
自分の人権を大切にし、他の人の人権も同じように大切にする、人権を弁護したり、

自分とちがう考えや行動様式に対しても寛容であったり、それを尊重するといった価

値・態度や、コミュニケーション技能、批判的な思考技能などのような技能は、ことば

で教えることができるものではなく、児童生徒が自らの経験を通してはじめて学習でき

るものである。つまり、児童生徒が自ら主体的に、しかも学級の他の児童生徒たちとと

もに学習活動に参加し、協力的に活動し、体験することを通してはじめて身に付くとい

える。

「人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］～指導等の在り方編～」（P27）

【人権教育をめぐる動向】その１４ 人権教育ワンポイント情報 vol.１４ H21.12

「人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］」の要点その⑨

指導方法の在り方１

「協力・参加・体験を中核に置いた指導を」

学習形態とその特徴

児童生徒が自分で「感じ、考え、行動する」こと、つまり、自分自身の心と頭脳と体を使っ

て、主体的、実践的に学習に取り組むことが不可欠なのである。

①協力的な学習

児童生徒が自分自身と学級集団の全員にとって有益となるような結果を求めて、協力

しつつ共同で進める学習である。こうした協力的な学習は、生産的・建設的に活動する

能力を促進させ、結果として学力の向上にも影響を与える。さらに、配慮的、支持的で

責任感に満ちた人間関係を助長し、精神面・心理面での成長を促し、社会的技能や自尊

感情を培う。

②参加的な学習

学習の課題の発見や学習の内容の選択等も含む領域に、児童生徒が主体的に参加するこ

とを基本的要素とする。児童生徒は参加を通して、他者の意見を傾聴し、他者の痛みや苦

しみを共感し、他者を尊重し、自分自身の決断と行為に対して責任を負うことなどの諸能

力を発展させることができる。

③体験的な学習

具体的な活動や体験を通して、問題を発見したり、その解決法を探究したりするなど、

生活上必要な習慣や技能を身に付ける学習である。自らの心と頭脳と体とを働かせて、試

行錯誤しつつ、身をもって学ぶことで、生きた知識や技能を身に付けることができる。


