
1 「TOKYO ACTIVE PLAN for students」の推進

2 運動部活動の振興

3 特別支援学校における取組の充実

1 健康教育の推進

2 アレルギー疾患対策の推進

3 食育の推進

1 安全教育の推進

2 防災教育の推進

3 特別支援学校における安全教育の推進

1 ボランティアマインドの醸成

2 共生社会の形成

3 スポーツ志向の重視

4 「学校2020レガシー」の継続実施

5 優れた芸術文化に対する理解の促進（再掲）

1 養成段階・採用段階における実践的な指導力の育成

2 優秀な教員志望者の確保

3 将来の東京の教育を担う意欲ある人材の育成・確保（再掲）

1 教員経験等に応じた教員研修及び啓発支援の充実

2 新たな教育課題に対応する教員の資質・能力の向上

3 特別支援教育を推進する教員の資質向上

4 服務事故根絶に向けた取組の推進

1 学校のリーダーを育成するための支援の充実

2 教育管理職登用の推進

1 学校を支える人員体制の確保

2 在校時間の適切な把握と意識改革の推進

3 教員業務の見直しと業務改善の推進

4 部活動の負担の軽減

㉖
多角的に学校を支援する新たな体制を
構築します

1 公益財団法人東京学校支援機構（TEPRO）との連携による学校への支援

㉗
教員一人一人の健康保持の実現を図り
ます

1 教員のメンタルヘルス対策等の取組の推進

1 学校施設の耐震化の推進

2 ブロック塀等の安全対策の推進

3 国産木材の利用の促進

4 空調設備の整備の促進

5 トイレ整備の推進

6 環境に配慮した整備の推進

7 「ＴＯＫＹＯスマート・スクール・プロジェクト」の推進（再掲）

1 学校と家庭との連携を図る取組の充実（再掲）

2 「放課後子供教室」における活動の推進

3 外部人材を活用した授業以外の場における学習支援の充実（再掲）

1 「地域教育推進ネットワーク東京都協議会」の取組の充実

2 「地域学校協働活動」の推進

6

健やかな体を
育て、健康で
安全に生活す
る力を育む教
育

⑮
生涯を通じて、たくましく生きるため
に必要な体力を育む教育を推進します

⑯
健康で充実した生活を送るための力を
育む教育を推進します

⑰
危険を予測し回避する能力や、社会の
安全に貢献できる資質・能力を育む教
育を推進します

7

オリンピッ
ク・パラリン
ピックの精神
を学び、育む
教育

⑱
東京2020大会、さらにその先に社会で
活躍するために必要な力を身に付ける
教育を推進します

8

生徒の多様な
ニーズと時代
の要請に応え
る「都立高校
改革」

⑲
次代を担う社会的に自立した人間を育
成します

㉑
質の高い教育を支えるための環境整備
を進めます

教員の負担を
軽減し、教育
の質を向上さ
せる「働き方
改革」

㉕
教員が誇りとやりがいをもって職務に
従事できる学校運営体制を整備します

関連する施策展開

学
校
、
家
庭
、
地
域
・
社
会
が
相
互
に
連
携
・
協
力
し
て
子
供
を
育
て
る

9
これからの教
育を担う優れ
た教員の育成

㉒ 優れた教員志望者を養成・確保します

㉓
教員一人一人のキャリアに応じた資
質・能力の向上を図ります

㉔
教育者としての高い見識をもち、広い
視野で学校経営ができる管理職を育成
します

⑳
生徒一人一人の能力を最大限に伸ばす
学校づくりを推進します

11
質の高い教育
を支える環境
の整備 ㉘

質の高い学校教育を支える施設・設備
等を整備します

12

家庭、地域・
社会と学校と
が連携・協働
する教育活動

㉙
学校と家庭、地域・社会が一体とな
り、子供を見守り、育てる教育活動を
推進します

㉚
地域・社会の教育資源を活用し、子供
を支え伸ばす教育活動を推進します

その他
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１ 全ての児童・生徒に確かな学力を育む教育 

１１  全全ててのの児児童童・・生生徒徒にに確確かかなな学学力力をを育育むむ教教育育  

 

 

施策展開の方向性① 

  ききめめ細細かかいい指指導導をを行行いい、、基基礎礎的的・・基基本本的的なな知知識識・・技技能能のの確確実実なな定定着着をを図図りりまますす  

 

  

１１  小小学学校校・・中中学学校校ににおおけけるる基基礎礎学学力力のの定定着着（指導部・人事部）  

(1) 児童・生徒の学力向上を図るための調査   

ア 「児童・生徒の学力向上を図るための調査」の実施  

(ｱ) 調査の目的  

東京都の児童・生徒の学びに向かう力等に関する意識及び学校の指導方法等を把

握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るとともに、各学校の教

育指導の充実や組織的な授業改善等に役立てる。さらに、そのような取組を通じて、

児童・生徒の学力向上に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。 

(ｲ) 調査方法・内容  

     a 児童・生徒の学びに向かう力等に関する意識をウェブシステムにより調査する。 

     b 学校の指導方法等をウェブシステムにより調査する。 

【施策の必要性】 

教育を行うに当たっては、障害の有無を問わず、全児童・生徒が学習内容を理解し、授業に

参加している実感・達成感をもちながら、充実した時間を過ごせることが重要です。 

こうした考えの下、児童・生徒に、基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図り、主体

的に学習できる力を育成するためには、教員が一人一人の学習における課題を把握するととも

に、個に応じた指導や習熟度別指導などきめ細かく指導を行うことが重要です。 

特に都立特別支援学校では、児童・生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、もてる力を高め、

生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うことで、基礎

的な学力を伸ばしていく必要があります。 

また、児童・生徒自身が自らの学習上の課題を正確に把握し、目標を立てるとともに、その

達成に向かって努力し続ける意欲・態度を身に付けることが大切です。 

東京都教育委員会は、義務教育の質的な向上に向けて、児童・生徒の基礎的・基本的な知識・

技能の定着を図るための基盤を整備するとともに、区市町村教育委員会に対し、児童・生徒の

学力向上への適切な支援を行う必要があります。また、就学前教育の充実を図るとともに、就

学前教育と小学校教育とのより一層の円滑な接続を図る取組を推進し、小学校と幼稚園・保育

所等の就学前施設の双方が子供の成長を共有した指導の工夫を行うための支援を行うことも

重要です。 

さらに、高等学校においては、義務教育段階の学力の定着が十分ではなく、高等学校の授業

が理解できない生徒が一部にみられることから、個に応じた学習を実施するなど、高校生に求

められる基礎学力の確実な定着とその一層の向上を図るため、組織的・計画的な取組が必要で

す。 
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１ 全ての児童・生徒に確かな学力を育む教育 

 

(ｳ) 調査対象 

小学校第４学年から中学校第３学年までの児童・生徒 

※義務教育学校第４学年から第９学年までの児童・生徒及び中等教育学校第１学年

から第３学年までの生徒も含む。 

イ 「児童･生徒の学力向上を図るための調査」結果等についての活用支援プログラム等の

作成・配布及び説明会の開催 

調査の集計結果に加え、本調査の結果と全国学力・学習状況調査の結果及び東京ベー

シック・ドリルや定期考査等の学校で作成したテスト結果等とを関連付けて分析するこ

とができる「調査結果活用支援プログラム」を作成し、配布するとともに、調査の集計

結果及び授業改善に向けた結果の分析方法等に関する説明会を全区市町村教育委員会の

指導主事等を対象に開催する。 

ウ 「児童･生徒の学力向上を図るための調査」の結果分析及び家庭学習の充実に関する保

護者向け資料の作成･配布 

調査委員会を設置して「児童･生徒の学力向上を図るための調査」の結果分析を行うこ

とにより、発達段階に応じた効果的な学習の進め方を明らかにするとともに、家庭にお

ける学習習慣の形成や学習の進め方の工夫について、保護者向けに分かりやすく説明し

た資料を作成し、区市町村教育委員会を通して、各家庭に周知する。 

エ 授業改善推進拠点校における授業改善を組織的に推進するモデルの研究・開発 

「調査結果活用支援プログラム」を活用しながら、「児童・生徒の学力向上を図るため

の調査」の結果を全国学力・学習状況調査の結果等と関連付けて分析し、指導と評価の

一体化による授業改善を組織的に推進する取組を実践的に研究・開発し、その成果を全

都に普及する。 

(2) 「東京都学力向上施策検討委員会」の設置 

東京都の学力向上施策に関する検討を行う委員会（有識者、区市町村教育委員会の代表、

校長会の代表、ＰＴＡ協議会の代表などから構成）を設置することにより、都教育委員会と

区市町村教育委員会との連携を強化する。 

(3) 都及び国の学力調査結果を生かした授業改善推進プラン等を活用した授業改善の推進 

都内の全公立小・中学校等において、都や国の学力調査の結果及び報告書等を生かして児

童・生徒の学力の実態を分析し、課題を明らかにするとともに、課題に応じた具体的な方策

を示した授業改善推進プラン等を各区市町村教育委員会の指導の下に作成し、その実施・評

価・改善のサイクルの確立を図ることで授業改善の取組をより一層、充実させる。 

また、各学校は、児童・生徒、保護者、地域の方々及び都民に授業改善推進プラン等を積

極的に公開することで、学校教育への理解と協力を求め、学校・家庭・地域が一体となって、

児童・生徒の学力向上を図る。 

(4) 小学校教科担任制等推進事業 

都内公立小学校 10 校を「小学校教科担任制等推進校」に指定し、小学校高学年における

専門性の高い教科指導の実現及び中学校教育への円滑な接続を図るとともに、発達段階に応

じた指導体制を構築し、学年・専科のまとまりでより多面的・多角的な児童理解の促進を図

るなど、学校全体の指導体制の転換を図る。 

    ア 専門性の高い教科指導の実現及び中学校教育への円滑な接続の推進 

１ 全ての児童・生徒に確かな学力を育む教育 

イ 複数の教員による多面的・多角的な児童理解を促進し、学年・専科のまとまりによる組

織的な生活指導を実践 

    ウ 個別最適化された学びの実現に向けた、デジタル技術を活用した指導の在り方を開発 

 エ 積極的に地域や関係諸機関等との連携を図り、地域人材等を活用した指導の在り方を開

発 

    オ 児童・教員・校長へのアンケート調査等による成果検証、研究成果の全都的な発信及び

普及 

(5) エデュケーション・アシスタント配置支援事業 

区市町村教育委員会が、副担任相当の業務を担う会計年度任用職員を配置する際の任用費

用を補助することにより、授業の質の向上、教員の負担軽減及び学校の組織体制の充実を図

る。 

(6) 授業改善や学習指導に関わる先進情報の提供 

児童･生徒一人一人の「確かな学力の定着と伸長」を目指して、都教育委員会が有する先進

情報等を定期的に配信して、学校や教員の教育活動を支援する。 

(7) 算数・数学における習熟度別指導、英語における少人数・習熟度別指導の推進  

「確かな学力」を育成する取組の推進に向けて策定したガイドラインに基づき、小学校算

数、中学校数学での効果的な習熟度別指導及び中学校英語での効果的な少人数・習熟度別指

導を推進し、児童・生徒の学力向上を図る。 

(8) 「東京ベーシック・ドリル」及び同ソフトの活用 

「東京ベーシック・ドリル」及び同ソフト（令和２年４月改訂）を、放課後の補習や家庭

学習でも活用し、一人一人の学習状況に応じた支援の一層の充実を図る。 

(9) 学力格差解消に向けた取組 

児童・生徒の学力に課題を抱える公立小・中学校を対象に、学力向上に関する取組を活性

化するために教科指導や補習などを行う教員を配置する。  

 

２２  就就学学前前教教育育とと小小学学校校教教育育ととののよよりり一一層層のの円円滑滑なな接接続続をを図図るるたためめのの取取組組のの推推進進（指導部）  

(1) 小学校との連続性を踏まえた就学前教育の一層の充実   

就学前教育カンファレンスを開催し、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を手掛か

りに、小学校と就学前施設の双方が子供の成長を共有し、それを踏まえた指導の工夫を図る

ことができるよう支援することで、小学校との連続性を踏まえた就学前教育の一層の充実を

図る。  

(2) 就学前教育と小学校教育の一層の円滑な接続 

就学前教育及び小学校教育のより一層の充実を図るために、モデル地区として指定した３

地区と合同で、次の取組を進める。 

ア ５歳児から小学校低学年までをひとまとまりとした教育課程の研究・開発及び検証 

イ 非認知的な能力の育成に関する内容の研究・開発及び検証 

ウ 教育と福祉の連携による幼児の資質・能力の育成に関する内容の研究・開発及び検証 

 

３３  高高等等学学校校ににおおけけるる学学力力のの確確実実なな定定着着（指導部）  

(1) 「都立高校学力スタンダード」活用事業の推進 

進学指導重点校、中高一貫教育校、夜間定時制高校、通信制高校以外の全都立高等学校に
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１ 全ての児童・生徒に確かな学力を育む教育 

 

(ｳ) 調査対象 

小学校第４学年から中学校第３学年までの児童・生徒 

※義務教育学校第４学年から第９学年までの児童・生徒及び中等教育学校第１学年

から第３学年までの生徒も含む。 

イ 「児童･生徒の学力向上を図るための調査」結果等についての活用支援プログラム等の

作成・配布及び説明会の開催 

調査の集計結果に加え、本調査の結果と全国学力・学習状況調査の結果及び東京ベー

シック・ドリルや定期考査等の学校で作成したテスト結果等とを関連付けて分析するこ

とができる「調査結果活用支援プログラム」を作成し、配布するとともに、調査の集計

結果及び授業改善に向けた結果の分析方法等に関する説明会を全区市町村教育委員会の

指導主事等を対象に開催する。 

ウ 「児童･生徒の学力向上を図るための調査」の結果分析及び家庭学習の充実に関する保

護者向け資料の作成･配布 

調査委員会を設置して「児童･生徒の学力向上を図るための調査」の結果分析を行うこ

とにより、発達段階に応じた効果的な学習の進め方を明らかにするとともに、家庭にお

ける学習習慣の形成や学習の進め方の工夫について、保護者向けに分かりやすく説明し

た資料を作成し、区市町村教育委員会を通して、各家庭に周知する。 

エ 授業改善推進拠点校における授業改善を組織的に推進するモデルの研究・開発 

「調査結果活用支援プログラム」を活用しながら、「児童・生徒の学力向上を図るため

の調査」の結果を全国学力・学習状況調査の結果等と関連付けて分析し、指導と評価の

一体化による授業改善を組織的に推進する取組を実践的に研究・開発し、その成果を全

都に普及する。 

(2) 「東京都学力向上施策検討委員会」の設置 

東京都の学力向上施策に関する検討を行う委員会（有識者、区市町村教育委員会の代表、

校長会の代表、ＰＴＡ協議会の代表などから構成）を設置することにより、都教育委員会と

区市町村教育委員会との連携を強化する。 

(3) 都及び国の学力調査結果を生かした授業改善推進プラン等を活用した授業改善の推進 

都内の全公立小・中学校等において、都や国の学力調査の結果及び報告書等を生かして児

童・生徒の学力の実態を分析し、課題を明らかにするとともに、課題に応じた具体的な方策

を示した授業改善推進プラン等を各区市町村教育委員会の指導の下に作成し、その実施・評

価・改善のサイクルの確立を図ることで授業改善の取組をより一層、充実させる。 

また、各学校は、児童・生徒、保護者、地域の方々及び都民に授業改善推進プラン等を積

極的に公開することで、学校教育への理解と協力を求め、学校・家庭・地域が一体となって、

児童・生徒の学力向上を図る。 

(4) 小学校教科担任制等推進事業 

都内公立小学校 10 校を「小学校教科担任制等推進校」に指定し、小学校高学年における

専門性の高い教科指導の実現及び中学校教育への円滑な接続を図るとともに、発達段階に応

じた指導体制を構築し、学年・専科のまとまりでより多面的・多角的な児童理解の促進を図

るなど、学校全体の指導体制の転換を図る。 

    ア 専門性の高い教科指導の実現及び中学校教育への円滑な接続の推進 

１ 全ての児童・生徒に確かな学力を育む教育 

イ 複数の教員による多面的・多角的な児童理解を促進し、学年・専科のまとまりによる組

織的な生活指導を実践 

    ウ 個別最適化された学びの実現に向けた、デジタル技術を活用した指導の在り方を開発 

 エ 積極的に地域や関係諸機関等との連携を図り、地域人材等を活用した指導の在り方を開

発 

    オ 児童・教員・校長へのアンケート調査等による成果検証、研究成果の全都的な発信及び

普及 

(5) エデュケーション・アシスタント配置支援事業 

区市町村教育委員会が、副担任相当の業務を担う会計年度任用職員を配置する際の任用費

用を補助することにより、授業の質の向上、教員の負担軽減及び学校の組織体制の充実を図

る。 

(6) 授業改善や学習指導に関わる先進情報の提供 

児童･生徒一人一人の「確かな学力の定着と伸長」を目指して、都教育委員会が有する先進

情報等を定期的に配信して、学校や教員の教育活動を支援する。 

(7) 算数・数学における習熟度別指導、英語における少人数・習熟度別指導の推進  

「確かな学力」を育成する取組の推進に向けて策定したガイドラインに基づき、小学校算

数、中学校数学での効果的な習熟度別指導及び中学校英語での効果的な少人数・習熟度別指

導を推進し、児童・生徒の学力向上を図る。 

(8) 「東京ベーシック・ドリル」及び同ソフトの活用 

「東京ベーシック・ドリル」及び同ソフト（令和２年４月改訂）を、放課後の補習や家庭

学習でも活用し、一人一人の学習状況に応じた支援の一層の充実を図る。 

(9) 学力格差解消に向けた取組 

児童・生徒の学力に課題を抱える公立小・中学校を対象に、学力向上に関する取組を活性

化するために教科指導や補習などを行う教員を配置する。  

 

２２  就就学学前前教教育育とと小小学学校校教教育育ととののよよりり一一層層のの円円滑滑なな接接続続をを図図るるたためめのの取取組組のの推推進進（指導部）  

(1) 小学校との連続性を踏まえた就学前教育の一層の充実   

就学前教育カンファレンスを開催し、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を手掛か

りに、小学校と就学前施設の双方が子供の成長を共有し、それを踏まえた指導の工夫を図る

ことができるよう支援することで、小学校との連続性を踏まえた就学前教育の一層の充実を

図る。  

(2) 就学前教育と小学校教育の一層の円滑な接続 

就学前教育及び小学校教育のより一層の充実を図るために、モデル地区として指定した３

地区と合同で、次の取組を進める。 

ア ５歳児から小学校低学年までをひとまとまりとした教育課程の研究・開発及び検証 

イ 非認知的な能力の育成に関する内容の研究・開発及び検証 

ウ 教育と福祉の連携による幼児の資質・能力の育成に関する内容の研究・開発及び検証 

 

３３  高高等等学学校校ににおおけけるる学学力力のの確確実実なな定定着着（指導部）  

(1) 「都立高校学力スタンダード」活用事業の推進 

進学指導重点校、中高一貫教育校、夜間定時制高校、通信制高校以外の全都立高等学校に
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１ 全ての児童・生徒に確かな学力を育む教育 

よる、自校の学力スタンダードの作成及び学力スタンダードに基づく学習指導の実施 

ア 「都立高校学力スタンダード」を基に自校の学力スタンダードを作成して具体的な学

習目標を明示し、校内で組織的・効果的な指導を行う。また、指導と評価のＰＤＣＡサ

イクルにより、授業改善と生徒の学力向上を図る。 

(ｱ) 「都立高校学力スタンダード」を基に自校の学力スタンダードを作成し、自校のホ

ームページに掲載 

(ｲ) 学力スタンダードに基づく組織的な学習指導体制の確立 

(ｳ) 学力スタンダードに基づく各教科・科目の指導計画・報告書の作成 

(ｴ) 学力スタンダードに基づく指導と評価の実施 

(ｵ) 各校独自の学力調査の実施と分析 

イ 学力向上データバンクの活用 

各教科で組織的な指導を効果的に実施していくことを支援するため、「都立高校学力ス

タンダード」に基づいた生徒の学力の定着状況を把握するための標準問題を蓄積する。

これまでに作成した標準問題を、各校が共通で利用することができるデータバンクに登

録し、各校独自の学力調査問題の作成に資する。 

(ｱ) これまでに作成した「都立高校学力スタンダード」に基づいた標準問題の登録 

(ｲ) 各校独自の学力調査結果の分析による、学力定着状況の把握、繰り返し指導の実施

及び学習指導方法の改善 

(2) 「学びの基盤」プロジェクトの実施  

都立高校生の学びの基盤となる資質・能力の向上を目的として、研究協力校６校を指定し、

各研究協力校において、各種調査に基づく授業改善、研究授業、校内研修等に取り組むなど、

効果的な指導方法等に関する研究を行う。 

(3) 「校内寺子屋」の推進 

ア 令和４年度に指定した都立高等学校 30 校において、生徒個々の状況に応じた学力向上

の支援 

イ 外部人材による学習支援体制の構築及び管理 

放課後及び長期休業日等に外部人材を活用し、年間 215 時間程度の学習支援を実施す

る。 

ウ 基礎学力の定着状況の把握 

(ｱ) 義務教育段階の基礎学力の定着状況を把握し、対象生徒を決定するための学力調査

を実施する。 

(ｲ) 対象生徒の基礎学力の定着状況を把握するため、定期的に学力調査等を実施する。 

 

４４  高高等等学学校校通通信信制制課課程程ににおおけけるるササポポーートト体体制制のの充充実実（都立学校教育部・地域教育支援部）  

(1) 通信制高校におけるデジタル環境の整備 

通信制高等学校に在籍する生徒が、時間や場所の制約なく、インターネットを通じて、様々

な学習コンテンツを活用しながらｅ-ラーニングや学習相談等を行えるようにするなど、学習

方法の多様化を図るため、デジタルを活用した学習環境を整備する。 

(2) 学びのセーフティネット事業（ＮＰＯ等と連携した居場所づくり） 

高等学校通信制課程等の生徒に対し、学校とＮＰＯ等が連携して、日常の生活の中でより

どころとなる居場所を提供するとともに、学習支援や進路相談・生活相談、生徒同士の交流

１ 全ての児童・生徒に確かな学力を育む教育 

等を通じて、個々の生徒に応じたきめ細かい対応を行う。 

 

５５  特特別別支支援援学学校校ににおおけけるる「「準準ずずるる教教育育課課程程」」のの教教育育内内容容・・方方法法のの充充実実（指導部）  

(1) 特別支援学校の授業改善推進プランの効果的な活用推進 

各特別支援学校の準ずる教育課程における授業改善に向けた視点を明確にした授業改善

推進プランの作成と効果的な活用を推進する。 

(2) 特別支援学校の教員の指導技術や授業力の向上  

地域の小学校、中学校及び都立高校等を「授業研究連携校」に指定し、オンライン会議等

を活用しながら小学校、中学校、都立高校等と連携した授業研究及び授業改善の取組を推進

する。 

特別支援学校の準ずる教育課程の教科担当教員が、小学校、中学校、都立高校等の各教科

等の研修会に参加し、小学校、中学校、都立高校等の教科指導の実践に触れる機会を充実さ

せる。 

 

６６  小小学学校校、、中中学学校校及及びび高高等等学学校校等等ににおおけけるる特特別別支支援援教教育育のの充充実実（都立学校教育部・指導部）  

(1) 通常の学級に在籍する発達障害のある児童・生徒への支援  

ア 小・中学校における特別支援教室の円滑な運営に向けた支援  

令和３年４月に全公立小・中学校に設置が完了した特別支援教室の運営に関する区市

町村への支援として、引き続き、特別支援教室専門員の配置及び臨床発達心理士等の巡

回を行う。  

イ 小・中学校の通常の学級における支援の充実  

区市町村において、発達障害のある児童・生徒が、通常の学級で学ぶ際の支援を行う

発達障害教育支援員の配置を充実する場合や、特別支援教育コーディネーターを補助す

る人材を配置する場合に、都教育委員会が財政的な支援を行うことで、発達障害のある

児童・生徒が安心して学べる環境づくりを促進する。  

ウ 特別支援教室の運営に対する指導・助言  

都教育委員会の特別支援教室巡回運営指導員が、特別支援教室を設置する学校に直接

訪問して各校の取組や運営状況を把握し、「特別支援教室の運営ガイドライン」に基づく

具体的な指導・助言や好事例の収集・紹介などにより、特別支援教室の適切な運営を支

援するなど発達障害教育のより一層の充実を図る。  

エ 都立高等学校等における発達障害のある生徒への支援  

(ｱ) 各都立高等学校等における発達障害のある生徒に対して、障害の状態に応じた指

導・支援を実施するため、土曜日等の教育課程外で、かつ、学校外で民間のノウハウ

を活用しながらソーシャルスキルの学習等の特別な指導・支援を行う。  

(ｲ) 各都立高等学校において、在籍する発達障害のある生徒への支援を充実させ、通級

による指導について円滑な運営を図るため、都立学校発達障害教育推進エリアネット

ワークの活用により学校への支援を促進する。  

 (2) 学校におけるインクルージョンに関する研究  

共生社会の実現に向け、社会全体で互いに共生する意識を高める教育が必要であること

から、区市町村と連携し次の取組を行う。  

ア 区市町村における実践的研究事業の実施  
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１ 全ての児童・生徒に確かな学力を育む教育 

よる、自校の学力スタンダードの作成及び学力スタンダードに基づく学習指導の実施 

ア 「都立高校学力スタンダード」を基に自校の学力スタンダードを作成して具体的な学

習目標を明示し、校内で組織的・効果的な指導を行う。また、指導と評価のＰＤＣＡサ

イクルにより、授業改善と生徒の学力向上を図る。 

(ｱ) 「都立高校学力スタンダード」を基に自校の学力スタンダードを作成し、自校のホ

ームページに掲載 

(ｲ) 学力スタンダードに基づく組織的な学習指導体制の確立 

(ｳ) 学力スタンダードに基づく各教科・科目の指導計画・報告書の作成 

(ｴ) 学力スタンダードに基づく指導と評価の実施 

(ｵ) 各校独自の学力調査の実施と分析 

イ 学力向上データバンクの活用 

各教科で組織的な指導を効果的に実施していくことを支援するため、「都立高校学力ス

タンダード」に基づいた生徒の学力の定着状況を把握するための標準問題を蓄積する。

これまでに作成した標準問題を、各校が共通で利用することができるデータバンクに登

録し、各校独自の学力調査問題の作成に資する。 

(ｱ) これまでに作成した「都立高校学力スタンダード」に基づいた標準問題の登録 

(ｲ) 各校独自の学力調査結果の分析による、学力定着状況の把握、繰り返し指導の実施

及び学習指導方法の改善 

(2) 「学びの基盤」プロジェクトの実施  

都立高校生の学びの基盤となる資質・能力の向上を目的として、研究協力校６校を指定し、

各研究協力校において、各種調査に基づく授業改善、研究授業、校内研修等に取り組むなど、

効果的な指導方法等に関する研究を行う。 

(3) 「校内寺子屋」の推進 

ア 令和４年度に指定した都立高等学校 30 校において、生徒個々の状況に応じた学力向上

の支援 

イ 外部人材による学習支援体制の構築及び管理 

放課後及び長期休業日等に外部人材を活用し、年間 215 時間程度の学習支援を実施す

る。 

ウ 基礎学力の定着状況の把握 

(ｱ) 義務教育段階の基礎学力の定着状況を把握し、対象生徒を決定するための学力調査

を実施する。 

(ｲ) 対象生徒の基礎学力の定着状況を把握するため、定期的に学力調査等を実施する。 

 

４４  高高等等学学校校通通信信制制課課程程ににおおけけるるササポポーートト体体制制のの充充実実（都立学校教育部・地域教育支援部）  

(1) 通信制高校におけるデジタル環境の整備 

通信制高等学校に在籍する生徒が、時間や場所の制約なく、インターネットを通じて、様々

な学習コンテンツを活用しながらｅ-ラーニングや学習相談等を行えるようにするなど、学習

方法の多様化を図るため、デジタルを活用した学習環境を整備する。 

(2) 学びのセーフティネット事業（ＮＰＯ等と連携した居場所づくり） 

高等学校通信制課程等の生徒に対し、学校とＮＰＯ等が連携して、日常の生活の中でより

どころとなる居場所を提供するとともに、学習支援や進路相談・生活相談、生徒同士の交流

１ 全ての児童・生徒に確かな学力を育む教育 

等を通じて、個々の生徒に応じたきめ細かい対応を行う。 

 

５５  特特別別支支援援学学校校ににおおけけるる「「準準ずずるる教教育育課課程程」」のの教教育育内内容容・・方方法法のの充充実実（指導部）  

(1) 特別支援学校の授業改善推進プランの効果的な活用推進 

各特別支援学校の準ずる教育課程における授業改善に向けた視点を明確にした授業改善

推進プランの作成と効果的な活用を推進する。 

(2) 特別支援学校の教員の指導技術や授業力の向上  

地域の小学校、中学校及び都立高校等を「授業研究連携校」に指定し、オンライン会議等

を活用しながら小学校、中学校、都立高校等と連携した授業研究及び授業改善の取組を推進

する。 

特別支援学校の準ずる教育課程の教科担当教員が、小学校、中学校、都立高校等の各教科

等の研修会に参加し、小学校、中学校、都立高校等の教科指導の実践に触れる機会を充実さ

せる。 

 

６６  小小学学校校、、中中学学校校及及びび高高等等学学校校等等ににおおけけるる特特別別支支援援教教育育のの充充実実（都立学校教育部・指導部）  

(1) 通常の学級に在籍する発達障害のある児童・生徒への支援  

ア 小・中学校における特別支援教室の円滑な運営に向けた支援  

令和３年４月に全公立小・中学校に設置が完了した特別支援教室の運営に関する区市

町村への支援として、引き続き、特別支援教室専門員の配置及び臨床発達心理士等の巡

回を行う。  

イ 小・中学校の通常の学級における支援の充実  

区市町村において、発達障害のある児童・生徒が、通常の学級で学ぶ際の支援を行う

発達障害教育支援員の配置を充実する場合や、特別支援教育コーディネーターを補助す

る人材を配置する場合に、都教育委員会が財政的な支援を行うことで、発達障害のある

児童・生徒が安心して学べる環境づくりを促進する。  

ウ 特別支援教室の運営に対する指導・助言  

都教育委員会の特別支援教室巡回運営指導員が、特別支援教室を設置する学校に直接

訪問して各校の取組や運営状況を把握し、「特別支援教室の運営ガイドライン」に基づく

具体的な指導・助言や好事例の収集・紹介などにより、特別支援教室の適切な運営を支

援するなど発達障害教育のより一層の充実を図る。  

エ 都立高等学校等における発達障害のある生徒への支援  

(ｱ) 各都立高等学校等における発達障害のある生徒に対して、障害の状態に応じた指

導・支援を実施するため、土曜日等の教育課程外で、かつ、学校外で民間のノウハウ

を活用しながらソーシャルスキルの学習等の特別な指導・支援を行う。  

(ｲ) 各都立高等学校において、在籍する発達障害のある生徒への支援を充実させ、通級

による指導について円滑な運営を図るため、都立学校発達障害教育推進エリアネット

ワークの活用により学校への支援を促進する。  

 (2) 学校におけるインクルージョンに関する研究  

共生社会の実現に向け、社会全体で互いに共生する意識を高める教育が必要であること

から、区市町村と連携し次の取組を行う。  

ア 区市町村における実践的研究事業の実施  
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１ 全ての児童・生徒に確かな学力を育む教育 

     障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒との交流・共同学習や早期からの就学

支援など、先駆的な取組を行う区市町村を支援し実践的研究を行う。 

イ 区市町村等との協議会の設置 

協議会を設置し、実践的研究の情報を共有するとともに、障害のある児童・生徒の教

育環境の在り方について検討する。 

ウ 普及啓発リーフレットの作成 

幼稚園・保育園の年中児の保護者や関係機関等を対象に、障害のある子供の教育に関

するリーフレットの作成等により、特別支援教育についての普及啓発を図る。 

 

７７  島島ししょょににおおけけるる教教育育活活動動のの充充実実（都立学校教育部）  

(1) デジタル環境の更なる活用による教育活動の充実 

島しょ地区の高校は島外とは海を隔てていることから、学校外における学習活動の機会

が制約されてしまうことや島外の高校との交流や大学、企業等と連携した教育活動が困難で

あること等の課題がある。こうしたことから、令和４年度においては、島しょ地区の一部の

学校をモデル校として以下の取組を実施し、効果検証等を行う。 

ア ウェブ会議システムの導入により、島外の高校や大学等の高等教育機関、研究機関な

どと連携し、教育活動の充実に向けた取組を推進する。 

イ 情報端末を活用し、学校・家庭を通じた効果的な学習の実現に向けた調整を行う。 

(2) 島外生徒の受入れの促進 

ア 神津島村（神津高等学校）では生徒が村運営の寮に入居する形式により、八丈町（八

丈高等学校）では地元住民宅でのホームステイ又は保護者との転住により、島外生徒を

受け入れており、引き続き島外生徒の受入れを進めていく。また、新島においても受入

促進を目的として学校見学会を実施する。 

イ 他の島しょの町村についても、各町村の意向等を踏まえながら、島外生徒の受入れに

向けた検討・調整を行っていく。 

 

８８  外外部部人人材材をを活活用用ししたた授授業業以以外外のの場場ににおおけけるる学学習習支支援援のの充充実実（指導部・地域教育支援部）  

(1) 「地域未来塾」の促進 

ア 実施地区の拡充 

地域住民等の協力を得て、学習支援が必要な中学生等を対象に学習習慣の確立や基礎

学力の定着を図ることを目的とした学習支援の機会である「地域未来塾」について、担

当者会など様々な場を通じて、事業の目的や成果について働き掛けを行うなど、区市町

村における「地域未来塾」の推進を図っていく。 

イ 情報提供の充実 

各地区の特色的な実践事例、多様な運営方法や効果的な運営方法の好事例についてま

とめた「地域学校協働活動ハンドブック」等を活用し、情報提供を行うとともに、区市

町村における放課後等の学習支援の充実を図る。 

(2) 「スタディ・アシスト事業」の実施 

ア 実施地区の拡充 

学習塾講師等の外部人材を活用し、中学生の進学を目的とした放課後等の学習支援を、

平成 30 年度から令和３年度までモデル実施し、令和４年度からは「地域未来塾」の実施

１ 全ての児童・生徒に確かな学力を育む教育 

地区において実施している。 

イ 情報提供の充実 

「地域学校協働活動ハンドブック」等を活用し、進学を目的とした学習支援の効果や

効果的な運営方法等について情報提供を行うとともに、区市町村における進学支援の取

組の充実を図る。 

(3) 「校内寺子屋」の推進（再掲） 

ア 令和４年度に指定した都立高等学校 30 校において、生徒個々の状況に応じた学力向上

の支援 

イ 外部人材による学習支援体制の構築及び管理 

放課後及び長期休業日等に、外部人材を活用し、年間 215 時間程度の学習支援を実施

する。 

ウ 基礎学力の定着状況の把握 

(ｱ) 義務教育段階の基礎学力の定着状況を把握し、対象生徒を決定するための学力調査

を実施する。 

(ｲ) 対象生徒の基礎学力の定着状況を把握するため、定期的に学力調査等を実施する。 

 

施策展開の方向性② 

 「「主主体体的的・・対対話話的的でで深深いい学学びび」」のの実実現現にに向向けけたた授授業業改改善善をを推推進進ししまますす  

 

 

１１  課課題題のの解解決決にに向向けけたた実実践践力力をを育育成成すするる教教育育のの推推進進（指導部）  

(1) 環境教育の推進  

近年の環境課題について取り上げた掲示資料・ワークシート・指導資料等の教材を作成し、

児童・生徒の環境に対する豊かな感受性や探究心、環境に関する思考力や判断力、環境に働

きかける実践力など、持続可能な社会を構築していくための資質・能力の更なる育成を図る。 

 

２２  授授業業改改善善にに資資すするる研研究究・・研研修修のの推推進進（指導部）  

(1)  「教育研究員」の実施   

【施策の必要性】 

これからの変化の激しい時代を生き抜き、生涯にわたり主体的に学び続ける児童・生徒を育

成するには、知識・技能の習得に加え、他者と協働しながら課題を解決するために必要な思考

力・判断力・表現力等及び主体的に学習に取り組む態度を育むことが不可欠です。そして、社

会が直面する様々な変化を柔軟に受け止め、感性を豊かに働かせながら、どのような未来を創

っていくのか、どのように社会や人生をより良いものにしていくのか、児童・生徒が自ら考え

られるようにしなければなりません。 

児童・生徒のこうした資質・能力を育成していくためには、アクティブ・ラーニングによる

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善に取り組み、質の高い授業を展開して

いくことが、全ての教員に求められています。 

さらに、カリキュラム・マネジメントを通して、学校全体の取組として、質の高い「深い学

び」を引き出していくことが重要です。 
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１ 全ての児童・生徒に確かな学力を育む教育 

     障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒との交流・共同学習や早期からの就学

支援など、先駆的な取組を行う区市町村を支援し実践的研究を行う。 

イ 区市町村等との協議会の設置 

協議会を設置し、実践的研究の情報を共有するとともに、障害のある児童・生徒の教

育環境の在り方について検討する。 

ウ 普及啓発リーフレットの作成 

幼稚園・保育園の年中児の保護者や関係機関等を対象に、障害のある子供の教育に関

するリーフレットの作成等により、特別支援教育についての普及啓発を図る。 

 

７７  島島ししょょににおおけけるる教教育育活活動動のの充充実実（都立学校教育部）  

(1) デジタル環境の更なる活用による教育活動の充実 

島しょ地区の高校は島外とは海を隔てていることから、学校外における学習活動の機会

が制約されてしまうことや島外の高校との交流や大学、企業等と連携した教育活動が困難で

あること等の課題がある。こうしたことから、令和４年度においては、島しょ地区の一部の

学校をモデル校として以下の取組を実施し、効果検証等を行う。 

ア ウェブ会議システムの導入により、島外の高校や大学等の高等教育機関、研究機関な

どと連携し、教育活動の充実に向けた取組を推進する。 

イ 情報端末を活用し、学校・家庭を通じた効果的な学習の実現に向けた調整を行う。 

(2) 島外生徒の受入れの促進 

ア 神津島村（神津高等学校）では生徒が村運営の寮に入居する形式により、八丈町（八

丈高等学校）では地元住民宅でのホームステイ又は保護者との転住により、島外生徒を

受け入れており、引き続き島外生徒の受入れを進めていく。また、新島においても受入

促進を目的として学校見学会を実施する。 

イ 他の島しょの町村についても、各町村の意向等を踏まえながら、島外生徒の受入れに

向けた検討・調整を行っていく。 

 

８８  外外部部人人材材をを活活用用ししたた授授業業以以外外のの場場ににおおけけるる学学習習支支援援のの充充実実（指導部・地域教育支援部）  

(1) 「地域未来塾」の促進 

ア 実施地区の拡充 

地域住民等の協力を得て、学習支援が必要な中学生等を対象に学習習慣の確立や基礎

学力の定着を図ることを目的とした学習支援の機会である「地域未来塾」について、担

当者会など様々な場を通じて、事業の目的や成果について働き掛けを行うなど、区市町

村における「地域未来塾」の推進を図っていく。 

イ 情報提供の充実 

各地区の特色的な実践事例、多様な運営方法や効果的な運営方法の好事例についてま

とめた「地域学校協働活動ハンドブック」等を活用し、情報提供を行うとともに、区市

町村における放課後等の学習支援の充実を図る。 

(2) 「スタディ・アシスト事業」の実施 

ア 実施地区の拡充 

学習塾講師等の外部人材を活用し、中学生の進学を目的とした放課後等の学習支援を、

平成 30 年度から令和３年度までモデル実施し、令和４年度からは「地域未来塾」の実施

１ 全ての児童・生徒に確かな学力を育む教育 

地区において実施している。 

イ 情報提供の充実 

「地域学校協働活動ハンドブック」等を活用し、進学を目的とした学習支援の効果や

効果的な運営方法等について情報提供を行うとともに、区市町村における進学支援の取

組の充実を図る。 

(3) 「校内寺子屋」の推進（再掲） 

ア 令和４年度に指定した都立高等学校 30 校において、生徒個々の状況に応じた学力向上

の支援 

イ 外部人材による学習支援体制の構築及び管理 

放課後及び長期休業日等に、外部人材を活用し、年間 215 時間程度の学習支援を実施

する。 

ウ 基礎学力の定着状況の把握 

(ｱ) 義務教育段階の基礎学力の定着状況を把握し、対象生徒を決定するための学力調査

を実施する。 

(ｲ) 対象生徒の基礎学力の定着状況を把握するため、定期的に学力調査等を実施する。 

 

施策展開の方向性② 

 「「主主体体的的・・対対話話的的でで深深いい学学びび」」のの実実現現にに向向けけたた授授業業改改善善をを推推進進ししまますす  

 

 

１１  課課題題のの解解決決にに向向けけたた実実践践力力をを育育成成すするる教教育育のの推推進進（指導部）  

(1) 環境教育の推進  

近年の環境課題について取り上げた掲示資料・ワークシート・指導資料等の教材を作成し、

児童・生徒の環境に対する豊かな感受性や探究心、環境に関する思考力や判断力、環境に働

きかける実践力など、持続可能な社会を構築していくための資質・能力の更なる育成を図る。 

 

２２  授授業業改改善善にに資資すするる研研究究・・研研修修のの推推進進（指導部）  

(1)  「教育研究員」の実施   

【施策の必要性】 

これからの変化の激しい時代を生き抜き、生涯にわたり主体的に学び続ける児童・生徒を育

成するには、知識・技能の習得に加え、他者と協働しながら課題を解決するために必要な思考

力・判断力・表現力等及び主体的に学習に取り組む態度を育むことが不可欠です。そして、社

会が直面する様々な変化を柔軟に受け止め、感性を豊かに働かせながら、どのような未来を創

っていくのか、どのように社会や人生をより良いものにしていくのか、児童・生徒が自ら考え

られるようにしなければなりません。 

児童・生徒のこうした資質・能力を育成していくためには、アクティブ・ラーニングによる

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善に取り組み、質の高い授業を展開して

いくことが、全ての教員に求められています。 

さらに、カリキュラム・マネジメントを通して、学校全体の取組として、質の高い「深い学

び」を引き出していくことが重要です。 
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１ 全ての児童・生徒に確かな学力を育む教育 

各教科等に関する内容、指導方法等の実践的研究を通して、都内各地区の教育研究活動の

中核となる教員を養成することにより、東京都の教育の質の向上に資する。  

(2) 「東京都教育委員会研究推進団体」認定事業の実施  

都教育委員会の教育目標を踏まえ、教員の教科等の専門性を育成するための研究活動等を

通して教員の指導力向上に資するため、都教育委員会研究推進団体を認定し、研究活動の促

進、研究成果の普及等の支援を行う。  

(3) 地域人材・資源活用推進事業 

児童・生徒に、これからの時代に求められる資質・能力を育むため、外部人材・地域資源

を有効に活用しながらカリキュラム・マネジメントを推進する「地域人材・資源活用推進校」

を 17 校（小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校）指定し、以下の取組を行う。 

ア 教科等横断的な視点によるカリキュラム・マネジメント 

各教科等の関連付けを図った教育課程の編成や、各教科等・学年を越えた組織運営の改

善等、教科等横断的な視点で組織的に取り組む。 

イ 多様な教育課題への取組 

  小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説総則編、中学校学習指導要領（平成 29 年告

示）解説総則編に示された現代的な諸課題に関する教科等横断的な教育内容を参考に各校

の実態に合わせ、取り組む。 

ウ 授業改善の取組 

    各教科等の見方・考え方を生かし、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

に取り組むとともに、学習指導要領を踏まえた体系的な指導計画を立案し、授業を行う。 

 

３３  高高等等学学校校ににおおけけるる新新ししいい価価値値をを創創造造すするる力力をを育育むむ教教育育のの推推進進（指導部）  

(1) 地域探究推進事業 

探究的な学びを通じて、地域の課題を発見しその解決を図ることにより、新しい時代に求

められる資質・能力を育み、将来、地域で活躍する人材の育成を目指す。自治体や大学、企

業等によるコンソーシアム等を構築し、探究学習と各教科の学習を関連付けた特色ある教育

活動を実践する。 

(2) 都立高校等における探究的な学びの充実事業 

都立高等学校等における「総合的な探究の時間」を中心とした探究的な学びにおいて、個

に応じたきめ細やかな指導の充実を図るため、各学校における外部人材を活用した指導を支

援する。 

 

２ 社会の持続的な発展を牽
けん

引する力を伸ばす教育 

２２  社社会会のの持持続続的的なな発発展展をを牽牽
けん

引引すするる力力をを伸伸ばばすす教教育育  

 

 

施策展開の方向性③ 

  我我がが国国のの産産業業をを支支ええるる専専門門的的なな力力をを伸伸ばばすす職職業業教教育育をを推推進進ししまますす  

 

  

１１  都都市市型型農農業業教教育育ににおおいいてて東東京京のの食食をを支支ええるる人人材材のの育育成成（都立学校教育部） 

(1) 農業高校におけるＧＡＰに関する取組の推進  

食品安全や環境保全、作業工程の効率化など、ＧＡＰの取組を通して、農産物の生産だ

けでなく、農業経営について学習する機会を提供する。  

(2)  農業系高校における企業と連携した学習の推進 
農業や食品に関係する商品等の企画や開発、製造や加工、販売等を行う企業との連携を

図ることにより、最新の農業や食品関連産業に関する一連の取組を学ぶ機会を拡大する。 
あわせて、ＧＡＰやＨＡＣＣＰ、スマート農業等の最新の研究動向や実践事例等につい

ても企業との連携により学ぶ機会を充実させる。 
 

２２  ももののづづくくりりへへのの興興味味・・関関心心をを高高めめるる教教育育のの推推進進（都立学校教育部・指導部） 

(1) ものづくり立志事業の実施 

工業高校への入学生を対象として、ものづくりへの興味・関心を高め、キャリア意識を

培うため、熟練技術者による講演・実演やものづくり企業への現場訪問、基礎的な製作体

験等の取組を、導入対策事業として１年次の１学期に実施する。 

(2) 企業、専門学校と連携したＩＴ人材の育成 

情報・システム系の学科を有する町田工業高等学校において、ＩＴ関連企業、専門学校

等と連携したＩＴ人材育成のための５年一貫の教育プログラム「Tokyo P-TECH」を着実に

【施策の必要性】 

人は、特定の分野で活躍することや、自分の得意なことで力を発揮することを通して、自分

の個性を認識し、自己実現を図ったり、責任を持って社会と関わったりすることができるよう

になります。そのため、職業生活に必要な専門的知識や技術・技能の基礎・基本を身に付ける

ことを目的とする職業教育の意義は極めて大きなものがあります。 

これまで、高等学校は職業教育を通じて、技術者、事務従事者などを中心に、東京のみなら

ず我が国の産業経済の発展を担う、多くの人材を輩出してきました。また、いわゆる座学だけ

ではなく、実験・実習に多くの授業時間を充て、実社会で活用できる多様な力を育むとともに、

豊かな感性や創造性を養う総合的な人間教育の場としての役割も果たしてきました。 

近年、ＡＩの普及などにより、我が国の産業構造は大きく変化し、それぞれの職業において

必要とされる能力の多様化・高度化が進んでいます。また、安全・安心な農産物へのニーズが

世界的に高まり、適切に工程管理された農業経営も不可欠となっています。 

このような状況の中、産業社会の進展に対応した最新の知識や技術を身に付け、我が国の産

業社会を支える人材を育成することが必要です。 
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