
 

 

 

 

令和３年度 第１回三朝町総合教育会議日程 

 

 

日 時 令和４年２月 16日（水） 

午後２時から 

                   場 所 三朝町役場 第２会議室 

 

１ 開    会 

 

 

２ 挨    拶 

   三 朝 町 長  松浦 弘幸 

           三朝町教育長  西田 寛司 

 

 

３ 議事録署名委員の指名 

 

 

４ 協 議 事 項 

（１）小中連携について 

（２）ギガスクール構想について 

（３）コミュニティ・スクールについて 

（４）その他 

 

 

５ そ の 他 
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小・中学校９年間の 

学びと育ちを支える小中連携教育（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三朝町教育委員会 

令和４年１月 



Ⅰ．三朝町における小中連携検討の背景       

１ 小中連携の取組の背景 

現在の社会は、変化が激しく将来を見通しにくい社会であると言われています。今の 

子どもたちが成人して、社会で活躍する頃には、社会構造や雇用環境は大きく変化し、 

職業の在り方についても、現在の社会とは様変わりすることになると指摘する研究者も

います。 

こうした社会を子どもたちが力強く生き抜

いていくためには、一人ひとりが大切にされ、

安心して学ぶ中で力を伸ばすことが必要で

す。子どもたちが多様な他者と協働しながら

新たな価値を創造し、将来の予測が難しい社

会でも、未来を創り出していく力を獲得する

ことを期待するところです。 

令和２年度から小学校で完全実施となった

新学習指導要領では、基本方針に「よりよい

学校教育を通じてよりよい社会を創る」とい

う目標を、学校と社会が共有し、連携・協働し

ながら、新しい時代に求められる力を子どもたちに育むことが掲げられています。その

ためには、教育の在り方も一層の進化を遂げなければなりません。加えて令和元年１２

月の文部科学省初等中等教育分科会『新しい時代の初等中等教育の在り方（論点取りま

とめ）』では、子どもたち一人ひとりに個別最適化され、創造性を育む教育を実現する

ためにＩＣＴ環境を整備することが示されました。タブレット端末の１人１台環境は、

令和時代における学校の「スタンダード」であり、特別なことではなく、過去の教育実

践の蓄積の上に、最先端のＩＣＴ活用教育を取り入れ、これまでの教育実践とＩＣＴ活

用教育とのベストミックスを図っていくこと

により、学校教育の劇的な変化を求めるもの

です。この新たな教育の技術革新は、多様な

子どもたちを誰一人取り残すことのない公正

に個別最適化された学びや創造性を育む学び

にも寄与するものであり、特別な支援が必要

な子どもたちの可能性も大きく広げるもので

す。 

子どもたちが身に付けるべき資質や能力を

確実な定着を図るためには、小中連携教育を

核とした「縦の接続」と、地域や保護者との
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「横の連携」がより一層必要であると考えるに至りました。 

 

２ 三朝小・中学校の現状と課題 

（１）三朝町教育研究会の組織解体による課題 

平成３１年４月、町内３つの小学校が統合し、新たに三朝町立三朝小学校が開校し、

町内１小１中の学校構成となりました。このことにより、小中相互の教職員の意思疎通

がスムーズになり、連携を深めながら教育活動を推進していくことが期待されました。 

ところで本町では、平成１７年度より三朝町教育

研究会が組織され、子どもたちが希望と喜びを持っ

た就学・進学をするため、保育園、小学校、中学校

が連絡・協議・調整を図りながら相互の密接な連携

を深め、三朝町教育の充実・向上を図ってきました。 

しかしながら、三朝町教育研究会が平成３１年の

小学校統合を機に組織解体となったことから、担当

者同士の連携が不十分となり、いじめや不登校等の

生徒指導上の対応や就学指導において、情報共有が

できていなかったり、移行支援が十分に果たされな

かったりという課題が出てきました。 

そこで、各校の生徒指導担当者や通級指導教室担当者による月１回の担当者会を実施し

たり、特別支援教育担当者の研修を年２回実施したりしながら、必要に応じて協議の場を設

けて教育課題の解決を図ってきているところです。また、令和３年度から２年間、『鳥取

県ＩＣＴ活用教育推進地域』の指定を受けて、各教科におけるＩＣＴを活用した先進的

な取組を進めており、小中合同の研修会を実施したり、授業研究会に教職員を相互派遣

したりしながら、共通認識を持ちながら学びの改革を進める等、１小１中の強みを生か

しながら、特色ある教育を展開しています。 

 

（２）三朝町児童生徒の現状 

①児童生徒数の推移から 

令和３年５月現在、本町の小学校の児童数は２

９１人、中学校の生徒数は１６７人、児童生徒数の

合計は４５８人となっています。小中学校とも各

学年２学級の編成を行い、児童生徒が多様な意見

を交換し、解決方法や考えを練り上げる活発な授

業風景が見られます。しかしながら、今後の児童生

徒数は、少子化による出生率の減少により、令和７

年度から学級数の減少が始まり、令和１７年度に
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は小中とも各学年１クラスとなる見通しとなっています。少子化の進行や地域コミュニ

ティの弱体化、核家族化の進行により児童生徒の人間関係が固定化しやすい中、小中連

携、一貫教育の実施により、児童生徒が多様な教職員や児童生徒と関わる機会を増やす

こと、中学生が小学生と触れ合うことで、上級生であることを自覚することにより自尊

感情を高め、生徒の暴力行為や不登校、いじめの解消につなげていくことを検討する段

階に差し掛かっているのではないかと考えています。 

 

②学力調査の結果から 

近年の全国学力・学習状況調査の結果は表１のとおりとなっています（括弧内は全国

平均）。令和３年度の結果を見ると、小中学校とも概ね全国平均を上回る結果となって

います。国語の言語事項や算数・数学の計算の処理等、基本的な事項は確実に定着がで

きていると言えます。 

 

表１ 全国学力・学習状況調査結果（令和元年度～３年度） 

三朝小 国語 算数 三朝中 国語 数学 英語 

令和元年度 61（63.8） 63（66.6） 令和元年度 79（72.8） 66（59.8） 60（56.0） 

令和２年度 68 76 令和２年度 77 60 実施なし 

令和３年度 65（64.7） 72（70.2） 令和３年度 68（64.6） 63（57.2） 実施なし 

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の拡大により全国的な調査が中止となったため、全国平均が示されて 

いません。 

 

しかしながら、結果を観点別又は領域別に分析すると、各教科における課題が見えて

きます。国語においては「読解力」と「記述力」、

算数・数学においては「データ活用力」と「資料の

活用」に課題があり、この課題が小学校と中学校に

共通したものとなっています。小学校で苦手意識

を抱えた児童が、中学校でもその課題を克服する

ことができないままとなっている姿が浮き上がっ

てきます。学習面における課題を解決するために

は、小中合同で目指す子ども像と授業像を共有し、

指導方法や指導体制を改善していかなければなり

ません。令和３年度より、授業研究会への相互派遣

を実施しているところですが、今後、さらに計画的かつ継続的に授業研究会を実施して

いかなければならないと考えます。 
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③配慮を要する児童生徒への支援の側面から 

本町では特別支援教育を学校経営の柱の一つに

置き、特別支援教育支援員を配置するなどして個

別最適な学習環境と具体的支援の提供を目指して

きました。保護者の特別支援教育への理解も徐々

に深まり、現在は特別支援学級在籍児童生徒数が

全体の１割を超えています。しかしながら、小学

校から中学校への移行がスムーズにいかず、不適

応状態にある生徒がいるのも現状です。 

 ９年間の学びと育ちのつながりを重視した小中

一貫教育を念頭に置いて小中連携を行っていくた

めには、学力の向上や学校制度の違いという外的

要因により起こる不登校やいじめ等、様々な問題を解消する効果的なカリキュラム等を

編成していくなど、課題が山積しており、三朝町の小中連携のあり方を整えていくこと

が急務となってきています。 
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Ⅱ．三朝町における小中連携の方向性        

１ 小中連携で期待される教育効果 

 中央教育審議会の小中一貫教育特別部会（平成２４年９月）でも、小中連携及び小中

一貫教育で期待される効果について広く周知されていますが、本町においては、特に、

次の点において効果を期待しています。 

 

○ 小学校から中学校への進学という、新しい環境での学習や生活へ移行する段階にお

いて、レジリエンスの弱体化から不登校等の生徒指導上の諸問題につながっていく事

態等に直面し、小学校から中学校への接続を円滑化する必要性がある。児童生徒の発

達が早まっていることを踏まえ、小学校高学年から中学校入学後までの期間に着目し、

当該期間に重点的な取組を行うことが重要と考えられる。目的を明確化するとともに

関係者で情報を共有し、学校全体で組織的に取り組むことで、生徒の暴力行為や不登

校、いじめの解消につなげていくことが期待される。 

○ 小学校の教員は全教科を教えるのに対し、中学校の教員は特定の教科を指導するこ

とや、小・中学校では、対象とする児童生徒の発達の段階が異なることから、学習指

導、生徒指導の方法が異なるといったこともあり、小・中学校の教職員の職務の性質

は異なってくる。小・中学校教職員間の職務性質の違いを教職員同士が認めた上で互

いに学び合うことで、教科横断的な視点に加えて、小・中学校の接続部分にも目を向

け、学びの積み上げにおける効果が期待できる。 

○ 本町の特色ある教育である国際理解教育、英語教育、ＩＣＴ活用教育について、９

年間を見通したカリキュラムを作成することにより、児童生徒が自校やふるさと三朝

町への誇りを持ち、自分の夢に向かって、生き生きとたくましく成長することが期待

できる。 

 

２ 三朝町の小中連携の在り方 

小中連携において、児童生徒に対する教育を施

す上で、各学校段階内において完結するのではな

く、学校間連携を推進することにより、教職員が

異なる学校段階にわたって教育を見通し、学校が

直面している課題の解決に資するとともに、学校

教育の質的向上を図っていくことが必要です。 

三朝町で育ったことに誇りをもち、やさしくた

くましいみささっ子を育てるため、９年間を見通

した連続性と系統性のある教育の在り方を検討し、確かな学力の向上と豊かな情操の育
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成を図っていかなければなりません。 

そこで、小中連携教育の柱として「知・徳・体・誇り」の４つを置き、それぞれの努

力目標及び具体的施策を示すこととしました。 
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Ⅲ．三朝町における小中連携教育          

 みささっ子教育ビジョンに掲げる基本理念及び目指す子ども像は次のとおりです。 

 

 

 基本理念を実現するための４つの柱について、それぞれ基本目標を掲げ、その過程で

必要となる学校の取組を具体的施策として推進していきます。 

（１）知〔確かな学力〕

自ら学び、身に付けた知識や技能を

活用できるみささっ子

（２）徳〔豊かな心〕

自分と他人の良さを認め、

互いに尊重し合えるみささっ子

（３）体〔健やかな体〕

いのちを大切にし、

健康でたくましいみささっ子

（４）誇り〔ふるさと愛〕

ふるさとを愛し、

ふるさとに誇りを持つみささっ子

【基本理念】

夢と希望を持ち ふるさとを愛する

やさしくたくましい みささっ子の育成

（１）知〔確かな学力〕 

自ら学び、身に付けた知識や技能を活用できるみささっ子 

具体的施策 

    「みささっ子スタンダード」の作成 

・小中９年間で一貫した指導スタイルの確立 

・教職員の共通認識のもと授業実施 

    ９年間を見通した教育課程の編成 

・中学校卒業時の姿を全職員が具体的にイメージ 

    教職員相互交流 

・授業交流の実施 

・計画的な合同研修の実施（ＩＣＴ活用教育、特別支援教育） 

・相互乗り入れ授業 

    ＩＣＴ活用教育 

・ＩＣＴを介した深い学びの実現（ＩＣＴ活用教育推進地域） 

・ＩＣＴ活用カリキュラム（令和２年度作成）の見直し 

・動画作成による取組の外部発信 

    英語教育 
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・国際理解教育（フランス・台湾） 

・ＭＥＳＰ（みささイングリッシュシャワープログラム）の推進 

・プログラム（令和３年度作成）の見直し 

・英語を活用した児童生徒間交流の実施 

（２）徳〔豊かな心〕 

自分と他人の良さを認め、互いに尊重し合えるみささっ子 

具体的施策 

    道徳的実践力の向上 

・系統性のある道徳教育 

・考え、議論する道徳の実現 

    人権教育 

・効果的な教材活動の研究実践と教材配置の検討 

・９年間を見通した育てたい資質・能力の配列 

・相互授業参観 

    主権者教育 

・地域課題に目を向ける学習の展開 

・三朝町の未来を語る会の実施 

    特別支援教育 

・就学指導に係る接続プログラム 

・特別支援教育支援員の十分な配置と研修の実施 

    通級指導教室 

・担当者連絡会の開催 

    情操教育 

・ボランティア活動の推進（町行事での協力要請） 

・文化、芸術体験 

・読み聞かせ交流の実施（年１回） 

（３）体〔健かな体〕 

いのちを大切にし、健康でたくましいささっ子 

具体的施策 

    児童生徒の体力向上 

・継続した体力づくり活動 

・中学校体育科教員による小学校への乗り入れ授業の実施 

・小中合同マラソン大会の実施 

・部活動及び校外スポーツクラブ活動の推進 

・学校保健委員会の開催（年２回） 
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    健康教育 

・いのちを大切にする教育機会の提供（助産師等の話） 

・基本的な生活習慣の確立 

⇒早寝早起き、朝ごはんの習慣化 

⇒スマホやゲーム利用のルールづくり 

・三朝町子育て１２か条の啓発 

    食育推進 

・地産地消に特化した給食の提供 

・全国学校給食週間における啓発活動 

    学校危機管理 

・小中合同避難訓練の実施 

・児童生徒の引き渡し訓練の実施 

・通学路合同点検（年１回） 

（４）誇り〔ふるさと愛〕 

ふるさとを愛し、ふるさとに誇りをもつみささっ子 

具体的施策 

    特色ある総合的な学習の時間の充実（ふるさとキャリア教育） 

・小中一貫した学習計画（令和元年度作成）の見直し 

・地域題材に学ぶ（地域学校協働本部の活用） 

・先輩から学ぶ 

・職場体験の実施（中学校２年） 

・大山登山（中学校１年） 

・修学旅行（小学校６年、中学校３年） 

    交流体験 

・国際交流活動（フランス・台湾） 

・滋賀県多賀町との交流 

・リモート交流の積極的活用 

    教育コミュニティづくり 

・コミュニティ・スクールの導入（令和４年度） 

・人材バンクの蓄積 

    教職員対象ふるさと研修 

・新任教職員向け研修（８月）の実施 

・新規採用職員向け研修（８月）の実施 
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令和３年度全国学力・学習状況調査（正答率％）

確かな学力の育成

【基本的方向】
❶　基礎的・基本的な知識や技能が確実に身に付くよう、一人ひとりの能力に応じたきめ細やかな学習指導を行い、主体
     的に学ぶ意欲・態度を育んで学力向上を図ります。
❷　必要な知識・技能の習得につながる教育を推進し、教科内容の理解を促進します。
❸　特別な支援が必要な子ども一人ひとりの状況に応じた教育的支援を計画的に進めます。
❹　各教科・各学年相互の関連を図り、一人ひとりの発達や理解に応じた系統性・発展的な教育を行うため、小中学校間の
     情報交換及び連携をさらに推進します。

　合同職員研修及び授業研究会の相互交流を実施することで、町内１小１中の強みを生かし、教職員の連携と児童生徒理解
を深めることができると考える。また、ICT活用教育と英語教育については、令和３年度に９年間を見通したカリキュラムを
作成したことで、育てたい児童生徒の姿が具体的となり、発達段階に応じて身に付けさせたい知識及び技能の確実な定着に
つながった。

【キーワード】
学びの連続性　カリキュラム・マネジメント
ICT活用教育　みささっ子スタンダード
英語教育推の進　ALT配置
みささイングリッシュシャワープログラム

知

小中学校とも全国平均より高い結果であったが、算数・数学、国語とも、課題となる領域は小

中学校で共通していた。児童生徒の課題を共有し、一貫した指導を行うことが本町の今後の取

組となる。また、令和元年度実施の同調査では、本町中学生の英語の正答率は全国より高く、

保小中のつながりを見据えた英語プログラムの実施や国際交流により、高い関心を持って学

習に取り組む生徒の姿がうかがえる。

三朝小 全国 三朝中 全国

算数 72.0 70.2

数学 63.0 57.2

国語 65.0 64.7 68.0 64.6

令和３年度は、ICT活用に係る職員研

修を小中で月２回実施し、指導技術の

向上を図った。

小１から外国語活動を実施

し、英語への慣れ親しみを

促す。
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　自分たちが暮らす三朝町の現状を知り、また、良さも課題を考えることで、三朝町をよくするためにできることを考
えるきっかけになった。さらに、町行政に携わる役場職員と意見交換することで、自分たちも住民の一人として、地域
に貢献したいという意識が高る取り組みとなった。一人ひとりの社会的、職業的自立を促すふるさとキャリア教育の観
点も踏まえた活動であり、今後も継続開催していくこととする。

ねらい：中学２年生に三朝町行政や三朝町教育行政の現状及び将来構想について理解と関心を深めてもらうとともに、
中学生の立場から三朝町に対しての意見や要望等を聞いて、豊かな２１世紀を築くために自分たちで実現可能な解決策
を考える。

【基本的方向】
❶　子どもたちが自分の良さを知るとともに、他人の痛みや悲しみを理解できる優しさ、協調性などを育むことができる環
境づくりを目指します。
❷　不登校児童生徒を含めた児童生徒の悩みに対する相談体制を充実します。
❸　文化・芸術に触れ、様々な活動を主体的に経験する機会の充実を図り、情報教育を推進します。
❹　読書の面白さ、大切さを児童生徒に伝えられる環境づくりを推進します。

取組１　切れ目のない一人ひとりに合った特別支援教育

担当者会
情報交換
共通理解

豊かな心の醸成

【キーワード】
特別支援教育の充実　　移行支援会議
切れ目ない支援　　道徳的実践力の向上
教育相談活動　　不登校対応
問題行動の未然防止と早期対応

取組２　主権者教育　～三朝町の未来を語る会～

就学前後の情報交換や共通理解を綿密に行うことで、小学校における指導の経過を共有し、中学校教職員の、生徒の特
性や障害の程度に関する理解につなげ、一人ひとりに合った指導法の向上に今後も努めていきたい。

・就学指導に係る連携

・移行支援会議の開催

・通級指導担当者会の実施

・小中特支在籍児童生徒の

交流や体験の実施

切れ目
のない

・特別支援教育支援員の十分な配置

・小中園合同特別支援教育担当者研修会の実施

・児童生徒に必要な支援を検討するための外部

機関との連携

・児童生徒、保護者、教職員間の見学

一人ひとり
のニーズに
合った

徳

事前学習として町長から行政の

取組について話を聞き、その後、

教育、観光産業、福祉等、５つの

グループに分かれ、各テーマに

沿って、未来の三朝町について

意見を出し合う。

役場担当課の職員の助言を参考に

しながら、グループの意見をまとめ

る。全体発表に備えて、プレゼンの

準備を行う。

町長、教育長、役場職員の前でプレゼンする

ことで、三朝町の将来を担う人材としての

自覚を深めることにつながった。

生徒が模造紙にまとめた提案は、町文化

ホールに掲示し、取組内容について広く周

知を図った。

「個別の教育支援計画」や「個別の指導計

画」、「引継シート（三朝町版）」等の活用によ

る児童生徒理解や自立と社会参加を目指す

連続性を持たせた指導をする。各様式につ

いては、保小中と統一したものとし、切れ目

のない支援とする。

町内の担当者が合同に研修することで、三朝町の

児童生徒の連続した成長を共通理解しながら、専

門性を高め、個に応じたより良い支援の在り方を

研修する。また、小中に設置している通級指導教

室では、在籍児童生徒の状況や指導方法を共有・
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健やかな体の育成

　スマホやタブレット端末の普及で、メディア依存となる児童生徒が増えたり、運動する子としない子の二極化傾向が顕著に
なったりと本町児童生徒の抱える課題は多い。子育て１２か条を作成し、保護者に啓発するとともに、地域への協力を依頼
し、健やかな心と体の育成を目指している。健康な体は、学習や運動を行う土台となるものであり、スマホやタブレット端末
利用ルールについても、小中の接続を意識しながら検討していくこととする。

【基本的方向】
❶　子どもの発達段階を考慮しながら、遊び時間や体育の時間をはじめとする様々な機会を利用して、体力及び運動能力の
　　向上と運動に親しむ態度の育成を図ります。
❷　食育や健康教育について、家庭や地域と連携し、日常生活の中で継続的に行います。

【キーワード】
体力向上　体育的行事の充実
部活動指導員及び外部指導者の派遣
地産地消　栄養指導　いのちの教育
学校保健委員会　基本的な生活習慣

体

自然災害、感染症等、様々な事案に迅速な対応が求められることから、学校危

機管理においても、小中の教職員が連携する必要がある。

👉小中合同避難訓練の実施

・町危機管理局と連携した避難訓練や避難所設営訓練の実施

👉引き渡し訓練の実施

👉通学路合同点検の実施（年１回）

・交通安全プログラムに従って学校、地域、行政、保護者が実施する。

👉職員研修の実施

【三朝中学校】

1年間に2度、生徒自身による

手作り弁当の日を設定している。

栄養６群や地産地消、彩り等、学

年ごとに作る弁当のテーマがあ

り、献立作成や調理、盛り付けま

で生徒自身で行うことで、食へ

の関心を高める取組となってい

る。

体力向上の取組

👉新体力テストから明らかとなった運動課題の克服に取り組む。（柔軟性・瞬発力）

👉中学校体育科教員による小学校への乗り入れ授業（専門的教科指導）

👉学校保健委員会の開催（年２回） ⇒ 健康課題を明らかにして保護者啓発へ

👉部活動及び校外スポーツ活動の推進（部活動指導員、外部指導者の活用）

健康教育

👉いのちを大切にする学習の実施（ゲスト・ティーチャーとして助産師、保健師等）

👉三朝町子育て１２か条の啓発（令和４年度より実施の取組）

・保こ小中が一体となって、家庭の教育力を高め、基本的生活習慣の確立と規範意識の定
着を目指す。PTA総会等を活用して説明を行い、広く周知する。

👉小中養護教諭担当者会の実施（随時）

食育推進

👉食に関する知識と意識を高め、心身の健康を増進する健全な食生活につなげる。

・地産地消による給食の提供（地産地消率：令和2年度９５％）

👉全国学校給食週間の活用

・町長等との交流給食、給食標語ｺﾝｸｰﾙ、特別ﾒﾆｭｰ給食

👉栄養教諭による食に関する指導の計画的な実施

学校危機管理
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　町内にはラジウム含有量世界屈指の三朝温泉をはじめ、日本遺産に認定されている三徳山や名勝小鹿渓等、多くの観光
資源を有している。こうした町の歴史や産業、文化をキャリア・パスポート構成に配置し、９年間を通して、ふるさとに
誇りをもち、ふるさとを愛する心を培っている。また、特色の一つである国際交流を通して、国際社会の一員としての自
覚を促し、グローバルな視点で夢を語る生徒の育成につながっている。令和４年度からは、コミュニティ・スクールを導
入し、ふるさとキャリア教育との連携を推進していく。また、教職員対象のふるさと研修を実施し、日本遺産三徳山をは
じめとする町内の歴史や産業、文化への理解を図っていく。

ふるさと愛の醸成

【キーワード】　
特色ある綜合的な学習の時間
地域題材の活用　ふるさとキャリア教育
国際交流体験　国内姉妹都市交流
コミュニティ・スクール
日本遺産の活用

【基本的方向】
❶　地域の魅力ある資源を活用し、本町の歴史や産業、文化への理解を深めます。
❷　地域の環境や災害についての学びを通して、ふるさとを守るという地域防災意識を高めます。
❸　ふるさと三朝町に誇りと愛着を持ち、その発展に貢献しようとする子どもを育てる教育を推進します。

取組１　ふるさとキャリア教育
👉９年間を見通したｷｬﾘｱ･ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄの作成

👉地域題材の活用

👉先輩に学ぶ、トライワークの実施

　地域に学ぶことで、自分たちが暮らす三
朝の良さに気づき、その発展に貢献しよう
とする気持ちを高めることができる。ま
た、多くの大人の専門性や地域の力を生か
すことで、児童生徒の学びや体験活動が充
実し、生きる力につながる学習が期待でき
る。キャリア・パスポートは、毎年度見直
しを行い、次年度の活動の充実を図る。

三朝町小・中学校　キャリア・パスポート構成

取組２　国際交流体験及び国内姉妹都市交流

👉フランス交流、台湾交流

国外姉妹都市との相互派遣やリモートを活用した交流により、異文化への理解を深めるとともに、豊かな国際感覚を養うこと
を目的として実施する。コロナ禍で相互派遣が難しくなった令和２年度からは、リモート接続を積極的に取り入れ、交流を継続
しているところである。

👉国内姉妹都市交流（滋賀県多賀町）

令和４年度より、滋賀県多賀町との交流をスタートする。初年度は、教員による相互派遣を行い、児童による交流の在り方を協
議していくこととする。

誇り

フランス訪問及び台湾訪問に向けて

の事前学習では、町国際交流員や県

国際交流員、国際交流財団コーディ

ネーター等の支援を受けながら、その

国や地域への理解を深めたり、語学学

習を行ったりしながら準備を進めてい

く。

１ページ ２ページ ３ページ ４ページ ５ページ ６ページ ７ページ ８ページ ９ページ １０ページ

共通 教科外活動
教科学習
教科外活動

学校外の活動 共通(例)
教科学習
教科外活動

教科外活動

学年 学活（３） 行事（学校） 行事（学年） 地域（個人） 地域（学校） 各教科等 各学年裁量 学活（３）

小1
1年生になって
＊夢・目標

運動会

校内音楽会

三朝小まつり

縦割り班集会

さあみんなで
でかけよう

保こ小
プール交流
（体）

たのしさ
見つけたよ
ふゆ（生）

ひろがれ
えがお（生）

３学期をふりか
えろう

小2
2年生になって
＊夢・目標

運動会

校内音楽会

三朝小まつり

縦割り班集会

レッツゴー
町たんけん

おいしい
野菜を育てよう

（生）

もっと行きたいな

町たんけん（生）

これまでのわたし

これからのわたし

（生）

３学期をふりか
えろう

小3
3年生になって
＊夢・目標

運動会

校内音楽会

三朝小まつり

縦割り班集会

三朝の名人に
会いに行こう

三朝温泉を
紹介しよう
（総合）

店で働く人（社）

のこしたいもの

つたえたいもの

（社）

3学期をふりか
えろう

小4
4年生になって
＊夢・目標

運動会

校内音楽会

三朝小まつり

縦割り班集会

ごみのしょりと
利用

福祉施設との
交流
（総合）

バリアフリー
見つけ
（総合）

大人に近づく
身体（学）

３学期をふりか
えろう

小5
5年生になって
＊夢・目標

運動会

校内音楽会

三朝小まつり

縦割り班集会

船上山
宿泊学習

米をつくろう
（総合）

環境を守る
取り組み
（総合）

保育園との
交流
（総合）

３学期をふりか
えろう

小6
6年生になって
＊夢・目標

運動会

校内音楽会

三朝小まつり

縦割り班集会

修学旅行
住みよい三朝にする

ための方策を考えよ

う（総合）

将来の夢と
向き合おう
（総合）

成長した
わたしたち
（家）

３学期をふりか
えろう

中1
1年生になって
＊夢・目標

秋季大運動会
大山登山
（宿泊）

ゲストティーチャー
から

学ぶ（総合）

身近な人の
職業調べ
（総合）

校内文化祭
３学期をふりか

えろう

中2
2年生になって
＊夢・目標

秋季大運動会

トライワーク
みささ

（職場体験）

三朝の未来を
語る会
（総合）

先輩に学ぶ
（総合）

校内文化祭
３学期をふりか

えろう

中3
3年生になって
＊夢・目標

秋季大運動会 修学旅行 企業訪問

進路計画の
修正と検討
（学）

校内文化祭
３学期をふりか

えろう

もうすぐ３年生

【共通】９年間を振り返って

共通

キャリア・パスポートの構成（三朝町教育委員会）

学活（３）

　
長
期
休
業
や
土
日
祝
日
を
利
用
し
て
地
域
の
ま
つ
り
や
行
事
・
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア

　
等
に
参
加
し
た
こ
と
に
つ
い
て
記
入
す
る

。

　

〔
子
ど
も
フ

ェ
ス
テ

ィ
バ
ル
・
サ
マ
ー

ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
ス
ク
ー

ル
等

〕

もうすぐ２年生

もうすぐ３年生

もうすぐ４年生

もうすぐ５年生

もうすぐ６年生

【共通】６年間を振り返って

もうすぐ２年生
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夢と希望を持ち　ふるさとを愛する
やさしい　たくましい　みささっ子の育成

三朝町　子育て１２か条　　～絆深まる家族　親子は元気　よきかたち～

❼聞くときは　子どもの目を見て　最後まで
❽読み聞かせ　読書習慣　家庭から
❾記名して　大事に使おう　自分の持ち物
❿家族の一員　感謝の気持ちで　お手伝い
⓫体験で　得られる本物　知と心
⓬地域の行事　みんなで参加　地域で子育て

❶絆深まる家族団らん　親子の会話が心の栄養
❷家族にもあいさつ　ありがとう　ごめんなさい
❸親がまず教えよう　ことの良し悪し　しつけから
❹子育てを　スマホ、ゲームに任せない
❺ハグ、タッチ、スキンシップのぬくもりを
❻元気の素は　早寝早起き　朝ごはん

三朝町小中連携構想イメージ 令和４年１月

【三朝小学校教育目標】
ふるさとを愛し　心豊かでたくましく

夢と希望にあふれる主体的な子どもの育成

【三朝中学校教育目標】
高い志と豊かな感性を持ち

２１世紀をたくましく生きる生徒の育成

三朝町　目指す児童生徒の育成

★学力向上の推進
・「みささっ子ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ」の作成

・小中９年間一貫した指導

・教員の相互交流

・合同研修会の実施

・各種学力調査の活用と調査結

果の考察

★ICT活用教育
・GIGAスクール構想の推進

・ICT活用カリキュラムの作成

・ICT活用教育推進地域事業

・動画作成による外部発信

★英語教育
・国際理解教育の推進（フランス交流・台湾交流）

・MESP(みささイングリッシュシャワープログラム）の推進

・プログラム（令和３年度作成）の見直し

・英語を活用した児童生徒間交流の実施

・小中へのALTの配置と効果的活用

・ALTの園への派遣

★人権教育
・人権教育主任者会の開催

・系統性のある教材配置

・９年間を見通した育てたい

資質・能力の配列

★特別支援教育
・就学指導に係る連携

・移行支援会議の開催

・特別支援教育支援員の配置

・小中園合同特別支援教育担当者研修会の実施（年２回）

・通級指導教室担当者会の実施（月１回程度）

★生徒指導
・生徒指導担当者会の実施（月１回）

・いじめ、不登校の未然防止と早期発見、早期対応

・外部機関との連携強化

★主権者教育
・中学生対象「三朝町未来を語る会」の開催（年１回）ー

徳 ー豊かな心の醸成ーー確かな学力の育成ー 知

ー健やかな体の育成ー 体 誇り ーふるさと愛の醸成ー

★体力向上
・継続した体力づくり活動

・中学校体育科教員の小学校への乗り入れ授業

・小中合同マラソン大会の実施

・部活動及び校外スポーツ活動の推進

・学校保健委員会の開催（年２回）

★健康教育
・いのちを大切にする学習の実施

・「三朝町子育て１２か条」の啓発活動

★食育推進
・給食における地産地消の推進

・全国学校給食週間の活用

★学校危機管理
・小中合同避難訓練

・引き渡し訓練の実施

・通学路合同点検（年１回）

・職員研修の実施

★ふるさとキャリア教育
・小中一貫した年間計画（令和元年度作成）

・地域題材の活用（小学校）

・先輩に学ぶ、トライワークの実施（中学校）

★国際交流体験及び国内姉妹都市交流
・フランス交流、台湾交流（中学校）

・町国際交流員との交流

・滋賀県多賀町との交流（令和４年度より）

・リモート交流の積極的活用

★教育コミュニティづくり
・コミュニティ・スクールの導入

・人材バンクの活用

★教職員対象ふるさと研修
・新任教職員研修

・新規採用教職員研修

・日本遺産を知る研修

・地域との交流体験

小学校 中学校

家庭

地域
こども園

保育園



三
朝
町
版
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
の
実
現
を
見
据
え
た
施
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ

Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
と
は

超
ス
マ
ー
ト
社
会
（

So
ci
et

y5
.0
）
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
教
育
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
基
盤
と
し
た
先
端
技
術
等
の
効
果
的
な
活
用
が
求

め
ら
れ
る
一
方
で
、
現
在
の
学
校
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
の
整
備
は
遅
れ
て
お
り
、
自
治
体
間
の
格
差
も
大
き
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
文
部
科

学
省
は
、
令
和
時
代
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
学
校
像
と
し
て
、
全
国
一
律
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
整
備
が
急
務
と
し
、
児
童
生
徒
１
人
１
台
端
末
、
学
校
に
お
け
る

高
速
大
容
量
の
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
の
整
備
を
一
体
的
に
行
い
、
多
様
な
子
ど
も
た
ち
を
誰
一
人
取
り
残
す
こ
と
の
な
い
、
個
別
最
適
化
さ
れ
た
学

び
を
全
国
の
学
校
現
場
で
持
続
的
に
実
現
さ
せ
る
こ
と
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

【
ハ
ー
ド
】
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
整
備
の
抜
本
的
充
実

◆
児
童
生
徒
１
人
１
台
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
整
備
を
実
現

（
小
中
全
学
年
）

◆
高
速
大
容
量
の
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
を
実
現

（
校
内
Ｌ
Ａ
Ｎ
、
無
線
Ａ
Ｐ
、
専
用
回
線
等
）

◆
教
員
指
導
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
整
備
に
着
手
（
中
学

校
教
科
担
任
用
）

【
ソ
フ
ト
】
デ
ジ
タ
ル
な
ら
で
は
の
学
び
の
充
実

◆
Go
og
le
 W
or
ks
pa
ce
や
ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
な
ど
、
学
び
に

欠
か
せ
な
い
ア
プ
リ
の
授
業
に
お
け
る
積
極
的
な
活
用

◆
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
や
教
材
な
ど
、
良
質
な
デ
ジ
タ
ル

コ
ン
テ
ン
ツ
の
活
用
を
促
進

◆
各
教
科
等
ご
と
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
効
果
的
に
活
用
し
た

学
習
活
動
例
を
収
集
・
提
示

【
指
導
体
制
】
日
常
的
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
で
き
る
体
制

⇒
「
三
朝
町
教
育
Ｉ
Ｃ
Ｔ
学
び
の
充
実
推
進
事
業
」

◆
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
員
」
に
よ
る
日
常
的
な
授
業
で
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
活
用
に
向
け
た
技
術
的
な
支
援

◆
「
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
サ
ポ
ー
タ
ー
」
に
よ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
と
機
器
の
初
動
支
援

◆
先
進
校
教
員
及
び
専
門
家
の
派
遣
に
よ
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
授
業
の
構
築
支
援

◆
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
活
用
に
関
す
る
継
続
的
な
教
職
員
研
修
に
よ
る
活
用
日
常
化
の
促
進

主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
提
供
に
よ
る
豊
か
な
“
み
さ
さ
っ
子
”
の
育
成



三
朝
町
内
の
学
校
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・ス
ク
ー
ル
（学
校
運
営
協
議
会
制
度
）が
導
入
さ
れ
ま
す

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
は
、
学
校
の
先
生
と
保
護
者
や
地

域
の
皆
さ
ん
が
一
緒
に
な
っ
て
意
見
を
出
し
合
い
、
み
ん
な
で

子
ど
も
た
ち
を
育
て
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
し
く
み
で
す
。

学
校
運
営
協
議
会
で
は
、
ど
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
に
育
て
た
い
か
、
ど
の
よ
う
な
学
校
に
し
た
い
か
な
ど

に
つ
い
て
、
校
長
先
生
の
考
え
を
も
と
に
、
保
護
者
、
地
域
の
皆
さ
ん
が
一
緒
に
話
し
合
い
ま
す
。

そ
し
て
、
自
分
た
ち
の
す
る
べ
き
こ
と
を
考
え
、
み
ん
な
で
決
め
た
こ
と
に
取
り
組
み
ま
す
。

学
校
運
営
協
議
会
は
、
学
校
だ
け
で
は
気
付
か
な
か
っ
た
子
ど
も
た
ち
や
学
校
の
魅
力
や
課
題
を
、
校
長
先

生
や
教
育
委
員
会
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

学
校
運
営
協
議
会
は
、
子
ど
も
た
ち
を
育
て
て
い
く
た
め
に
、
よ
り
充
実
し
た
職
員
体
制
に
な
る
よ
う
教
育

委
員
会
へ
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
学

校
運

営
協

議
会

」が
設

置
さ

れ
て

い
る

学
校

を
「コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
・
ス

ク
ー

ル
」と

い
い

ま
す

。

主 な ３ つ の 機 能

三
朝

町
教

育
委

員
会



学
校

運
営

協
議

会

町
に
は
い
ろ
ん
な
地
域
で
体
験
を

し
た
人
が
い
る
の
で
、
そ
の
話
を
聞
い

て
み
て
は
ど
う
で
す
か
。

家
で
の
生
活
が
ゲ
ー
ム
や
ス
マ
ホ

中
心
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
困
っ
て

い
ま
す
。
も
っ
と
外
で
遊
ん
で
ほ
し
い

の
で
す
が
。

地
域
の
行
事
で
子
ど
も
た
ち
が
夢

を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の

意
見
を
聴
い
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
。 子
ど
も
た
ち
に
は
自
分
の
夢
を
実

現
で
き
る
人
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

学
校
の
先
生
、
保
護
者
、
地
域
の

代
表
が
一
緒
に
情
報
や
課
題
を
共
有

し
、
子
ど
も
た
ち
に
何
が
で
き
る
か
を

話
し
合
い
ま
す
。

取
り
組
み
の
例

登
下
校
の

見
守
り

環
境
整
備

ゲ
ス
ト

テ
ィ
―

チ
ャ
―

職
場
体
験

地
域
の

行
事

（
運
動
会

等
）

保
護

者
地

域
代

表

地
域

代
表

校
長

地
域

学
校

協
働

本
部

…
 幅

広
い

地
域

住
民

や
団

体
等

の
参

画



「社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」の
実
現
の
た
め
の
コミ
ュニ
テ
ィ・
ス
クー
ル
と地
域
学
校
協
働
活
動
の
一
体
的
推
進 C

地
域
学
校
協
働
活
動
推
進
員

D

【地
域
と学
校
をつ
な
ぐコ
ー
デ
ィネ
ー
ター
の
役
割
】

地
域
学
校
協
働
本
部

企
業
・

Ｎ
Ｐ
Ｏ

ス
ポ
ー
ツ

団
体

文
化

団
体

Ｐ
Ｔ
Ａ

保
護
者

社
会
教
育

施
設
・団
体

P

・地
域
学
校
協
働
活
動

（
放
課
後
子
供
教
室
・地
域
未
来
塾
等
）
の
評
価

 
☑

 コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
機

能
  

☑
 多

様
な

活
動

 
☑

 継
続

的
な

活
動

・学
校
評
価
（
自
己
評
価
・学
校
関
係
者
評
価
）

・授
業
評
価

学
校
運
営
協
議
会

【委
員
】

・保
護
者
（
PT
A）
代
表

・地
域
学
校
協
働
活
動
推
進
員
、地
域
住
民
代
表

・企
業
・組
織
（
青
年
会
議
所
・社
会
福
祉
協
議
会
）

・接
続
校
の
管
理
職
等

・学
校
運
営
に
関
す
る
意
見

・教
職
員
の
任
用
に
関
す
る
意
見

・地
域
学
校
協
働
活
動
の
改
善

●
学
校
運
営
の
基
本
方
針
の
承
認

・教
育
課
程
・組
織
編
成

・学
校
予
算
・施
設
管
理

・地
域
学
校
協
働
活
動
に
関
す
る
協
議

☑
何

を
目

的
・

目
標

に
し

て
行

う
の

か
？

☑
ど

の
よ

う
に

行
う

の
か

？
（

効
果

的
な

手
段

は
？

）
☑

学
校

の
「

教
育

課
程

」
と

ど
う

関
連

付
け

る
の

か
？

・授
業
補
助

・ふ
る
さと
学
習

・課
題
解
決
学
習

・キ
ャリ
ア
教
育
支
援

・読
み
聞
か
せ

・登
下
校
の
見
守
り

・放
課
後
子
供
教
室

・学
校
行
事

・地
域
行
事
等

校
長

幅
広

い
地

域
住

民
や

団
体

等
の

参
画

＜
次

年
度

に
向

け
て

＞
・

目
的

・
目

標
の

（
再

）
設

定
・

微
修

正
・

具
体

的
な

手
段

・
方

法
の

工
夫

・
変

更
・

何
を

ス
ク

ラ
ッ

プ
・

統
合

す
る

か
？

・
新

た
な

課
題

へ
の

対
応

を
ど

う
す

る
か

？
・

ど
の

よ
う

に
「

業
務

改
善

」
を

行
う

か
？

等

教 育 委 員 会

A

地 域 学
校 協 働 活 動

t-fukuda
矩形

t-fukuda
タイプライター
保育所・こども園

t-fukuda
矩形

t-fukuda
タイプライター
三三朝朝小中学学校校

t-fukuda
タイプライター
　（学校ボランティア・保育所応援隊等）の評価

t-fukuda
タイプライター
・学校等の環境整備

t-fukuda
タイプライター
・保護者（PTA）代表

t-fukuda
タイプライター
・地域学校協働活動推進員、地域住民代表

t-fukuda
タイプライター
・各校の管理職　等

t-fukuda
タイプライター
・地域各組織（NPO団体・社会福祉協議会等）

t-fukuda
矩形

t-fukuda
矩形

t-fukuda
矩形

t-fukuda
楕円形

t-fukuda
矩形

t-fukuda
タイプライター
教育委員会


