支援体制な どさま

ざまな試みが ある。

4 ．教育課程の 編成原理

　諸外国の 動向や 日本の 現状 も踏ま え、教育課

程の 編成原理 は 、以下 の 3点が挙げ られ る 。

　L 社会の 変化 に対応で きる資質 ・能力を教育

課程全 体の 目標 と し て 明確 に 位置付 け る 必要

が あ る。

　2．資質 ・能力の 育成は 、資質 ・能力だ け を取

り出して 訓練す る の で はな く、 教科 内容 の 学び

で 支え る必 要 が ある 。

　3．一人ひ と りの 子 どもが各教科 ・領域の 学び

を統合す るこ とで ，社会 の 中で生きるカを身に

付 け られ る よ うに，教育目標を構造化す る必要

が ある 。

　こ うした教育課程 を実効 あ ら しめ るた め に

は 、各学校にお け る カ リキ ュ ラ ム ・マ ネジメ ン

トが重要な意味 を持 っ
。 資質 ・能カ モ デル を も

と に ，育み た い 生徒像 を学校 レ ベ ル で 明確 に設

定 して ， そ の 資質 ・能力形成に 向け た学校で の

カ リキ ュ ラ ム 開発 が必要 に なる 。
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