
不登校の未然防止と初期対応 社会的自立に向けた支援の充実

■魅力ある学校づくりの推進

 

 ・キャリア教育や地域協働学習などのさらなる充実

 ・全ての学びの場における特別支援教育の充実

 ・ユニバーサルデザインの視点に基づく教育の推進

 ・高知県版地域学校協働本部の設置促進、コミュニティ・

　 スクールの導入促進

■保育所・幼稚園等における取組の充実
・親育ち・特別支援保育コーディネーターの配置拡充

・各園における親育ち支援の充実

・保幼小の円滑な接続の推進

■校内支援会の強化
・校務支援システムや学習支援プラットフォームの「きもち

 メーター」等を活用した児童生徒の情報共有

・不登校担当者を中心とした組織的な支援体制の構築

・ＳＣ、ＳＳＷの効果的な活用の推進

■多様な教育機会の検討
・不登校特例校の設置に係る協議会の設置
・特例校の教育効果や設置に向けた課題等の検討
・県外先進校の視察の実施
・フリースクールとの連携促進

■その他

・経済的理由で就学が困難な家庭を対象とした

 経済的支援や教育費の負担軽減

・｢若者サポートステーション｣を核とした修学･

就労支援保育所・幼稚園等

心の教育センター
■福祉･医療機関等と学校等との連携
・学校、ＳＳＷ、市町村の児童福祉部署

 等の相互連携による支援体制強化

・学校、教育支援センター、心の教育セ

 ンターとの連携

小学校への指導・支援の引き継ぎ

■保幼小中連携モデル地域実践研究
・保幼小中の連携を強化し、就学前教育、学力向上、
 不登校対策等を自治体全体で総合的に推進

■教職員の研修の充実
・不登校担当教員や生徒指導主事（担当者）対象の研修
・メンター制等を活用したＯＪＴ
・全保育者を対象とした支援力向上のための研修 など

  ■個別最適な支援をつなぐ校区内連携事業
  ・不登校の未然防止、初期対応の取組の徹底
  ・小中連携による支援の引継ぎの充実

多様な教育機会の確保

連
携

■教育支援センターの機能強化
・指定地域の教育支援センターを中心にＩＣＴの
 活用による自主学習等の研究に対する支援の充実
・教育支援センター等におけるＩＣＴを活用した学

習支援体制の整備
・ＳＣによるＩＣＴを活用したオンラインカウンセ

リングの実施

教育支援センター

学 校
  ■不登校支援推進プロジェクト事業（11中学校）

  ・校内適応指導教室の拡充
  ・不登校の初期段階からの個別の学習支援や相談支援

同一校区内に
加配教員を配置 高知夢いっぱいプロジェクト推進事業

 生徒指導提要（改訂版）に示された
 「発達支持的生徒指導」を推進
 ・こどもの発達を支える生徒指導調査研究事業
 ・夢・志を育む学級経営のための実践研究事業
 ・社会に開かれた生徒指導実践研究事業

■ＳＣ、ＳＳＷの配置
・全公立学校への配置

※不登校支援のためのＳＣ、ＳＳＷの重点配置及び効果検証

■心の教育センターの機能強化
・ニーズに応じたオンライン面接の実施 ・体験活動等の情報集約提供  

■校内支援会サポート事業の拡充
・育ちと支援をつなぐ小中連携事業、不登校支援推進プロジェクト事業

とタイアップ（校内支援体制充実に向けた指導・助言）
・スクリーニング会議等による早期発見の体制構築
■ＳＳＷの支援力向上・保護者支援
・常駐ＳＳＷを１名→２名とし、プラットホーム機能を充実させる
・ケース相談や施設利用を通したＳＳＷの支援力向上
・発達障害者支援センターと連携したペアレント・トレーニングの実施

助言
支援

参画

新

新
拡

新

・本県の不登校の出現率は全国平均より高く、不登校児童生徒数は増加傾向。
・不登校児童生徒の要因として「無気力、不安」が最も多い。前年度と比較すると、小学校では「親子の関わり方」

（R2:15.6%→R3:17.4%)、中学校では「生活リズムの乱れ」(R2:12.0%→R3:15.1%)が増加。

現状・課題

　　高知県における不登校の現状と今後の取組 資料６　
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小学校 465 0.2% 6.0% 2.6% 3.2% 0.2% 0.0% 0.4% 1.3% 3.0% 17.4% 1.9% 16.6% 41.3% 5.8%

中学校 1,043 0.8% 13.5% 0.7% 3.5% 1.5% 0.6% 0.8% 3.5% 2.0% 5.8% 1.2% 15.1% 47.6% 3.5%

学校に係る状況 家庭に係る状況 本人に係る状況
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「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」文部科学省

高知県小中学校（国公私立）の不登校出現率 高知県小中学校（国公私立）の不登校要因（Ｒ３年度）

中学校（全国）

小学校（高知）

Ｒ５の取組
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