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は じ めに  

教 師 と は 、 未 来 の 社 会 に 生 き る 子 ど も た ち の 学 び を 促 し 、 一 人 ひ と り の

人 と し て の 成 長 を 支 え る ユ ニ ー ク な 専 門 職 で す 。 し か し 、 現 在 、 我 が 国 に

お い て は 、 学 校 が さ ま ざ ま な 問 題 や 課 題 を 抱 え 、 教 師 の 仕 事 が 複 雑 化 ・ 高

度 化 す る 一 方 で 教 員 不 足 が 切 実 な 問 題 と な っ て お り 、 本 来 、 魅 力 に 満 ち て

い る は ず の 教 師 と い う 意 義 深 い 職 業 を め ぐ っ て 危 機 的 な 状 況 が 生 じ て い ま

す 。  

教 職 の 在 り 方 が 質 と 量 の 両 方 か ら 問 い 直 さ れ る 現 状 に 対 し て 、 政 府 ・ 文

部 科 学 省 か ら さ ま ざ ま な 対 応 策 が 相 次 い で 出 さ れ て い ま す が 、 日 本 教 師 教

育 学 会 は 、 教 師 教 育 の 専 門 学 会 と し て 、 よ り 根 本 的 か つ 学 術 的 に 、 教 師 教

育 の 今 後 の 在 り 方 に つ い て 検 討 す る 必 要 が あ る と 考 え て い ま す 。  

教 員 養 成 を 大 学 で 行 う こ と の 意 味 は 、 次 の よ う に 捉 え ら れ る の で は な い

で し ょ う か 。 す な わ ち 、 「 教 養 教 育 」 を 通 じ て 働 き か け の 対 象 と な る 人 間

と い う 存 在 や 社 会 の 在 り 方 に 関 す る 深 い 洞 察 を 行 い 市 民 性 や 人 権 感 覚 等 を

養 う こ と 、 ま た 、 ア カ デ ミ ッ ク な 学 問 と し て の 「 教 育 学 教 育 」 を 通 じ て 正

答 が 一 義 的 に は 見 つ か ら な い 教 育 の 諸 問 題 に 向 き 合 い 、 多 様 な 視 点 や ア プ

ロ ー チ か ら 教 育 と い う 営 み に つ い て 考 察 し 、 教 育 の あ り う る 姿 を 自 ら 構

想 ・ 具 体 化 す る 力 を 身 に つ け る こ と 、 さ ら に は 、 「 諸 学 問 の 教 育 」 を 通 し

て 専 門 科 学 の デ ィ シ プ リ ン を 身 に つ け 、 生 涯 を 通 じ て 科 学 の 進 歩 や 社 会 の

変 化 に 対 応 す る 力 を 身 に つ け る こ と で す 。 こ う し た 「 市 民 的 教 養 」 や 「 教

育 学 的 教 養 」 、 そ し て 、 「 教 科 の 教 養 」 が 、 将 来 の プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル な

教 師 を 育 て る こ と を 目 指 し て 行 わ れ る 大 学 で の 養 成 教 育 の 共 通 基 盤 （ 大 学

で 学 ぶ べ き 基 礎 的 素 養 ） と し て 改 め て 確 認 さ れ る べ き で し ょ う 。  
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以 上 を 踏 ま え 、 日 本 教 師 教 育 学 会 ・ 課 題 研 究 Ⅱ 「 大 学 教 育 と 教 師 教 育 」

で は 、 大 学 に お け る こ れ か ら の 教 員 養 成 の 在 り 方 に つ い て 検 討 す る た め の

研 究 プ ロ ジ ェ ク ト を 発 足 さ せ る と と も に 、 2 0 2 1 年 度 科 学 研 究 費 基 盤 研 究

（ B ） （ 「 大 学 に お け る 教 員 養 成 」 の 再 構 築 に 関 す る 理 論 的 ・ 実 証 的 研 究 ）

を 申 請 し 、 採 択 さ れ ま し た 。  

本 プ ロ ジ ェ ク ト の 研 究 成 果 と し て 、 わ れ わ れ は 、 教 員 養 成 に 関 わ る す べ

て の 高 等 教 育 機 関 の 教 員 が 共 有 す べ き 「 基 本 的 な 考 え 方 」 及 び 教 員 養 成 に

関 わ る す べ て の 関 係 者 が 共 通 の 基 盤 に 立 っ て 議 論 が で き る よ う な 「 基 本 理

念 」 を 構 築 す る 必 要 が あ る と 考 え 、 教 員 養 成 の 「 多 様 性 」 と 「 共 通 性 」 を

と も に 重 視 す る よ う な 「 グ ラ ン ド デ ザ イ ン 」 （ 基 本 的 な 考 え 方 と 提 言 ）

と 、 そ れ を 実 現 す る た め の 具 体 的 な モ デ ル （ 提 案 ： 「 グ ラ ン ド デ ザ イ ン 」

の モ デ ル 化 ） を こ こ に 提 案 い た し ま す 。 今 後 の 我 が 国 の 教 師 教 育 改 革 の 一

助 と な れ ば 幸 い で す 。  

◎ 基 本的 な考 え 方   

（１） 「これ から の教師 像」 をどの よう な ものと して 捉 える か  

 現 在 、 大 き な 社 会 的 変 革 が 進 む 中 で 、 学 校 そ の も の も 大 き く 変 化 し て い

ま す 。 教 師 は 、 こ う し た 新 し い 学 校 教 育 に お い て 中 心 的 な 役 割 を 担 う こ と

が 期 待 さ れ て お り 、 そ の 専 門 性 の 向 上 が よ り 一 層 求 め ら れ て い ま す 。 ま

た 、 子 ど も の 教 育 を 支 え る 「 公 的 」 な 職 業 と し て 、 そ の 重 要 性 は ま す ま す

大 き な も の と な っ て い ま す 。 こ う し た 中 で 、 我 々 は こ れ か ら の 教 師 を 「 自

律 的 で ク リ エ イ テ ィ ブ な 高 度 専 門 職 」 と し て 位 置 づ け た い と 思 い ま す 。 す

な わ ち 、 こ れ か ら の 教 師 は 「 学 び と 成 長 の 専 門 家 」 で あ り 、 か つ 、 市 民 性

（ 社 会 的 公 正 な ど ） や 豊 か な 感 性 （ 人 権 感 覚 な ど ） を 基 盤 と し た 「 自 ら 学
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び 考 え る 教 師 」 で あ る べ き で す 。 し か も そ の よ う な 教 師 の 専 門 的 な 力 量

は 、 同 僚 性 や 協 働 が 重 視 さ れ る 職 場 環 境 の 下 で こ そ 十 全 に 発 揮 さ れ ま す 。

こ う し た 教 師 に な る た め に は 、 教 育 や 教 科 に 関 連 す る 理 論 を 「 幅 広 く 探 究

的 に 学 ぶ 体 験 」 が 必 要 で あ り 、 そ れ は 大 学 教 育 を 通 じ て こ そ 実 現 し ま す 。

そ こ で は 教 師 と し て の 即 戦 力 そ の も の を 重 視 す る と い う よ り も 、 以 上 の よ

う な 教 師 に 求 め ら れ る 力 量 の う ち の 基 本 的 素 養 を 、 「 探 究 的 ・ 研 究 的 な 学

び 」 を 通 し て 培 う こ と が 中 心 に な る と 考 え ま す 。  

こ の 実 現 に 向 け て 、 大 学 に お け る 教 員 養 成 に つ い て は 、 「 市 民 的 教 養 」

「 教 育 学 的 教 養 」 「 教 科 の 教 養 」 の 探 究 を 通 し て 望 ま し い 力 量 を 育 成 す る

こ と が で き る カ リ キ ュ ラ ム を 構 築 す る 必 要 が あ る と 考 え ま す 。 同 時 に 、 教

員 養 成 に 携 わ る 大 学 の 教 師 に も 、 学 生 が 身 に つ け る べ き 力 量 を 念 頭 に 置 き

な が ら 、 大 学 全 体 で 組 織 的 な 改 革 に 取 り 組 み 、 同 時 に 、 自 ら の 教 育 実 践 や

授 業 の 在 り 方 を 改 善 し 続 け て い く こ と が 求 め ら れ ま す 。  

 

（２） 「理論 」と 「実践 」の 関係を どの よ うに考 えるの か  

 専 門 職 の 養 成 に お い て は 、 理 論 と 実 践 の 両 面 が 重 視 さ れ る べ き で す 。 し

か し 、 子 ど も た ち が い な い 大 学 に お け る 養 成 で 実 践 的 な 力 量 を 形 成 す る に

は 限 界 が あ り ま す 。 ま た 、 現 在 、 大 学 に お い て は 履 修 登 録 で き る 単 位 の 上

限 を 設 け る 制 度 （ キ ャ ッ プ 制 ） が 導 入 さ れ 、 学 校 教 育 現 場 で 必 要 と さ れ る

事 項 を 次 々 と カ リ キ ュ ラ ム に 加 え る こ と に も 限 界 が あ り 、 （ １ ） で 述 べ

た 、 本 来 大 学 で 学 ぶ べ き 基 本 的 素 養 の 修 得 が 困 難 に な り つ つ あ り ま す 。  

こ う し た こ と か ら 、 我 々 は 、 理 論 的 学 び と 実 践 的 力 量 を 共 に 身 に 付 け た

教 師 を 養 成 す る た め に 、 現 行 の ４ 年 制 の 学 士 課 程 の 後 に 、 多 様 な ル ー ト を



 5 

持 つ ２ 年 程 度 の 課 程 （ 大 学 院 修 士 レ ベ ル ） を 加 え て 標 準 と す る 新 た な 制 度

的 枠 組 み を 提 唱 し ま す 。 現 在 、 教 師 の 職 務 が 複 雑 化 ・ 高 度 化 し て い る 現

状 、 及 び 、 心 理 系 ・ 薬 学 系 ・ 医 学 系 等 、 他 の 専 門 職 が 大 学 院 レ ベ ル ま で そ

の 養 成 期 間 を 延 長 し て い る こ と 、 さ ら に は 、 欧 米 諸 国 に お い て は 教 員 養 成

が 大 学 院 レ ベ ル ま で 引 き 上 げ ら れ つ つ あ る と い う 国 際 的 な 動 向 を 踏 ま え れ

ば 、 教 職 を 高 度 な 専 門 職 と す る た め の 必 要 な 方 策 と 考 え ま す 。 こ の ２ 年 程

度 の 課 程 （ 大 学 院 修 士 レ ベ ル ） に お い て は 、 高 度 な 専 門 性 を 獲 得 で き る 多

様 な ル ー ト や カ リ キ ュ ラ ム を 提 案 し た い と 考 え て い ま す 。  

 

（３） 「質」 と「 量」の 両方 を視野 に入 れ た制度 設計を どの ように 行う か  

教 師 の 養 成 に 関 し て は 、 質 と 量 の 確 保 を 共 に 視 野 に 入 れ た 制 度 設 計 が 必

要 と 考 え ま す 。 「 質 」 に 関 し て は 、 入 職 後 の 即 戦 力 の 必 要 性 は 認 め ら れ る

も の の 、 基 本 的 に 、 教 育 に 関 す る 諸 学 問 の 知 や 教 科 等 に 関 連 す る 専 門 分 野

の 知 と い っ た 「 大 学 で こ そ 学 ぶ べ き こ と 」 や 「 大 学 で し か 学 べ な い こ と 」

を 前 提 と し た 養 成 制 度 で あ る べ き で す 。 な ぜ な ら 、 入 職 後 に 、 高 度 な 専 門

職 と し て 生 涯 に わ た っ て 学 び 続 け る 基 礎 を 培 う こ と こ そ が 、 大 学 教 育 の 役

割 だ と 考 え る か ら で す 。  

「 量 」 に 関 し て は 、 現 在 、 教 員 不 足 が 大 き な 問 題 と な っ て い ま す が 、 教

員 不 足 を 理 由 と し て 大 学 に お け る 教 師 の 養 成 を 軽 視 す る こ と は 、 専 門 職 と

し て の 教 師 の 社 会 的 地 位 を 脅 か す も の で す 。 質 と 量 を 両 立 さ せ る た め に

は 、 基 本 的 に 、 教 職 を よ り 魅 力 的 な 職 業 と す る た め の 諸 施 策 を 実 施 す る と

同 時 に 、 質 を 向 上 さ せ な が ら 多 く の 人 々 が 教 師 の 道 を 選 択 で き る 、 新 た な

「 柔 軟 か つ 多 様 な 制 度 的 枠 組 み 」 を 構 築 す る 必 要 が あ り ま す 。 な ぜ な ら
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ば 、 他 の 専 門 職 と 比 較 し て 、 圧 倒 的 に 多 く の 、 そ し て 、 多 様 な 教 師 が 必 要

と さ れ て い る か ら で あ り 、 唯 一 の 単 独 モ デ ル に よ る 養 成 で は 質 と 量 を 両 立

さ せ る こ と は 不 可 能 だ と 考 え る か ら で す 。 そ の た め 、 我 々 は 、 開 放 制 の 原

則 の も と で 、 目 的 養 成 と 並 立 す る 多 様 な 教 職 課 程 の 在 り 方 を 具 体 的 に 構 想

し て い ま す 。  

そ の た め 、 質 と 量 の 両 方 を 視 野 に 入 れ た 新 し い 制 度 と し て 、 上 記 （ ２ ）

で 示 し た よ う な 、 ４ 年 制 の 学 士 課 程 の 後 に 、 多 様 な ル ー ト を 持 つ ２ 年 程 度

の 課 程 （ 大 学 院 修 士 レ ベ ル ） を 加 え て 標 準 と す る よ う な 改 革 を 提 案 し ま

す 。 言 う ま で も な く 、 教 員 不 足 が 大 き な 問 題 と な っ て い る 現 状 で 、 単 一 の

６ 年 制 の 養 成 課 程 の み を 考 え る こ と は 避 け る べ き で す 。 入 職 後 の 教 員 の

「 学 び 直 し 」 の 機 会 と し て の 大 学 院 や 、 教 職 を 志 望 す る 社 会 人 を 対 象 と し

た 「 学 び 直 し 」 の 機 会 と し て の 大 学 院 も 重 要 な ル ー ト と し て 位 置 づ け た い

と 考 え て い ま す 。 そ の 際 に は 、 十 分 な 身 分 的 ・ 経 済 的 保 障 も 必 要 と な り ま

す が 、 そ れ は 教 職 の 魅 力 を 高 め る こ と に も 繋 が り ま す の で 、 こ う し た 施 策

も 併 せ て 提 唱 し た い と 考 え ま す 。  

 

◎ 提 言  

１．教 職課程 カリ キュラ ムの 再構築  

学 校 現 場 に お い て 教 師 が 直 面 す る 教 育 の 諸 課 題 の 多 く は 、 そ れ ぞ れ 現 れ

方 が 異 な り 、 複 合 的 な 要 因 が 絡 み 合 っ て 生 じ ま す 。 そ れ ゆ え 正 答 が 一 義 的

に は 見 つ か り ま せ ん 。 大 学 に お け る 教 養 教 育 な ど の 機 会 を 通 じ て 、 教 師 の

働 き か け の 対 象 と な る 人 間 と い う 存 在 や 人 間 の 行 為 の 意 味 に 対 す る 洞 察 を

行 う こ と は 、 教 員 養 成 の カ リ キ ュ ラ ム と し て 重 要 な 意 味 を 持 ち ま す 。  
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教 職 課 程 の カ リ キ ュ ラ ム に つ い て は 、 教 育 職 員 免 許 法 （ 1 9 4 9 年 制 定 ）

及 び そ の 施 行 規 則 に よ っ て 、 教 員 免 許 状 取 得 の 要 件 と な る 科 目 構 成 や そ の

単 位 数 等 が 定 め ら れ て お り 、 そ の 後 2 0 1 7 年 の 「 教 職 課 程 コ ア カ リ キ ュ ラ

ム 」 の 策 定 以 降 、 各 科 目 に 含 む べ き 具 体 的 な 事 項 の 標 準 化 が す す め ら れ て

い ま す 。 た だ し こ の 「 教 職 課 程 コ ア カ リ キ ュ ラ ム 」 は 、 そ の 内 容 や 構 成 、

さ ら に は 課 程 認 定 の 行 政 手 続 と 連 動 す る 形 で 実 施 さ れ て い る 運 用 の 在 り 方

な ど に 多 く の 問 題 を 抱 え て お り 、 教 職 課 程 の 水 準 を 担 保 す る う え で は 不 充

分 で す 。  

「 大 学 に お け る 教 員 養 成 」 原 則 に は 、 こ う し た 法 制 度 や 行 政 手 続 に 各 大

学 が 従 う の み な ら ず 、 各 大 学 が そ れ ぞ れ 主 体 的 に カ リ キ ュ ラ ム を 構 築 し 、

そ の 中 に 教 員 養 成 を 位 置 づ け て い く と い う 含 意 が あ り ま す 。  

時 代 や 社 会 に よ っ て 絶 え ず 変 化 す る 教 育 課 題 を 見 据 え る な ら 、 「 こ の 課

題 に は こ う い う 対 応 」 と い う ふ う に 項 目 を 列 挙 す る 形 で 教 員 養 成 カ リ キ ュ

ラ ム を 考 え る こ と は 適 切 で は あ り ま せ ん 。 教 育 と い う 営 み に つ い て 多 様 な

視 点 や ア プ ロ ー チ か ら 考 察 し 、 教 育 の あ り う る 姿 を 自 ら 構 想 し 、 そ れ ら を

実 践 に 結 び つ け る と い っ た 一 連 の 信 念 や 態 度 を 含 め た 広 汎 な 実 践 力 を 見 据

え つ つ 、 「 自 ら 学 び 考 え る 教 師 」 を 培 う べ く 「 探 究 的 ・ 研 究 的 な 学 び 」 を

大 学 教 育 全 体 で 創 る こ と が カ リ キ ュ ラ ム の 基 本 に な り ま す 。  

日 本 で は 「 開 放 制 」 原 則 の も と 、 国 公 私 立 の 多 様 な 大 学 が 、 そ れ ぞ れ の

理 念 を 持 っ て 学 位 プ ロ グ ラ ム を 提 供 し 、 教 員 養 成 も 学 位 プ ロ グ ラ ム と 関 係

づ け ら れ て 行 わ れ て い ま す 。 こ の 日 本 特 有 の 「 開 放 制 」 の 利 点 を 活 か し 、

学 部 や 大 学 院 の 科 目 群 に 加 え 、 い わ ゆ る ヒ ド ゥ ン ・ カ リ キ ュ ラ ム も 含 め た
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大 学 教 育 全 体 の あ り よ う と し て 、 「 大 学 に お け る 教 員 養 成 」 の カ リ キ ュ ラ

ム の 全 体 理 念 や 構 造 を 考 え て い く 必 要 が あ り ま す 。  

 

（１） 大学教 育で 育むべ き教 師の力 量  

教 師 が 入 職 後 の 教 育 現 場 で キ ャ リ ア を 積 む 中 で 抱 え る 課 題 は 、 時 代 に よ

り 社 会 に よ り 時 々 刻 々 と 変 化 し ま す 。 長 い キ ャ リ ア の 中 で は 、 入 職 時 に 想

像 も つ か な か っ た 課 題 に 直 面 す る こ と に な り ま す 。 そ れ ゆ え 、 教 師 の 力 量

は 、 そ れ ぞ れ の 問 題 へ の 対 処 能 力 と い う 表 層 的 な も の に と ど ま ら ず 、 教 育

に つ い て 自 ら 探 究 し つ つ 課 題 を 発 見 、 把 握 し 、 そ れ ぞ れ の 課 題 の 解 決 策 を

自 ら 導 き 、 そ の 時 々 の 子 ど も た ち と の 関 係 に お い て 教 育 実 践 を 行 っ て い く

と い う 過 程 を 視 野 に 収 め て 捉 え て い く べ き で し ょ う 。 そ れ ゆ え 、 大 学 に お

け る 教 員 養 成 カ リ キ ュ ラ ム は 、 相 互 に 関 連 し あ う 教 育 課 題 群 を 主 体 的 に 捉

え 、 そ の 解 決 を 導 く 汎 用 的 な 能 力 の 獲 得 を ね ら い と し て 大 学 （ 学 部 ・ 大 学

院 ） カ リ キ ュ ラ ム の 総 体 と し て 構 築 さ れ る べ き も の で す 。  

以 下 、 大 学 （ 学 部 ・ 大 学 院 ） カ リ キ ュ ラ ム の 構 成 要 素 を 大 き く 三 つ に 分

け て 述 べ ま す 。  

①  探 究 力 や 市 民 性 ・ 感 性 を 支 え る 基 礎 教 育 ＜ 市 民 的 教 養 ＞  

公 教 育 の 対 象 は 多 様 な 市 民 一 般 に 及 び ま す 。 そ の 多 様 性 （ ダ イ バ ー シ テ

ィ ） を 捉 え る 視 野 の 広 さ と 、 そ れ ぞ れ の 立 場 か ら 社 会 を 捉 え る 複 眼 的 な 思

考 を 培 う こ と は 、 大 学 教 育 の 重 要 な 役 割 で す 。 教 員 養 成 カ リ キ ュ ラ ム の 基

層 部 分 に お い て 、 専 門 職 と し て の 教 師 が 、 学 び や 成 長 の プ ロ セ ス に さ ま ざ

ま な つ ま ず き や 困 難 を 抱 え る 子 ど も た ち の 課 題 を 捉 え 、 そ れ ら を 解 決 に 導

く 基 本 に は 、 教 育 学 に 限 ら な い 広 い 教 養 、 市 民 性 や 人 権 感 覚 ・ 多 文 化 共 生
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等 の 感 性 、 幅 広 い 他 者 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 な ど を 涵 養 す る こ と が

肝 要 で す 。  

②  教 員 養 成 の 基 層 と し て の 教 育 学 ＜ 教 育 学 的 教 養 ＞  

教 師 が 教 育 課 題 を 自 ら 主 体 的 に 把 握 す る た め に は 、 教 育 学 に お け る 基 礎

理 論 や 、 代 表 的 な 研 究 手 法 を 身 に つ け る こ と が 不 可 欠 で す 。 ヒ ト の 成 長 ・

発 達 に お い て こ れ ま で に 課 題 と な っ て き た こ と が ら や 、 そ れ ら の 解 明 の た

め に 採 ら れ て き た 研 究 方 法 に 習 熟 す る こ と で 、 教 師 は そ の 先 の 課 題 を 把 握

し た り 、 新 た な 研 究 方 法 を 探 究 し た り す る こ と が 可 能 に な り ま す 。 そ れ ゆ

え 、 大 学 に お け る 教 職 課 程 カ リ キ ュ ラ ム に お い て は 、 実 践 的 諸 課 題 や そ れ

ら へ の 対 応 を 学 ぶ こ と と 同 時 に 、 教 育 に 関 す る 学 問 的 探 究 の 基 礎 と し て の

教 育 学 を 位 置 づ け る こ と が 肝 要 で す 。  

③ 「 教 科 専 門 」 と 専 門 科 学 の デ ィ シ プ リ ン ＜ 教 科 の 教 養 ＞  

大 学 （ 学 部 ・ 大 学 院 ） に お け る 各 専 門 分 野 で の 学 び は 、 教 員 養 成 と の 関

係 で 大 き く 二 つ の 意 味 を 持 ち ま す 。 ひ と つ は い わ ゆ る 「 教 科 専 門 」 と し

て 、 教 師 自 身 が 各 教 科 の 授 業 実 践 を 行 う 際 の 知 識 ・ 技 能 の 前 提 に な り ま

す 。 こ う し た い わ ゆ る 教 科 専 門 と し て の 意 義 の み な ら ず 、 教 科 に 直 結 し な

い 分 野 も 含 め 、 大 学 教 育 に お け る 専 門 科 学 の デ ィ シ プ リ ン は 、 さ ま ざ ま な

現 象 を 科 学 的 に 捉 え 、 解 析 す る 力 を 養 う 上 で も 重 要 で す 。 い ず れ に し て

も 、 科 学 の 進 歩 や 社 会 の 変 化 を 主 体 的 に フ ォ ロ ー し 、 探 究 し つ づ け る 教 師

を 育 て る こ と に つ な が り ま す 。  

 

（２） 学士レ ベル を超え たさ らなる 学び の 支援  
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 日 本 の 現 状 に お い て は 、 教 師 た ち の 多 く は 学 部 卒 （ 学 士 ） の 段 階 で 一 種

免 許 状 を 取 得 し て 入 職 し て お り 、 こ れ が 長 ら く 事 実 上 の 標 準 と み な さ れ て

き て い ま す が 、 今 後 は 「 自 律 的 で ク リ エ イ テ ィ ブ な 高 度 専 門 職 」 と し て

「 学 士 」 ≒ 「 一 種 免 許 状 」 を 超 え た さ ら な る 学 び の 支 援 を 、 日 本 の 「 開 放

制 」 の 利 点 を 活 か し つ つ 、 多 様 に 考 え て い く 必 要 が あ り ま す 。  

 入 職 前 に 、 教 科 に 関 わ る 専 門 的 な 知 見 を さ ら に 深 化 さ せ る よ う な 学 び

や 、 教 育 現 場 と ア カ デ ミ ッ ク な 知 見 と の つ な が り を さ ら に 深 め る よ う な 学

び を 積 む こ と は 積 極 的 に 進 め ら れ る べ き で す 。 教 育 実 習 に つ い て も 、 よ り

研 究 的 な 視 点 を 持 っ た 実 践 研 究 と し て 、 そ こ で の 体 験 を さ ら に 深 め て い く

よ う な 学 び が 確 保 さ れ る こ と が 望 ま れ ま す 。  

 ま た 入 職 後 に 一 定 の 実 践 経 験 を 踏 ま え て 、 そ れ ぞ れ の 実 践 の 背 景 や 根 拠

を さ ら に 探 究 し て い っ た り 、 自 ら の 実 践 を 構 造 的 に 捉 え 直 し た り と い う 学

び を 、 一 時 的 に 現 場 か ら 離 れ て 深 め て い く 機 会 も 重 要 で す 。  

 さ ら に は 教 育 に 関 わ る 専 門 的 知 見 に と ど ま ら ず 、 異 分 野 の 専 門 的 知 見 も

踏 ま え 、 豊 か な 学 識 を 持 っ た 知 的 専 門 職 と し て 成 長 し て い く こ と も 推 奨 さ

れ る べ き で し ょ う 。  

 こ う し た 学 び の 実 質 を 確 保 す べ く 、 現 行 の 専 修 免 許 状 に 相 当 す る 部 分 の

カ リ キ ュ ラ ム を 多 様 に 再 構 築 す る と と も に 、 そ う し て 得 ら れ た 専 門 的 知 見

の 内 容 や 水 準 に 対 し て 学 会 等 が 認 定 を 与 え る 仕 組 み を 創 っ て い く こ と も 検

討 に 値 し ま す 。  

 

（３） 「大学 にお ける教 員養 成」の 実践 の 改善  
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 「 自 ら 学 び 考 え る 教 師 」 を 養 成 す る う え で は 、 各 大 学 が 主 体 的 に カ リ キ

ュ ラ ム を 創 り 、 学 問 的 な ベ ー ス に 基 づ く 教 員 養 成 を 展 開 す る こ と が 前 提 に

な り ま す 。 そ こ で 特 に 重 要 に な る の は 、 免 許 法 制 や 行 政 施 策 を 踏 ま え る の

み な ら ず 、 そ れ ぞ れ の 大 学 が 主 体 的 に 学 部 ・ 大 学 院 の カ リ キ ュ ラ ム の 目 標

設 定 を す る 中 に 教 職 を 位 置 づ け る こ と 、 及 び 狭 義 の 教 育 学 や 教 職 専 門 科 目

等 の 担 当 者 の み な ら ず 、 大 学 全 体 の 構 成 員 の 合 意 の も と に 組 織 的 に 教 員 養

成 が 行 わ れ る こ と の 二 点 で す 。  

 日 本 に お い て は 「 開 放 制 」 原 則 の も と 、 多 様 な 大 学 が そ れ ぞ れ の 立 場 か

ら 教 員 養 成 に 参 画 で き る 条 件 を 持 っ て い ま す が 、 各 大 学 や 関 係 者 が 上 述 の

二 点 を 踏 ま え て 「 自 ら 学 び 考 え る 」 「 高 度 専 門 職 業 人 」 と し て の 教 師 の 学

び を 支 援 す る 手 立 て を 構 築 し 、 そ の 共 通 理 解 に 立 っ て 個 々 の 大 学 教 員 が 授

業 や 指 導 を 独 自 に 展 開 し て い く こ と が 重 要 で す 。 当 然 の こ と な が ら 、 「 自

ら 学 び 考 え る 教 師 」 の カ リ キ ュ ラ ム は 、 学 ぶ 者 の 主 体 性 を 前 提 と し て 彼 ら

一 人 ひ と り が 自 ら の 学 び を 構 築 す る 手 立 て と し て 提 供 さ れ る べ き で あ り 、

大 学 に お け る 個 々 の 授 業 等 の 実 践 も 、 こ の 点 に 配 慮 し つ つ 学 問 的 な ベ ー ス

に 基 づ い て 展 開 さ れ る 必 要 が あ り ま す 。  

こ う し た こ と に 関 わ っ て 、 関 連 学 会 等 の 役 割 も ま た 重 要 で す 。 教 員 養

成 ・ 教 師 教 育 に 関 わ る 学 問 的 ・ 研 究 的 な 裏 打 ち を 与 え る こ と や 、 教 員 養 成

に 関 わ る 実 践 の 交 流 や そ れ を 通 じ て の 課 題 の 共 有 を 行 っ て い く 上 で 、 学 会

や 、 教 員 養 成 に 関 わ る 大 学 の 連 合 体 と い っ た 場 の 設 定 は 、 今 後 の 教 員 養

成 ・ 教 師 教 育 に 関 わ る 実 践 の 改 善 に と っ て 不 可 欠 で す 。  

 

２ . 「 ６年間 を見 通した 教員 養成シ ステ ム 」の構 築  
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戦 後 日 本 は 、 教 員 の 量 的 確 保 と と も に 、 専 門 職 と し て の 成 長 （ 質 保 証 ）

を 目 的 と し て 、 「 大 学 に お け る 教 員 養 成 」 と 「 開 放 制 」 の 二 大 原 則 の 下 で

教 員 養 成 を 行 っ て き ま し た 。 し か し 、 教 員 不 足 や 教 員 の 多 忙 な 労 働 環 境 な

ど 今 日 の 教 師 の 置 か れ て い る 状 況 は 複 雑 化 し て お り 、 こ う し た 問 題 に 対 応

す べ く 、 教 師 が 「 高 度 専 門 職 」 と し て 、 長 期 に わ た る 自 身 の 成 長 を 見 通 す

こ と が で き る 養 成 ・ 研 修 制 度 を 設 計 す る 必 要 性 が こ れ ま で 以 上 に 高 ま っ て

い ま す 。  

知 的 学 問 探 究 の プ ロ セ ス と し て 大 学 に お け る 教 員 養 成 を 展 開 し 、 さ ら に

高 度 化 す る た め に は 、 教 員 （ 養 成 ） の 多 様 性 を 保 障 し つ つ 、 教 員 の 基 礎 資

格 を 大 学 院 （ 修 士 ） へ と レ ベ ル ア ッ プ す る 必 要 が あ り ま す 。 ６ 年 間 を 見 通

し た 制 度 設 計 に よ っ て 、 教 養 教 育 と 教 育 学 教 育 を 結 び つ け る だ け で な く 、

さ ら に は 、 ア カ デ ミ ッ ク な 理 論 と プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル な 実 践 と が 結 び つ い

た 教 員 養 成 を 新 た に 構 想 す る こ と が 可 能 と な り ま す 。 学 部 教 育 だ け で 不 十

分 な の は 、 求 め ら れ る 職 務 が 高 度 化 ・ 複 雑 化 し て い る こ と に 加 え 、 日 本 の

大 学 進 学 率 が 高 く な っ た 現 状 に お い て 、 学 士 号 の み で 教 職 の 専 門 性 を 高 め

る 、 地 位 を 向 上 さ せ る 、 魅 力 を 増 加 さ せ る と い っ た こ と は 、 も は や 難 し い

と い う こ と も 理 由 で す 。  

こ こ で い う 大 学 院 は 、 大 き く 一 般 大 学 院 と 教 職 大 学 院 の 二 つ に 分 け ら れ

ま す 。 近 年 の 政 策 は 、 教 員 養 成 系 の 教 育 学 研 究 科 等 を す べ て 教 職 大 学 院 に

移 行 さ せ た こ と に 顕 著 な よ う に 、 教 職 大 学 院 を 大 き く 偏 重 す る 傾 向 に あ り

ま す 。 し か し 、 大 学 院 に お い て も 多 様 性 を 保 障 し 、 開 放 制 教 員 養 成 を 維 持

す る こ と に よ っ て 、 制 度 的 に 、 視 野 の 広 い 、 多 様 性 に 富 ん だ 教 員 の 養 成 を

実 現 す る こ と が で き ま す 。 そ の 際 、 学 問 的 基 盤 を 重 視 し た 、 生 涯 を 通 じ て
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研 究 の で き る 教 員 の 養 成 の 内 実 を ど の よ う に 整 備 す る か と い う 観 点 か ら 、

大 学 院 で 行 う 教 員 養 成 に お い て も 教 育 学 の 果 た す 重 要 性 を 再 検 討 す る こ と

が 求 め ら れ ま す 。  

 

（１） 大学院 での 学び直 し を 保障す る多 様 なルー トによ る免 許制度  

教 員 の 基 礎 資 格 を 大 学 院 （ 修 士 ） へ と レ ベ ル ア ッ プ す る う え で 、 免 許 制

度 の 再 構 築 は 不 可 避 の 課 題 で す 。 学 部 卒 を 基 礎 資 格 と す る 「 基 礎 免 許 状 」

（ 仮 称 ） と 修 士 レ ベ ル の 学 修 ・ 研 究 を 基 礎 資 格 と す る 「 標 準 免 許 状 」 （ 仮

称 ） を 基 本 的 な 枠 組 み と し 、 「 基 礎 免 許 状 」 で 教 職 に 就 く こ と は 可 能 と し

つ つ 、 原 則 的 に す べ て の 教 師 に 「 標 準 免 許 状 」 取 得 を 求 め る 制 度 へ の 移 行

に つ い て 検 討 を 進 め る 必 要 が あ り ま す 。  

そ の 際 、 特 に 重 要 な こ と は 、 「 自 ら 学 び 考 え る 教 師 」 と い う 観 点 を 基 礎

に す え て 、 「 標 準 免 許 状 」 取 得 に 至 る ル ー ト の 多 様 性 を 保 障 す る こ と で

す 。 学 士 課 程 修 了 後 す ぐ に 大 学 院 に 進 学 す る ル ー ト だ け で は な く 、 現 職 教

員 が 修 士 レ ベ ル の 講 義 ・ 演 習 ・ 実 習 等 を 受 講 し て 「 標 準 免 許 状 」 に 必 要 な

単 位 を 積 み 上 げ 方 式 で 取 得 す る ル ー ト も 認 め ら れ な く て は な り ま せ ん 。 ま

た 、 大 学 卒 業 後 、 教 職 以 外 の 仕 事 に 就 い た 社 会 人 に と っ て も 、 免 許 取 得 へ

の ル ー ト が 広 く 開 放 さ れ た も の で あ る 必 要 が あ り ま す 。 そ の た め の 一 つ の

方 策 と し て 、 大 学 院 の 正 規 在 籍 を 必 須 条 件 と は せ ず 、 科 目 等 履 修 制 度 等 を

利 用 し て 免 許 取 得 に 必 要 な 修 士 レ ベ ル の 単 位 が 取 得 で き る 、 よ り 柔 軟 な 制

度 の 構 築 が 考 え ら れ ま す 。  

さ ら に 、 学 士 課 程 修 了 後 す ぐ に 大 学 院 に 進 学 す る 学 生 （ い わ ゆ る 「 ス ト

レ ー ト マ ス タ ー 」 ） 、 現 職 教 員 、 教 職 志 望 の 社 会 人 い ず れ も が 安 心 し て 自
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ら 学 び 続 け ら れ る よ う 、 奨 学 金 制 度 な ど 経 済 的 負 担 の 軽 減 を 講 じ る 必 要 が

あ り ま す 。 現 職 教 員 の 場 合 に は 、 研 修 等 定 数 の 拡 充 や 「 有 給 研 究 休 暇 （ サ

バ テ ィ カ ル ・ リ ー ブ ） 」 制 度 の 新 設 な ど 、 人 事 ・ 勤 務 条 件 面 で の 条 件 整 備

も 必 須 で す 。  

  

（２） 社会人 を対 象とし た教 員養成 プロ グ ラム  

 教 員 の 大 量 退 職 ・ 大 量 採 用 を 背 景 に 教 員 需 要 が 高 ま り を 見 せ る な か 、 多

様 な 背 景 を 持 つ 社 会 人 を 教 員 と し て 確 保 す る こ と が 求 め ら れ て い ま す 。 外

部 人 材 の 活 用 を 目 指 し 、 教 職 希 望 の 社 会 人 に 教 職 へ の 道 を 開 く こ と に は 意

義 が あ り ま す 。  

 社 会 人 か ら 教 職 へ と 参 入 す る ル ー ト と し て 教 員 資 格 認 定 制 度 が あ り ま す

が 、 質 を 保 証 す る 観 点 か ら 言 え ば 、 教 員 不 足 解 消 の た め の 手 段 と し て 同 制

度 を 積 極 的 に 活 用 す る こ と に は 、 慎 重 で あ る べ き で す 。 な ぜ な ら 、 専 門 職

と し て の 教 師 の 力 量 は 、 大 学 の 教 職 課 程 を 通 じ て 育 成 さ れ る か ら で す 。 ま

た 、 特 別 免 許 状 の 交 付 の 増 大 と い う 安 易 な 方 策 で は な く 、 た と え ば 、 通 信

教 育 課 程 の 在 り 方 の 検 討 に 加 え 、 学 士 も し く は 修 士 の 学 位 を 既 に 有 す る 者

が 、 「 教 科 及 び 教 職 に 関 す る 科 目 」 又 は 「 特 別 支 援 教 育 に 関 す る 科 目 」 の

単 位 を １ 年 も し く は そ れ 以 上 の 期 間 を か け て 修 得 す る こ と で 免 許 が 取 得 で

き る 「 教 職 特 別 課 程 」 の 活 用 な ど が 考 え ら れ ま す 。 と り わ け 、 社 会 人 の 免

許 取 得 に 関 し て は 、 １ 年 以 上 の 学 び を 継 続 し 、 修 士 レ ベ ル の 免 許 状 （ 標 準

免 許 状 ） を 取 得 す る こ と が 望 ま し い と 考 え ま す 。  

 現 行 の 「 教 職 特 別 課 程 」 は 、 社 会 人 か ら 教 職 へ と 参 入 す る ル ー ト と し て

は 、 例 外 的 な 位 置 づ け と 見 做 さ れ る 傾 向 が あ り ま す が 、 今 後 は 、 社 会 人 経
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験 を 持 つ 教 師 に 求 め ら れ る 資 質 能 力 と は 何 か を 明 ら か に し つ つ 、 ６ 年 間 を

見 通 し た 教 員 養 成 シ ス テ ム の 中 に 、 社 会 人 対 象 の 教 員 養 成 プ ロ グ ラ ム と し

て 明 確 に 位 置 づ け て い く こ と を 検 討 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

（３） 大学と 現場 をつな ぐ「 導入プ ロセ ス 」の再 編  

 こ こ で い う 「 導 入 プ ロ セ ス 」 と は 、 教 員 が 、 主 に 初 任 期 を 通 じ て 教 職 に

対 す る 社 会 化 を 遂 げ る プ ロ セ ス を 指 す こ と と し ま す 。  

 養 成 段 階 に お い て 、 特 に 教 育 実 習 は 導 入 プ ロ セ ス の 役 割 を 果 た す も の で

す 。 こ れ に つ い て は 、 ６ 年 を 標 準 と す る 多 様 な ル ー ト を 保 証 す る 免 許 制 度

に 応 じ 、 多 様 な 在 り 方 が 模 索 さ れ る べ き で し ょ う 。 例 え ば 、 時 間 数 は 、 実

習 の 質 を 担 保 す る 量 的 枠 組 み で あ り 、 教 職 大 学 院 等 で は 、 長 期 的 な 実 習 を

通 じ て 理 論 と 実 践 を 往 還 す る こ と が 考 え ら れ ま す が 、 教 員 養 成 系 で な い 大

学 （ 院 ） に お い て は 、 学 位 に 直 結 す る 学 修 ・ 研 究 と 相 反 す る 可 能 性 を 考 慮

し 、 長 期 化 を し な い 判 断 も 許 容 さ れ る べ き で す 。 ま た 、 内 容 に つ い て は 、

適 応 の 向 上 だ け を 目 指 す と い う よ り は 、 フ ィ ー ル ド 研 究 や 授 業 研 究 の 基 礎

を 身 に つ け る も の と し て 充 実 を 図 る べ き と 考 え ら れ ま す 。  

 採 用 後 の 「 導 入 プ ロ セ ス 」 で あ る 初 任 者 研 修 に つ い て は 、 す で に 教 職 大

学 院 等 の 出 身 者 の 軽 減 措 置 な ど が 行 わ れ て い ま す が 、 ル ー ト の 多 様 性 に 即

し た い っ そ う の 柔 軟 化 を 進 め る と と も に 、 正 規 ・ 非 正 規 を 問 わ ず 初 任 期 の

教 員 が 支 援 を 受 け ら れ る 仕 組 み が 必 要 で す 。 加 え て 、 部 活 顧 問 や 担 任 業 務

の 減 免 な ど 、 個 々 の 状 況 に 応 じ て 初 任 者 の 業 務 や 責 任 の 分 有 ・ 軽 減 を 図 る

体 制 を 整 備 （ 条 件 整 備 を 含 む ） す る こ と な ど が 求 め ら れ ま す 。  
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（４） 課程認 定制 度の限 界と 新たな 質保 証 制度の 提言  

①文科省による課程認定制度の限界  

教 員 養 成 に お け る 質 保 証 は 、 こ れ ま で 文 部 科 学 省 に よ る 課 程 認 定 制 度 に

委 ね ら れ て き ま し た 。 そ れ は 、 ① 学 科 等 の 目 的 ・ 性 格 と 免 許 状 と の 相 当 関

係 、 ② 教 育 課 程 （ 教 職 科 目 に 位 置 づ け る 教 育 内 容 ） 、 ③ 教 員 組 織 （ 科 目 を

担 当 す る 教 員 と そ の 業 績 と の 対 応 関 係 ） 、 ④ 施 設 ・ 設 備 、 ⑤ 教 育 実 習 校 の

５ 項 目 に つ い て 指 定 の 様 式 に 教 職 課 程 を 担 う 大 学 等 が 記 入 し た 文 書 を 、 課

程 認 定 委 員 会 が 点 検 す る 書 面 審 査 で す 。 し か し 、 現 状 で は 膨 大 な 数 の 審 査

対 象 に 対 し て 省 内 の 審 査 体 制 に は 限 界 が あ り 、 教 職 課 程 の 質 保 証 の 機 能 を

十 分 に 担 保 で き る も の で は あ り ま せ ん 。 実 地 視 察 を 行 う に し て も 現 在 の 体

制 で は 数 十 年 に １ 度 程 度 の ロ ー テ ー シ ョ ン に な る 対 象 数 で あ る こ と か ら 、

教 員 養 成 の 質 保 証 を 文 科 省 の 責 任 と し て い る 現 状 を 見 直 す 必 要 が あ り ま

す 。  

 

②新た な質保 証制 度にお ける 専門学 会・ 大 学の役 割  

教 師 教 育 に か か わ る 専 門 学 会 は 、 こ の 状 況 に 際 し て 免 許 法 の 改 正 を 伴 う

教 職 課 程 の 質 保 証 に 向 け た 制 度 改 革 案 を 提 案 す る 必 要 が あ る で し ょ う 。 専

門 学 会 は ま ず 、 各 大 学 が 教 員 養 成 カ リ キ ュ ラ ム を 編 成 す る 際 に 参 照 さ れ 、

そ の 自 主 性 ・ 主 体 性 の 発 揮 を 促 進 す る よ う な 「 ミ ニ マ ム 」 な い し 「 エ ッ セ

ン シ ャ ル 」 カ リ キ ュ ラ ム を 、 拘 束 性 の 強 い 現 行 の 「 教 職 課 程 コ ア カ リ キ ュ

ラ ム 」 に 代 わ る も の と し て 作 成 し 、 教 員 養 成 の 質 保 証 の 責 任 の 一 端 を 担 う

べ き で す 。 内 容 的 に は 、 教 育 現 場 の 喫 緊 の 課 題 の み な ら ず 将 来 の 課 題 に 応

え る 視 野 を も っ て 教 育 現 場 の 課 題 に 向 き 合 え る 力 量 を 養 う と 共 に 、 学 術 的
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な 知 見 に よ る 研 究 能 力 を 育 む こ と も 重 要 で す 。 ま た 、 こ の 作 業 プ ロ セ ス に

お い て は 、 教 員 へ の ア ン ケ ー ト 調 査 等 を 参 考 資 料 と し 、 各 地 で 主 体 的 に 授

業 研 究 等 の 活 動 を 展 開 す る 教 育 団 体 や 、 教 員 採 用 及 び 研 修 事 業 を 担 っ て い

る 教 育 委 員 会 と の 対 話 を 踏 ま え る 努 力 も 求 め ら れ ま す 。  

さ ら に 、 基 準 を 設 け た だ け で は 質 保 証 を 実 質 化 で き な い た め 、 実 際 の 教

員 養 成 の 取 り 組 み を ど の よ う に 点 検 評 価 し て い く か と い う 検 討 が 必 要 で

す 。 例 え ば 、 課 程 認 定 を 有 す る 大 学 機 関 同 士 の ピ ア レ ビ ュ ー を 導 入 し た

り 、 好 事 例 を レ ポ ー ト 報 告 し た り す る 取 り 組 み も 有 効 で し ょ う 。  

以 上   
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提案：「グランドデザイン」のモデル化  

 

Ⅰ .  はじめ に   

1 .  なぜ「 モデ ル化」 が必 要か  

「グランドデザイン」では、これからの大学における教師教育におい

て、「多様性」と「共通性」を両立させる新たな制度的枠組みと教育内容

に関する原理について記し、教師教育の高度化をめざして「 大学院修士レ

ベル」を我が国の教師の標準とすることを「共通」の枠組みとして設定し

た。とりわけ教師の育成においては、すでに養成期間を 6 年間に延長して

いる医学や薬学分野のような単一のモデルによる養成ではなく、質と量の

両面から、より多様性を保証する制度を構築する必要がある ため、その多

様性を保証できる具体的なモデルをあらかじめ検討しておく必要があると

考えた。  

我々はグランドデザインにおいて教師を自ら学び考える「自律的でクリ

エイティブな高度専門職」と位置づけた。 また、大学において育成される

べき教師の力量についても、市民的教養、教育学的教養 、教科の教養を挙

げ、それらは「探究的・研究的な学び」 を通して培われるとし、そ の学び

が将来の教師としてどのような役割を果たすか、その必要性についても検

討してきた。さらに、「修士レベル」に延長された制度的枠組みの中で

は、教師の力量の内実やその形成プロセスは多様であるべきであり、教師

教育や教師の専門性の幅を広げることができる制度設計が必要だと考え

た。   
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以上を踏まえ、以下ではグランドデザイン をより具体化した制度設計（

モデル化 )  について提案する。  

 

2 . 「 モデル 化」 にあた って の基本 原則  

  我々は、グランドデザインのモデル化を検討するにあたって、以下のよ

うな原則を立てた。   

・  「学びと成長の専門家」、「自ら学び考える教師」を育成するための

モデルとそれを実現するための制度について考えること。   

・  長い教職生活のスパンの中で、ライフステージに応じて、教師や教師志

願者が、学びたい時に、学びたい内容を学べるような制度を構想するこ

と。   

・  教師が専門職として成長していくためには、学部段階の養成のみでは不

十分であり、また、学校現場での実践と研修のみでは限界があるため、

大学院での学び直しが重要かつ必要であるという共通認識の下で制度化

を検討すること。同時に、大学院での学びの多様性を保証すること。   

・  教師の質の向上と量的確保の両方を実現できるような「多様性」を重視

した入職ルートと専門性の考え方の下にモデル化を検討すること。  

 

Ⅱ .  標準免 許状 と基礎 免許 状につ いて  

 現行の「専修免許状」は「標準免許状」に、現行の「一種免許状」は

「基礎免許状」に移行する。それぞれに該当するカリキュラム、対象者及

びその取得プロセスの概要を図１に示す。  

・  基礎免許状をアップグレードした上級の免許状として標準免許状を位置

づける。カリキュラム編成の基本的な考え方についてはⅢ、Ⅳにて後述

する。  
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・  標準免許状、基礎免許状はそれぞれ修士課程、学士課程に在籍して取得

することを原則とするが、これらの課程に在籍しなくても教職特別課程

（後述：Ⅲ３、Ⅳ５）に籍を置いて科目等履修などの仕組みを併用する

ことによって標準免許状、基礎免許状を取得できることとする。  

・  基礎免許状を取得した人が教職経験を経て、あるいは教職経験を経ずに

修士課程あるいは教職特別課程（修士レベル）に在籍して、標準免許状

を取得する。  

・  修士課程の典型的なモデルとしては「タイプⅠ・教育臨床深化型」、「タ

イプⅡ・教育学的教養深化型」、「タイプⅢ・教科の教養深化型」の三種

類（後述：Ⅳ 3 ）が想定できるが、具体的なカリキュラムについては、

各大学が主体的な判断によって編成する。ただし、いずれの場合も共通

のカリキュラムとして「教育臨床研究」（後述：Ⅳ 4 ）を含むこととす

図１  標準免許状と基礎免許
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る。  

・  基礎免許状を持たない大卒者（教職以外の職に就いている社会人など）

の教職志望者を対象とする免許取得ルートを積極的に設ける。具体的に

は以下の通りである。①教職志望の「基礎免許状未取得の学士号取得

者」に対して修士課程、教職特別課程（学士レベル）、教職特別課程

（修士レベル）に入学するルートを設ける。②教職志望の基礎免許状未

取得者のうち、各専門分野における修士号あるいは博士号取得者に対し

て、教職特別課程（修士レベル）に入学するルートを設ける。  

 

Ⅲ .  基礎免 許状 と学士 レベ ルの学 び に つ いて  

1 .  「基礎 免許 状」を 取得 する意 義   

・  教師としての養成は、狭義の「教職課程」のみならず、大学教育全体で

行われるよう計画されるものである。  

・  このうち、学士課程（大学 4 年間）で教師としての基礎的・基本的な養

成教育を修了することをもって取得できる免許状を「基礎免許状」とす

る。  

・  この「基礎免許状」は、教師として入職する際の最低要件（ボトムラ

イン）を大学（学士課程）レベルで担保するものであり、公教育の担

い手が多様にあり得る中での共通の質保証としての意義を持つ。  

 

2 .  二つの 参照 基準 :  「 エッセ ンシ ャル・ カリキ ュラム 」  

上述の「基礎免許状」取得に至るカリキュラムを具体化すべく、以下、

参照基準としての二つの「エッセンシャル・カリキュラム」、すなわち

「教職課程エッセンシャル・カリキュラム」（いわゆる「教職課程」につ
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いて）と「教師教育エッセンシャル・カリキュラム」（大学（学士課程）

全体について）を示す。  

・  これら「エッセンシャル・カリキュラム」は、日本学術会議の「参照基

準」と同様に各大学が主体的にカリキュラムを編制する際の参照基準で

あり、国からの委託を受けて  関連する学術団体が共同で作成するもの

とする。「教職課程エッセンシャル・カリキュラム」は教育諸科学を幅

広く視野に入れる必要があり、教育関連学会連絡協議会等に委託するこ

とが適切である。作成にあたっては、教育現場や行政からのヒアリング

を行うことも必要である。他方、「教師教育エッセンシャル・カリキュ

ラム」は、教育学関連の学問以外の、幅広い諸科学を視野に入れる必要

があるため、作成は、日本学術会議に委託することが適切と考えられ

る。  

・  各大学は、教育学的教養と教科の教養を中心とした教職課程について、

「教職課程エッセンシャル・カリキュラム」を参考にして、主体的に決
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めることができる。内容としては、 a . 教育現場の喫緊の課題のみなら

ず、 b . 将来の課題に応える視野をもって教育現場の課題に向き合える力

量、 c . 学術的な知見による研究能力を育むもので構成されるが、特に、

b と c を基本的な内容とする。  

・  各大学は、「教育学的教養」「教科の教養」のみならず、「市民的教養」

を含めた大学全体の教師教育カリキュラムについて、「教師教育エッセ

ンシャル・カリキュラム」（図 2 ）を参照しながら、主体的に決めるこ

とができる。  

・  「教師教育エッセンシャル・カリキュラム」において重要なことは、

「教育学的教養」「教科の教養」「市民的教養」の三者をそれぞれ独立し

たものとして構成するのではなく、学士課程全体の中で相互が有機的に

関連付いている点である。このことが大学における教師教育カリキュラ

ムの核となるからである（図 2 の★部分）。  

・  教育実習は、教職への導入プロセスの一部として重要な役割を果たすも

のであるが、単に教育現場の課題への適応能力の向上だけに限定するこ

となく、フィールド研究の一環として、また授業研究の基礎としてカリ

キュラムの中に位置づけることにより、大学における教師教育カリキュ

ラムの核となりうる。   

・  「開放制」原則のもと、各大学がそれぞれの主体性において教師教育カ

リキュラムを編制・運用する多様性は、日本の教師教育の優れた持ち味

として今後も維持されるべきである。ただし、それぞれの大学の組織の

類型により、たとえば以下のような点に留意することが必要である。  

教員養成系単科大学：「市民的教養」の確保（教職に方向付けない教養

教育）  

総合大学の中の教員養成課程：「市民的教養」と「教育学的教養」「教科

の教養」の関連大規模一般大学・学部で学部横断的な教職課程センター

的組織を持つ場合：「教育学的教養」と「教科の教養」が別組織で担わ
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れることへの注意  

小規模単科大学で特定分野の教員養成に特化した場合：「教育学的教

養」が特定の分野の教育に偏しないような配慮  

 

3 .  学士レ ベル の「教 職特 別課程 」   

・  基礎免許状を持っていない教職志望の大卒者のうち、標準免許状の早期

取得を希望しない人を対象とする課程。修士レベルの標準免許状の取得

を目的とした後述の「教職特別課程（修士レベル）」とは異なり、短期

間で免許状を取得することを通して教職への早期就職を優先するニーズ

に対応するため、基礎免許状の取得のみを目的とする。 高等教育を受け

た多様な専門的背景を持つ多くの人材を教職に迎えるための重要なルー

トとして位置づける。  

・  学士号をすでに取得しているため、大学 4 年間で身につけるべき力量の

うち、市民的教養と教科の教養についてはすでに修得していると捉え、

あらためて、「教職課程カリキュラム ( 教育学的教養を含む ) 」をフルタ

イム（原則として 1 年間）で履修する課程。  

・  社会人が働きながら基礎免許状を取得することを促すため、現行の 履修

形態であるフルタイムに加えて、パートタイム、夜間、オンライン等の

履修形態も認める。また、履修者のニーズに応じるため履修年限につい

ても柔軟に運用できるような仕組みを整える。  

 

Ⅳ .  標準免 許状 と大学 院 修 士レベ ルで の 学びに ついて   

1 .  「標準 免許 状」を 取得 する意 義： 教職 経験を 持つ 人 の場 合  

・  学部段階での学び（基礎免許状）は、教師としての基礎・基本を学ぶこ

とが中心となるが、より高度な教師としての専門性を身につけるために

は、大学院での学びが求められる。   
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・  学部段階での教育実習や入職 直後の教育実践は、学校現場への導入プロ

セスであり、子どもや他の教師とのかかわりの中で、教師として自らの

教育実践を形作っていく時期でもある。しかし、専門家としての教師と

なるためには、一定程度の教職経験を経た後に、自らの教育実践を省察

することが必要となる。さらに、多様に発現する教育課題を構造的に把

握し、解決を導く能力を獲得することが求められる。   

・  そのためには、いったん学校現場から離れて、あるいは、学校現場で働

きながら、自らの実践を教育学的に、あるいは教科の論理から分析し、

教育に関する根本的な問いについて学術的に探究することが必要であ

る。   

・  以上の理由から、高度な専門家として教師を育てるためには、現場経験

や研修等だけでは不十分であり、大学院での学び直しによる「知のアッ

プデート」が必要であろう。したがって、大学院修士修了レベルに達し

た教師に対して、その証として標準免許状を発行することにしたい。  

・  大学院での学びは、標準免許状を取得した後も、継続的に行われること

が望ましい。  

 

2 .  「標準 免許 状」を 取得 する意 義： 教職 経験を 持たな い 人 の場合  

・  他方、我々は、教職へのルートの多様化を実現するために、「教職経験

を持たない」教師志願者にも、標準免許状を取得するルートを考えてい

る。それは、①基礎免許状を取得した直後に大学院に進学するストレー

トマスター、②基礎免許状を取得した後に教職以外の一般企業等に就職

した者、③基礎免許状を取得せずに一般企業等に就職した者、④学部で

基礎免許状を取得せず、各専門的な学問分野で修士号・博士号を取得し

た者である。   

・  こうした教職経験を持たない 人にとって、大学院での学びは、異なる意

味を持っている。まず、上記①②③にとって、大学院での学びは、学部
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段階の基礎免許課程では十分に身につけることができなかった高度な専

門性（教育学的教養・教科の教養）を学問的により深めると同時に、学

部段階の教育実習では十分にできなかった教育実践の分析と研究を行う

こともできる。④にとっては、専門的学問の修士課程や博士課程で身に

付けた高度な専門性をベースに、大学院 レベルの教職特別課程において

教育学的教養を身に付け、教育実践の分析や研究を行うことができる。   

・  標準免許状取得に至るこのような多様なルートは、教師に求められる

高度な専門性の確保と、教師の多様な専門性及び量的確保の必要性に対

応したものである。   

 

3 .  三つの タイ プの大 学院 修士課 程  

以上のような目的を達成させるために、我々は大きく三つのタイプの大

学院（修士レベル）を構想した。  

 

タイプⅠ :  「教育臨床深化型」（現在の多くの教職大学院と類似。実践

的研究中心）  

タイプⅡ :  「教育学的教養深化型」（教育学的教養に関する学術的研究

中心）  

タイプⅢ :  「教科の教養深化型」（多様な教科・学問分野に関する学術

的研究中心）  

  

・  三つのタイプは、いずれも「教育臨床研究」（後述）をベースに置く

が、それを踏まえて「教育臨床」「教育学」「教科専門科学」の三つの要

素のどれに重点を置くかという点で異なる。すなわち、 タイプⅠは教え

ることの実践に根ざした臨床的研究に重点を置くカリキュラム、タイプ
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Ⅱは教育学の学術的研究に重点を置くカリキュラム、タイプⅢは教科内

容の基盤を成す専門科学に重点を置くカリキュラムである。  

・  教師としての現職経験を持つ人、持たない人（いわゆるストレートマス

ター、及び基礎免許状を取得し学校以外の一般企業等に就職した人 な

ど）はいずれもこの三つのタイプのいずれかの大学院で所定のプログラ

ムを修了することで標準免許状を取得できる。   

・  タイプⅠの学習にもタイプⅡやⅢの要素が入ることはあるが、Ⅱ・Ⅲは

基本的に教育理論や教科専門の理論に基づいて学術的な知見を深めるこ

とを通して、高度専門職としての力量を高めることをねらいとしてい

る。また、教師及び教師志願者のニーズと 多様性を尊重し、それぞれ

の専門性を高めることによって、「教師教育の高度化」と「教職の魅力

の増加」を図ることをねらいとしている。   

・  この三つのタイプのいずれかを選ぶかは、あくまでも学ぶ人（学生また

は現職教師、社会人等）自身のニーズと選択によるべきものであり、彼

らの多様性と自主性を尊重することが、学校現場の教師の学びヘの意欲

と内実を保証することになる。   

 

4 .  教育臨 床研 究：多 様性 の中の 「共 通性 」  

学部段階における教職への導入プロセスとしての 「実習」を踏まえ、大

学院レベルにおいてはそれぞれに発展的な 「教育臨床研究」をいずれのタ

イプでも共通に行い、これを標準免許状の「共通性」を示すものとして カ

リキュラムの基層に位置づける。   

・  「教育臨床研究」は、「教えることを意識した教育学的知識または教科

知識の再構成」を目的とした臨床研究で、教育学を基盤とした個人的・

協働的な省察と研究を行うものである。ここでいう「臨床」とは、広義

には「現場に根ざす」こと、狭義には「問題解決に資する」ことを意味
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する。  

・  タイプⅠの大学院カリキュラムは、性格上、「教育臨床研究」を行うこ

とを主たる目的として開設されるものであり、教育現場での教育実践を

理論的に深く研究することが目的となる。 共通の「教育臨床研究」をベ

ースに、広義から狭義までの幅広い「臨床研究」を行う ものである。タ

イプⅡとタイプⅢにおいても、それぞれの学術的研究の 基盤に「教育臨

床研究」を置くことで広義の「現場に根ざした」学術的研究を行う カリ

キュラム編成となる。ここでいう「現場」とは学校現場に限らず、社会

教育等も含めた幅広い教育実践の場 を含む。   

・  「教育臨床研究」は、学内に教育学研究科がある大学では教育学研究科

が全学に提供し、無い場合は、教職課程センター 等に新たに設置される

大学院レベルの科目として提供する。   

・  「教育臨床研究」を必修とすることにより、標準免許状が、従来の教職

大学院での学びと専修免許状の学びの両方をカバーする、大学院レベル

の新しい免許状となる。   

 

5 . 修 士レベ ルの 「教職 特別 課程」  

・  大卒者が標準免許状を取得することを促すため、「教職特別課程（修士

レベル）」を新設する。フルタイムに加えて、パートタイム、夜間、オ

ンライン等の履修形態を認めるとともに、履修者のニーズに応じるため

履修年限についても柔軟に運用できるような仕組みを整える。主に以下

の２つのタイプが想定される。  

・  ①学部で基礎免許状を取得したが、 教職に就いた経験のない大卒者 を対

象に、標準免許状を提供する課程。フルタイム（ 1 年間）を原則とし

て、タイプⅠ、タイプⅡ、タイプⅢの大学院修士レベルカリキュラムの

いずれかを必要に応じて履修する。また、「教育臨床研究」を必修とす

る。  
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・  ②学部で基礎免許状を取得せず、各専門分野の大学院で修士学位、博士

学位を取得して一般企業や研究所、大学院に所属している人 等が標準免

許状を取得できる課程。修士レベルの専門課程をすでに終えているた

め、「教職特別課程（修士レベル）」に在籍して、そこに開設されている

「教育臨床研究」を履修すると同時に、「基礎免許状」に相当するカリ

キュラムを科目等履修などの仕組みによって履修することにより「 標準

免許状」が取得できる。   

 

6 .  標準免 許状 と学位   

・  本モデル化においては、大学院修士レベルでの学びを基に標準免許状を

取得するパターンを構想した。そこでは、基本的に、修士レベルの学位

の取得を前提としている。これは、大学院での学びが、高度専門職とし

ての教師にとって必要不可欠であると同時に、その結果として授与され

る上級レベルの標準免許状と修士レベルの学位が、教職の社会的ステイ

タスを向上させることができるとの観点から構想されたものである。  

・  しかし、「多様性」を追求する我々の方針の下では、この点について

も、履修者の多様性や希望に対応できるよう、オルタナティブな在り方

を示すことも必要と考えた。すなわち、「標準免許状との学位の関係」

について、以下の三つのいずれのケースでも可能とする。①原則とし

て、 2 年間の大学院の学びによる学位取得と標準免許状取得のための学

びをワンセットで取得できる課程。②必ずしも大学院の学位を必要とせ

ず、標準免許状取得に必要な単位・科目を満たせば標準免許状が取得で

きる課程。③同じ大学院において、上記二つをそれぞれのコースとして

開講し、受験生の希望と動機に対応して柔軟に選べる課程。   

 

7 .  標準免 許状 の取得 を促 す方策   
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・  「グランドデザイン」では、修士レベルの免許状取得を「自ら学び考え

る教師」の標準的な在り方としているが、それは教師や教師志願者の自

発的な学びの要求を大学院レベルにおいて実現することにほかならな

い。そのような高度専門職としての学びへのモチベーションは十分に尊

重され、また助長されなくてはならず、そのことが、教職の魅力をより

一層増加させることにつながると確信する。。  

・  それゆえ、修士レベルの標準免許の提案に従い、国 ( 文科省 ) の責任にお

いて、以下の案件を速やかに実現できるよう、予算措置と自治体への助

言が行われる必要がある。  

①標準免許状取得のための大学院進学者への奨学金制度の充実及び給付

奨学金制度の新設  

②現職教員に対するサバティカル・リーブ制度の充実   

③学部生に対する大学院レベルの教職科目の先取り履修制度の充実   

④教員研修の一部としての大学院科目の活用推進   

⑤標準免許状を管理職の基礎資格とする任用条件の新設  

 

 


