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第１章 計画策定の基本的考え方 1 

 2 

１ 計画策定の趣旨 3 
 4 

沖縄県教育委員会は、長期的な観点から教育行政を推進する必要があること、教育行政上の課題を5 

明確にし、計画性をもって取り組む必要があること等から、平成４年に「沖縄県教育長期計画」及び6 

そのアクションプランである「沖縄県教育推進計画」を策定し、２次にわたって教育環境の充実等に7 

取り組んできました。 8 
 9 

その後、平成 18年の教育基本法改正により、地方公共団体における教育の振興のための施策に関す 10 

る基本的な計画の策定に努めるよう定められたことを受け、平成 21 年に沖縄県教育推進計画を改訂11 

し「沖縄県教育振興基本計画」を策定しました。 12 
 13 

また、平成 24年５月に策定された「沖縄 21世紀ビジョン基本計画」に基づき、教育をめぐる諸課 14 

題の解決を図り、新しい時代に対応した本県教育の在り方についての新たな視点と方向性を示すため、15 

同年７月には、第２期計画にあたる「沖縄県教育振興基本計画」（計画期間：平成 24～令和３年度）16 

を策定しました。 17 
 18 

計画期間の最終年度を迎え、これからの社会を見通すと、人工知能（AI）が様々な判断を行ったり、 19 

身近な物の働きがインターネット経由で最適化される IoT1が広がったりするなど、Society5.02とも呼20 

ばれる新たな時代の到来により、社会の在り方そのものが大きく変わっていくとの予測もあります。 21 
 22 

目まぐるしく変化するこれからの社会を生き抜くため、子どもたちには、確かな学力を身に付けさ 23 

せ、変化への対応力や主体的に社会に関わる積極性、新たな価値を生み出す創造力などを育むことが24 

求められています。 25 
 26 

このような状況を踏まえ、新しい時代を拓く本県教育の進むべき方向とその実現に向けた施策を示 27 

すため、新たな「沖縄県教育振興基本計画」を策定します。 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

               41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

                             
1 Internet of Things の略。様々なものがインターネットに接続し、情報をやり取りすること。 
2 ①狩猟社会、②農耕社会、③工業社会、④情報社会に続く、人類史上５番目の新しい社会。 

平成４年３月策定 

（第１次）沖縄県教育長期計画 

（計画期間：平成４～１３年度） 

平成１４年３月策定 

（第２次）沖縄県教育長期計画 

（計画期間：平成１４～２３年度） 

アクションプラン 

平成１４年１０月 第１次沖縄県教育推進計画（平成１４～１６年度） 

平成１７年３月 第２次沖縄県教育推進計画（平成１７～１９年度） 

平成２０年３月 第３次沖縄県教育推進計画（平成２０～２３年度） 

教育基本法改正（平成１８年）を受けて改訂 

平成２１年３月策定 

（第１期）沖縄県教育振興基本計画 

（計画期間：平成２１～２３年度） 長期計画とアクションプランを統合 

平成 24 年７月策定 

（第２期）沖縄県教育振興基本計画 

（計画期間：平成 24～令和 3 年度） 

平成 29 年８月策定 

（第２期）沖縄県教育振興基本計画 ［後期改訂版］ 

（計画期間：平成 29～令和 3 年度） 

令和３年度策定 

（第３期）沖縄県教育振興基本計画  

（計画期間：令和４～１3 年度） 

見直し 

沖縄21世紀ビジョン基本計画 

平成 24 年５月策定 

（計画期間：H24～R3） 

【教育分野】 

新たな振興計画 

令和４年３月策定 

（計画期間：R4～R13） 

【教育分野】 
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２ 計画の位置付け 1 

 2 

(1) この計画は、大きな時代の転換期の中で、教育をめぐる諸課題の解決を図り、新しい時代におけ3 

る本県教育の在り方についての視点と方向性を示すものです。 4 

(2) この計画は、希望と活力にあふれる豊かな県づくりのため、その基盤となる人材育成を図るため5 

のものです。 6 

(3) この計画は、教育基本法第 17条第２項の規定に基づき、本県教育の振興のための施策に関する7 

基本的な計画として策定するものであり、教育行政運営の基本となるものです。 8 

(4) この計画は、本県教育の在り方について、広く県民の理解と協力を求めるものです。 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

３ 計画の期間 19 

 20 

概ね 2030 年の本県の将来像を示す「沖縄 21世紀ビジョン」の実現に向けて策定される「新たな振21 

興計画（仮称）」の計画期間に準じ、令和４年度からの 10年とします。 22 

なお、本県の教育を取り巻く状況の変化等に対応するため、５年後を目処に見直しの必要性を検討 23 

します。 24 

 25 

 26 

４ 計画の進行管理 27 

 28 

本計画に基づく教育施策の進捗状況を把握し、効果的な教育行政の推進に資するとともに、県民に29 

対して教育行政についての説明責任を果たすため、県教育委員会の活動状況及び教育施策の実施状況30 

について、毎年度定期的な点検・評価を実施し、PDCA サイクルによる進行管理を行います。 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

（教育基本法） 

第 17 条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興

に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な

計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における

教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 
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第２章 社会の動向と本県教育の現状 1 

 2 

１ 社会の動向 3 

（１）人口減少・少子高齢化 4 

□ 我が国は平成 20 年をピークに、既に人口減少社会に突入している。国立社会保障・人口問題5 

研究所の平成 30年推計によると、本県の人口は増加傾向にあるものの、令和 12 年（2030 年）6 

前後にピークを迎え、それ以降は減少に転じることが見込まれています。 7 

 8 

□ 人口が増加している本県においても、令和 12年以降、少子化による労働人口の減少が進み、労 9 

働力不足が懸念されています。 10 

 11 

（２）急速な技術革新 12 

 □ 2030 年頃には、第 4次産業革命といわれる、IoT やビッグデータ、AI（人工知能）等をはじめ13 

とする技術革新が一層進展し、社会や生活を大きく変えていく超スマート社会（Society5.0）の14 

到来が予想されています。 15 

 16 

□ こうした技術革新の進展により、今後 10年～20年後には日本の労働力人口の相当規模が技術 17 

的には AI やロボット等により代替できるようになる可能性が指摘されている一方で、これまで18 

になかった仕事が新たに生まれることが考えられています。 19 

 20 

（３）グローバル化の進展 21 

 □ グローバル化が高度に進展した現在の社会では、人・モノ・情報・サービス等が国境を越えて22 

つながり、経済をはじめ政治や文化など、様々な分野において、国籍・性別・年齢・価値観など23 

の違いによる人々の多様性を受容し、国際的な視野をもった人材の育成が必要とされています。 24 

 25 

（４）子どもの貧困 26 

 □ 本県の子どもの貧困は、全国に比べても著しく厳しい状況にあり、状況の改善と抜本的解決が 27 

  求められる喫緊の課題です。 28 

  29 

□ 家庭の社会経済的背景と子どもの学力や４年制大学への進学率には相関関係が見られることを 30 

指摘する研究3もあり、保護者の所得向上等を含めた社会政策、経済政策及び教育施策が一体とな31 

った総合的な対策を講じなければ、貧困の連鎖、格差の拡大・固定化が生じる可能性があります。 32 

 33 

（５）持続可能な開発目標（SDGs） 34 

□ 国際連合が平成 27年に設定した持続可能な開発目標（SDGs）などを踏まえ、自然環境や資源35 

の有限性、貧困、イノベーションなど、地域や地球規模の諸課題について、子ども一人ひとりが36 

自らの課題として考え、持続可能な社会づくりにつなげていく力を育むことが求められています。 37 

 38 

                             
3 研究：「平成25年度学調を活用した学力に影響を与える要因分析に関する調査」（お茶の水女子大） 
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（６）GIGAスクール構想 1 

□ 令和元年12月、国は、小・中・特別支援学校（小・中学部）において児童生徒１人１台の端末2 

を整備するとともに、小中学校や高等学校、特別支援学校における高速大容量の通信ネットワー3 

クを一体的に整備するGIGAスクール構想を策定しました。 4 

 5 

□ GIGAスクール構想の実現により、従来の一斉授業ではなく、電子黒板で画像や動画も活用し6 

興味関心を高める授業、また、デジタル教材を活用することで児童一人ひとりの学習進捗状況を7 

可視化し、個別にきめ細かな対応を行えるようになるなど、これからの学校教育を大きく変化さ8 

せ、学びの質が高まることが期待されています。 9 

 10 

（７）新型コロナウイルス感染症の流行による学校教育への影響 11 

□ 令和元年12月に発生した新型コロナウイルス感染症の世界的な流行に伴い、感染拡大防止のた12 

め、令和２年３月に全国的に学校の臨時休業措置が取られました。 13 

 14 

□ 新型コロナウイルス感染拡大は、学習方法の変化をもたらし、学校再開後も、分散登校の実施、15 

年間指導計画や授業時数、それまでの対面学習、学習形態の見直し、感染の危険性を高める可能16 

性がある学習については、当面の間は実施しないことなど感染症対策の対応に追われました。 17 

 18 

□ 学校行事については、実施形態の見直しや中止、また、数多くのスポーツ・文化大会が中止 19 

となるなど学校教育へ大きな影響を与えました。 20 

 21 

□ 一方で、新型コロナウイルス感染拡大により、学びを保障する手段の一つとして、遠隔・オン22 

ライン学習の実施が求められることになり、ICTを活用した教育環境の整備が早まり、学校にお23 

いては遠隔・オンライン学習への対応も進められています。 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 
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２ 本県教育の現状 1 

（１）学校教育 2 

 3 

① 児童生徒の学力 4 

□ 「主体的・対話的で深い学び」の実現4に向け、各学校における授業改善・学校改善の支援を行5 

ってきた結果、令和元年度全国学力・学習状況調査の全国平均値との比較において、小学校は全6 

国水準を維持しています。中学校においては、全国平均正答率には達していませんが、授業改善7 

の取組や学校支援訪問等により、着実に全国水準に近づいています（図１）。また、大学等進学8 

率も改善傾向にあります（図２）。 9 

 10 

図１ 全国学力・学習状況調査（全国平均正答率との差） 11 

 12 

※R2調査：新型コロナ感染症拡大により実施なし。 13 

 14 

図２ 大学等進学率 15 

  16 

〔出典：文部科学省「学校基本調査」〕 17 

                             
4 学校教育における質の高い学びを実現し、学習内容を深く理解し、資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的（アクティブ） 

に学び続けるようにすること。 

【主体的な学び】学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら。見通しを持って粘り強く取り組

み、自己の学習活動を次につなげる学び。【対話的な学び】子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛か

りに考えること等を通じ、自己の考えを広げ深める学び。【深い学び】習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特

質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、

問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう学び。 
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② 不登校 1 

□ 不登校の児童生徒数は全国的に増加傾向にあり、本県においても同様な状況となっています2 

（図３）。 3 

 4 

□ 不登校になった児童生徒には、個々の状況に応じた支援を行っていますが、未然防止や早期発5 

見、早期対応の取組がより一層求められています。 6 

 7 

図３ 不登校児童・生徒数（国公私立） 8 

350 416 455 564 688 783 1,107 1,262 1,564 
1,322 1,539 1,617 1,658 1,725 1,806 
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 9 

〔出典：文部科学省「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」〕 10 

 11 

③ いじめ 12 

□ 小・中・高・特別支援学校におけるいじめについては、平成 25年の「いじめ防止対策推進法」13 

の制定をきっかけに、些細ないじめも見逃さず積極的に認知するようになりました。その結果、14 

いじめの認知件数は、増加傾向にあります（図４）。 15 

 16 

□ いじめに該当する事象は、成長過程にある児童生徒が集団で学校生活を送る上でどうしても17 

起こりうるものであることを踏まえ、積極的かつ正確な認知と、未然防止・早期対応のための18 

組織的な取組が必要となります。 19 

 20 

 図４ いじめの認知件数（国公私立） 21 

         22 

           〔出典：文部科学省「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」〕 23 
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④ 児童・生徒の体力 1 

□ 児童生徒の体力・運動能力調査から、本県の子どもの体力について、体力向上に向けた様々な2 

取組により、小・中学生、高校生ともに改善が進んでいます（図５）。 3 

 4 

図５ 児童生徒の体力合計点の推移 5 

（全国平均を50とするT-スコア） 6 

 7 

 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 

 17 
 18 

※R2調査：新型コロナ感染症拡大により実施なし。R3（高校生）調査：取りまとめ中。 19 

〔出典：スポーツ庁「児童生徒の体力・運動能力調査」〕 20 

 21 

⑤ 特別支援教育 22 

□ 少子化により学齢期の児童生徒の数が減少する中、特別支援教育に対する理解や認識の高まり23 

などにより、特別支援学校や小中学校の特別支援学級に在籍する障害のある児童生徒が増加して24 

おり（図６）、自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するため、特別支援学校教諭免許状25 

の保有率及び専門性の向上に引き続き取り組む必要があります。 26 

 27 

□ 障害の有無に関係なく、子どもたちが共に生活し、互いに尊重し合う感性を、幼少期から教育28 

の場を通じて育み、共生社会の実現を目指していくことが必要です。 29 

 30 

  � � � �           図６ 特別支援学級児童生徒数の推移  31 

                                                                     32 

                         〔出典：文部科学省「学校基本調査」〕      33 
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⑥ 教職員の多忙化 1 

□ 「教育は人なり」と言われるように、学校教育は教員の力に負うところが大きく、教職員の 2 

勤務状況については、複雑化・多様化する諸課題への対応、部活指導、事務・報告書作成、授業3 

準備などにより、超過在校時間が過労死ラインとされる月80時間を超える者が多数いるなど看4 

過できない状況もあります（表１）。 5 

 6 

□ このような教職員の勤務実態から、月80時間以上の時間外勤務の解消が喫緊の課題となって 7 

ます。 8 

 9 

□ このような状況を見直さなければ、教職員が疲労や心理的負担を過度に蓄積して心身の健康 10 

をそこない、子どもと真摯に向き合うことが出来なくなることが危惧されます。 11 

 12 

 13 

表１ 長時間勤務（月80時間以上）者数の平均 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

        20 

                  〔出典：沖縄県教育委員会「沖縄県教職員働き方改革推進プラン」〕 21 

 22 

 23 

⑦ 学校における諸課題の複雑化・多様化 24 

 □ いじめ・不登校などへの対応、特別な教育的支援を要する児童生徒への対応、保護者や地域と25 

の関係づくりなど、学校現場を取り巻く環境が複雑化・多様化し、学校に求められる役割が拡大26 

していることから、学校内の各組織が連携・協働し、外部人材も活用した「チーム学校」として27 

組織的に対応していくことがこれまで以上に求められています。 28 

 29 

□ また、インターネットによる人権侵害、性的少数者への偏見や差別、新型コロナウイルス感染30 

症の流行時にみられたような、疾病の感染者や医療従事者本人及び家族等への差別といった新31 

たな人権問題も指摘されており、学校における人権教育の重要性がますます高まっています。 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

  H30 H31（R1） R2 

県立学校 
人数 256.5 221.5 156.6 

割合 4.5％ 3.9％ 2.7％ 

市町村立 

小中学校 

人数 257.8 423.5 383 

割合 5.4％ 5.7％ 4.0％ 
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（２）グローバル化の進展と情報社会 1 

 2 

① グローバル化の進展 3 

□ グローバル化の一層の進展が予想される中、子どもたちが国際的な視野を持ち、時代の変化や4 

社会の要請に対応できる能力を備え、主体的に行動する人材となるよう、国際理解教育の推進、5 

外国語教育や海外留学等の充実に引き続き取り組んでいく必要があります。 6 

□ 中高生の英語力（中学３年生 CEFR5 A1 レベル相当以上、高校３年生 CEFR A2 レベル相当以7 

上の英語力を有している生徒の割合）は、令和元年度において、中学３年生 CEFR A1 レベル相8 

当以上が 34.5％、高校３年生 CEFR A2 レベル相当以上は 44.3％となっています（図７）。 9 

 10 

図７ 中高生の英語力 11 

（中学３年生 CEFR A1 レベル相当以上、高校３年生 CEFR A2 レベル相当以上の英語力を有している生徒の割合） 12 

                 13 

※H27～H29 調査：中学 3年生英検 3級相当以上、高校 3年生英検準２級相当以上を有している生徒の割合 14 

※R2調査：新型コロナ感染症拡大により実施なし。 15 

        〔出典：文科省「英語教育実施状況調査」〕 16 

 17 

 18 

② 情報社会 19 

□ 情報社会に対応した教育の推進については、各学校における通信回線の高速化や教育用コンピ20 

ュータ、電子黒板など ICT インフラ整備の充実を図っています。 21 

 22 

□ 教員の ICT 活用指導力を向上させるため、教育情報化推進リーダーの養成や教科指導における23 

ICT 活用を推進するための研修等を行ったことにより、授業で ICT を活用できる教員の割合が全24 

国平均を上回るなど、教員の ICT 活用指導力が着実に向上しています。 25 

 26 

                             
5 ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR: Common European Framework of Reference for Languages）を指す。語学シラバスやカリ 

キュラムの手引の作成 学習指導教材の編集 外国語運用能力の評価のために、透明性が高く、包括的な基盤を提供するものとして  

2001 年に欧州評議会（Council of Europe）が発表した。 
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（３）子どもの貧困 1 

  2 

□ 平成 27 年度、沖縄県が実施した「子どもの貧困実態調査」の結果、子どもの貧困率が 29.9％3 

と、全国 13.9％の約２倍、３人に１人が貧困状態にあるという深刻な結果が明らかとなりました。 4 

 5 

□ また、平成27年度から、子どものライフステージに応じて、未就学児調査、小中学生調査、高6 

校生調査を２回ずつ実施し、困窮世帯の割合を算出しています。 7 

 8 

□ いずれの調査においても、困窮世帯の割合は改善傾向を示しているものの、目標値の20％に達9 

しておらず、依然として高い割合となっています。 10 

 11 

図８ 困窮世帯の割合 12 

        13 
                               [出典：沖縄子ども調査]  14 

 15 
 16 
 17 

（４）青少年の健全育成 18 

  19 

□ 幼児児童生徒の健全な育成を図るため、学校・家庭・地域社会が連携して、「御万人すりて 20 

ぃクリーン・グリーン・グレイシャス（CGG）運動6」や「おきなわ地域教育の日」の普及啓発 21 

を行った結果、県及び市町村の体験活動事業の参加者数は増加傾向となっています（図９）。 22 

  23 

 □ 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、多くの体験活動が中止となった 24 

ため参加者数が減少しています。 25 

 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 

                             
6 地域の行事に大人と子どもが揃って参加し、様々なふれあいを行う「御万人のふれあい活動」と、自分の住んでいる地域を大人も

子どもも一緒に清掃し、健全な環境づくりを行う「クリーン活動」のこと。「地域の子は地域で守り育てる」という共通認識のも

と、青少年の健全育成に資する全県的な運動。 
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図９ 県及び市町村の体験活動事業参加者数 1 

  2 

 3 

 4 

（５）生涯学習 5 
 6 

① 生涯学習 7 

 □ これからの時代をより豊かに生きるために、生涯にわたって自ら学習し、自己の能力を高め、8 

働くことや地域や社会の課題解決のための活動につなげていくことの必要性が高まっています。 9 

 10 

□ 本県では、県民の学習ニーズに対応するため、生活課題や沖縄の自然・歴史・文化等をテーマ11 

とした講座を学ぶことができる「おきなわ県民カレッジ」を実施しています。また、Web サイ12 

ト「沖縄県生涯学習情報提供システム（まなびネットおきなわ7）」において、国、県、市町村13 

や関係団体等が実施する生涯学習講座等を体系的に整理し、県民へ発信しています。 14 

 15 

図 10 「まなびネットおきなわ」アクセス数／県・市町村講座修了者数 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

       23 

 24 

                          25 

                                   26 

 27 

    ※R2：新型コロナ感染症拡大により、対面での講座が実施できなかったことなどによる減少。 28 

                             
7 県内の生涯学習に関する情報を収集・提供している Web サイト。情報発信団体が最新の情報を随時掲載し、平成 5 年から稼働して

いる。「うるまネット」、「沖縄県生涯学習情報プラザ」に続く３代目のシステム。 
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（６）文化の継承・発展 1 

 2 

□ 本県の自然・歴史・文化の中から、特に重要なものを文化財に指定し、適切に保存・活用を図 3 

っています。また、国庫補助事業を活用した文化財の価値を明らかにする調査等の取組により、4 

県や市町村による文化財の指定件数は増加しています（図 11）。 5 

 6 

図 11 指定文化財の件数（累計） 7 

       8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 
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３ 目指す教育の姿 1 

 2 

(１) 基本的な考え方 3 

  4 

 5 

  6 

 7 

本県が発展する最大のより所は人材です。 8 

 9 

我が国において人口減少・少子高齢化が進行する中にあって、沖縄は年少人口比率が全国一高く、10 

「人材こそが最大の資源」との考えを共有し、次代を担う若い世代の育成は、本県の将来の発展に11 

とって極めて重要です。 12 

 13 

グローバル化の進展や技術革新等により、社会構造や雇用環境は大きく変化し、予測が困難な時14 

代となっています。これからの変化の激しい社会を生き抜くためには、個性や創造性を発揮して、15 

たくましく生きる力を身に付け、夢や志、豊かな心を持ちつつ、社会の激しい変化に対応して、主16 

体的に社会に関わり、未来に向けて新たな価値を創造できる力を育んでいくことが重要であり、社17 

会の変化を受けた教育の内容や方法の変化にも、柔軟に対応していく必要があります。 18 

 19 

また、いつの時代にも変わらず、豊かな心と健やかな体を育み、確かな学力を身に付け、歴史を20 

学び、我が国と郷土の自然と伝統文化を愛する態度を養うことは重要なことです。 21 

 22 

 子どもたち一人ひとりが自らのよさや可能性に気付き、自己実現を目指すとともに、これからの23 

社会をよりよいものとする、社会の持続的な発展を支える担い手を育てていく上で、教育の使命は24 

極めて重要であり、この使命を果たすため、以下のことを目標に教育施策を推進します。 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

個性の尊重を基本とし、国及び郷土の自然と文化に誇りをもち、創造性・国際性に富む人材

の育成と生涯学習の振興を図る。 
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(２) 教育の目標 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

  変化の激しいこれからの社会においては、自立した一人の人間として、社会の変化に主体的に対7 

応し、それぞれの個性や特性を大切にしながら、自らの可能性を最大限に発揮し、夢や目標の実現8 

に向けて粘り強く主体的に挑戦し、自己実現を目指していくことが大切です。 9 

  10 

そのためには、子どもに学ぶ目的や意義を自覚させるとともに、自ら考え、計画して、行動に移11 

すことのできるようキャリア教育の視点で学習意欲を高める取組を進めていく必要があります。 12 

 13 

さらに、学校では幼児児童生徒の発達段階を踏まえ、働くために必要な「知識・技能」の習得、14 

未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成、学びを人生や社会に生かそうと15 

する「学びに向かう力・人間性等」を涵養し、主体的・対話的で深い学びの授業の実現に向け、組16 

織的・計画的・継続的な教育を推進します。 17 

 18 

 19 

  20 

 21 

 22 

 23 

本県は、かつて琉球王国の時代に、中国、東南アジア、日本とつながることで、独自の国際ネッ24 

トワークを構築し発展してきました。ヒト、モノ、カネ、情報等が地球規模で行き交う現代にあっ25 

ても、本県の自然環境や歴史、伝統、文化等の「ソフトパワー」を生かした国際社会への貢献を図26 

り、アジアをはじめ世界を結ぶ架け橋となることが求められます。 27 

 28 

  情報通信や交通分野での技術革新により、人間の生活圏も広がり、あらゆる場所でグローバル化29 

は加速しています。 30 

 31 

  グローバル社会の中で主体的に生きていくためには、円滑なコミュニケーションを図るための外32 

国語教育の充実に努め、本県の地理的条件や歴史的経験を生かし、国及び郷土の伝統と文化を尊重33 

する態度を育んでいくとともに、異文化の理解や国際協調の精神を教育の中で育み、幅広い教養や34 

視野を身に付けた人材の育成に努める必要があります。 35 

  また、情報化が急速に進展していく中、子どもたちが情報や情報手段を主体的に活用する能力を36 

身に付けることがより一層重要となっており、子どもたちの情報活用能力を高めるため、情報及び 37 

ICT を活用する上で必要な知識・技能に係る指導の充実や、様々な教科の中で ICT を活用した学習38 

活動の推進に取り組むとともに、情報モラル教育を推進します。 39 

自ら学ぶ意欲を育て、学力の向上を目指すとともに、豊かな表現力と粘り強さをもつ幼児児

童生徒を育成する。 

平和で安らぎと活力ある社会の形成者として、郷土文化の継承・発展に寄与し、国際社会・

情報社会等で活躍する心身ともに健全な県民を育成する。 
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 1 

  2 

 3 

 4 

少子高齢化の進行や人間関係の希薄化等による地域社会の教育力の低下など、生涯学習を取り巻5 

く状況は大きく変化している。また、これからの社会では、多様な価値観やライフスタイルが認め6 

られると同時に、人々がその個性や創造性を存分に発揮して活力ある社会をつくり上げることが求7 

められています。 8 

 9 

こうした動きに適切に対応し、県民一人一人が活躍し、豊かで安心して暮らせる社会の実現を図10 

るためには、生涯にわたる学習の基礎を培い、豊かな心を持ち、たくましく生きる人材を育成し、11 

自立した人間として、主体的に判断し、多様な人々と協働しながら新たな価値を創造する人材の育12 

成が必要となります。 13 

 14 

 そのため、「人づくり、地域づくり」に取り組み、潤いと生きがいのある生涯学習社会の実現に15 

向け、生涯学習振興のための諸施策を推進します。 16 

 17 

 18 

 19 

（３）沖縄県教育委員会が求める教員像 20 

   21 

  22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

学校・家庭・地域社会の相互の連携及び協力のもとに、時代の変化に対応し得る教育の方法

を追究し、生涯学習社会の実現を図る。 

 

１ 人間性豊かで、教育者としての使命感と幼児児童生徒への教育的愛情のある教員 

２ 幅広い教養と教育に関する専門的知識・技能を有し、常に学び続ける実践的指導力の

ある教員 

３ 沖縄県の自然、歴史及び文化に誇りを持ち、多様性を受容し、グローバルな視点を兼

ね備えた教員 

４ 豊かなコミュニケーション能力を有し、組織力を活用できる総合的な人間力持った教

員             

                                         (平成 28年 1月 28日教育委員会議決定)
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４ 教育施策の体系 1 

 2 

主要施策 施策項目 施策 

１「生きる力」を育む学校教

育の充実 

   

(1)確かな学力を身に付ける学校教

育の充実 

①小学校における学力向上の推進 

②中学校における学力向上の推進 

③高等学校における学力向上の推進 

④主体的・対話的で深い学びを実践できる教員

の指導力向上 

(2)豊かな心と健やかな体を育む学

校教育の推進 

①豊かな心を育む教育の充実 

②不登校児童生徒への支援体制の強化 

③社会総がかりによるいじめ問題への取組 

④学校における体力向上等に向けた取組 

⑤健康教育・安全教育の推進 

(3)個性を伸ばし、自立に向けた資

質・能力を伸ばす教育の推進 

①幼児教育の充実 

②個性を大切にし、個々の能力を伸ばす教育の

推進 

③学校教育におけるキャリア教育の推進 

(4)時代の変化に対応する魅力ある

学校づくりの推進 

①時代の変化に対応した学校づくりの推進   

②一人ひとりのニーズに応える特別支援教育の

充実 

③安心して学べる教育環境の整備 

④特色ある私立学校づくりへの支援 

２多様な能力を育て、力強く

未来を拓く人づくり 

  

(1)国際感覚を身に付ける教育の推

進 

①外国語教育の充実 

②多様な国際交流及び国際理解教育の推進 

③交流の架け橋となる人づくり 

(2)Society5.0 に対応する教育の推

進 

①ICT 教育の充実 

②科学・理数教育の充実 

３子どもの貧困の解消に向け

た総合的な支援の推進 
(1)貧困状態にある子どもへの支援 

①生活及び教育支援の充実 

②経済的な支援の充実 

４多様な学びの享受に向けた

環境づくり  

(1)地域を知り、学びを深める環境

づくり 

①多様な学習機会の創出及び提供 

②地域の歴史、文化、芸術に触れる機会の充実 

(2)子どもたちの健やかな育成に向

けた地域全体の連携  

①つながりが創る豊かな家庭教育機能の充実  

②学校・家庭・地域社会の相互の連携及び協力 

(3)公平な教育機会の確保と学習環

境の充実 

①離島・へき地における教育環境の充実 

②離島・へき地における ICT等を取り入れた教 

育環境の整備及び充実 

(4)学びと生きがいを支える多様な

生涯学習環境の充実 

①生涯学習推進体制の充実 

②生涯学習機会の充実 

５沖縄文化の保存・継承・創

造と更なる発展  
(1)沖縄文化の継承・発展・普及 

①文化財の保存・活用等 

②歴史資料の保存・編集・活用 

③首里城に関係する文化財等の保護・復元・収 

集等 

６新しい時代を展望した教育

行政の充実  

(1)効率的・効果的な教育行政の推

進 

①教育施策推進体制の推進 

②地域や時代のニーズに対応した教育行政や教

育委員会の充実 

③学校における働き方改革の推進 



17 
 

 1 

 2 

学校教育の充実を図ることにより、幼児児童生徒一人ひとりが豊かな人生を切り拓き、持3 

続可能な社会の創り手となるよう、確かな学力、豊かな心、健やかな体など、子どもたちが夢4 

と志を持ち、可能性に挑戦するために必要な「生きる力」を育むことを目指します。 5 

教育環境の充実に加え、家庭や地域、関係機関と連携し、子どもたちの「生きる力」を育6 

む環境づくりが課題です。 7 

このため、確かな学力を身に付ける学校教育の充実、豊かな心と健やかな体を育む学校教8 

育の推進、個性を伸ばし、自立に向けた資質・能力を伸ばす教育の推進及び時代の変化に対9 

応する魅力ある学校づくりの推進に取り組みます。 10 

 11 

施策項目１-(1) 確かな学力を身に付ける学校教育の充実       12 

◆現状と課題 13 

□ 小学校においては、授業改善に重点を置いた取組が浸透し、学校全体で組織的な学力向14 

上が推進されたことから、全国水準を達成維持しています。児童の発達段階に応じた学習15 

習慣の定着が重要であることから、引き続き、一人ひとりが抱える課題に応じた指導を充16 

実させる必要があります。 17 

□ 中学校においては、全国との差を着実に縮めてきており、改善傾向にあります。今後は、18 

生徒の学習に対する目的意識の醸成や、家庭学習の習慣化を通した生徒の学習意欲を高め、19 

「確かな学力」の向上を図る必要があります。 20 

□ 大学等進学率は、着実に向上しているものの、全国水準には達していない状況にあるこ21 

とからキャリア教育の充実等により、高校生の主体的に学ぶ意欲の育成を図る必要があり22 

ます。 23 

□ 学校を取り巻く課題が複雑化・多様化する中、教員のキャリアステージに応じて専門性24 

の向上が求められています。また、教員には豊かな人間性や社会性はもとより、高い使命25 

感と倫理観が求められます。このため、初任者研修等の基本研修の充実をはじめ、教員の26 

指導力や専門性の向上に今後とも取り組んでいく必要があります。 27 

 28 

◆施策の方向 29 

 社会変化の著しい現代において、新たな時代を創るために必要とされる資質・能力を育30 

むことが重要であることから、個別最適な学び1や協働的な学び2に取り組み、主体的・対31 

話的で深い学びを実現することにより、児童生徒一人ひとりが基礎的・基本的な知識及び32 

技能を確実に習得し、確かな学力を身に付けることができる学校教育の充実に向けた次に33 

                             
1 「個に応じた指導」（指導の個別化、学習の個性化）を学習者（児童生徒）の視点で整理したもの。 

 指導の個別化：教師が支援の必要な子供により重点的な指導を行うことなどで効果的な指導を実現することや、子供一  

人一人の特性や学習進度、学習到達度等に応じ、指導方法・教材や学習時間等の柔軟な提供・設定を行うことなど。 

学習の個性化：子供の興味・関心・キャリア形成の方向性等に応じ、教師が子供一人一人に応じた学習活動や学習課題 

に取り組む機会を提供することで、子供自身が学習が最適となるよう調整すること。 
2 探究的な学習や体験活動などを通じ、子供同士で、あるいは地域の方々をはじめ多様な他者と協働しながら、あらゆる 

他者を価値のある存在として尊重し、様々な社会的な変化を乗り越え、持続可能な社会の創り手となることができるよ 

う、必要な資質・能力を育成する学び。 

「生きる力」を育む学校教育の充実 主要施策１ 
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掲げる施策を推進します。 1 

 2 

施策１-(1)-① 小学校における学力向上の推進 3 

◆施策展開 4 

 少人数学級の推進や学習支援員等の活用など、きめ細かな指導体制の充実を図るほか、5 

ICT等の活用による個別最適な学びの推進により、自立し主体的に学習できる児童の育成6 

及び確かな学力の定着に取り組みます。 7 

   また、学びの過程を重視し、子どもの主体性を引き出す活動を十分に行うとともに、自8 

分の良さや可能性を認識できるような関わりを通して、自己肯定感を育み、協働して様々9 

な課題を解決していく態度の育成に取り組みます。 10 

さらに、諸学力調査により定期的に学力状況を把握・分析し、授業改善に生かしていくと11 

ともに、地域や家庭、関係機関との連携により児童の学習意欲の向上に取り組みます。 12 

  13 

◆主な取組 14 

 ○少人数学級の推進 15 

 ○ICT 活用状況アンケートの実施 16 

 ○全国学力・学習状況調査実施結果の把握、分析 17 

  18 

◆成果指標 19 

指標名 
基準値

(R3) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

全国学力・学習状況
調査における平均正
答率の全国との差

（小学校） 

△0.5 0.5 1.0 

小学校における学力向上を推進
することにより、全国学力・学習
状況調査（文科省）における平均
正答率の増加につながることか
ら、この指標を選定する。 

 ※△はマイナス 20 

 21 

施策１-(1)-② 中学校における学力向上の推進 22 

◆施策展開 23 

 少人数学級の推進や学習支援員等の活用など、きめ細かな指導体制の充実を図るほか、24 

ICT 等の活用による個別最適な学びや協働的な学びを推進し、主体的に学習できる自立し25 

た生徒の育成及び確かな学力の定着に取り組みます。 26 

また、学びの過程を重視し、子どもの主体性を引き出す活動を十分に行うとともに、自分27 

の良さや可能性を認識できるような関わりを通して、自己肯定感を育み、協働して様々な28 

課題を解決していく態度の育成に取り組みます。 29 

さらに、諸学力調査により定期的に学力状況を把握・分析し、校内研修の活性化、組織的30 

な授業改善の充実を図るほか、地域や家庭、関係機関との連携により生徒が学ぶことの意31 

義を実感できる環境を整えることで、生徒の学習に対する目的意識の醸成を図り、社会的・32 

職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力の育成に取り組みます。 33 

 34 

 35 

 36 
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◆主な取組 1 

 ○少人数学級の推進 2 

 ○ICT 活用状況アンケートの実施 3 

 ○全国学力・学習状況調査実施結果の把握、分析 4 

 5 

◆成果指標 6 

指標名 
基準値

(R3) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

全国学力・学習状
況調査における平
均正答率の全国と
の差（中学校） 

△4.9 0.0 1.0 

中学校における学力向上を推進
することにより、全国学力・学習
状況調査（文科省）における平均
正答率の増加につながることか
ら、この指標を選定する。 

 ※△はマイナス 7 

 8 

 9 

施策１-(1)-③ 高等学校における学力向上の推進 10 

◆施策展開 11 

 各学校において育成すべき生徒の資質・能力を明確化し、主体的・対話的で深い学びの12 

実現に向けた授業改善を進め、ICT等の活用による個別最適・協働的な学びを推進し、確13 

かな学力の定着を図るとともに、学習支援員等の活用等によるきめ細かな指導体制を充実14 

させ、基礎的な学力の定着に取り組みます。 15 

また、高校生が大学等の講義を受講するなど高大連携を推進し、目的意識の明確化を図16 

ることで主体的に学ぶ意欲の向上に取り組むとともに、能力があるにも関わらず、経済的17 

理由で県外大学への進学が困難な高校生を支援することで、大学進学率の向上に取り組み18 

ます。 19 

 20 

◆主な取組 21 

 ○学習支援員配置事業   22 

○キャリア・ビルドアップ事業（進学エンカレッジ推進事業） 23 

 ○県外進学大学生支援事業 24 

 25 

■成果指標 26 

指標名 
基準値

(R3) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

大学等進学率 
40.8％ 

※R3.3 卒 42.0％ 45.0％ 

高等学校における学力向上を推進
することにより、大学等進学率の増
加につながることから、この指標を
選定する。 

 27 

 28 

 29 

 30 
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施策１-(1)-④ 主体的・対話的で深い学びを実践できる教員の指導力向上 1 

◆施策展開 2 

 教員のキャリアステージに応じた各種研修や授業力向上研修等の実施により、主体的・3 

対話的で深い学びを実践できるよう教職員の指導力向上に取り組みます。 4 

 また、学校訪問及び市町村教育委員会との連携を通して、国及び県の施策について理  5 

解する場の確保と授業改善の核となる教員及び管理職への研修、助言等を行いながら6 

教員の指導力向上に取り組みます。 7 

 8 

◆主な取組 9 

 ○研究指定校関連事業 10 

 ○授業力向上推進（カリキュラム・マネジメント）研究モデル校事業  11 

○教員指導力向上事業 12 

○学力向上学校支援事業 13 

○学力向上推進学校計画訪問事業  14 

 15 

◆成果指標 16 

指標名 
基準値

(R3) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

「授業の内容はわ
かりやすい」と考
えている児童生
徒の割合 

小 82.1％ 
中 72.2％ 

小 83.2％ 
中 76.8％ 

小 84.4％ 
中 77.4％ 

教員の指導力向上により、「授業の内容は
よく分かる」と考えている児童生徒の割
合の増加につながることから、この指標
を選定する。 

 17 

 18 

 19 

施策項目１-(2) 豊かな心と健やかな体を育む学校教育の推進            20 

◆現状と課題 21 

□ 道徳教育の充実やボランティア活動、自然体験活動などの様々な体験を通じて、生命を22 

尊重し、他人への思いやりを深め、豊かな感性に満ちあふれる人格形成に向けた取組を強23 

化する必要があります。 24 

□ 本県における不登校児童生徒数は、増加傾向にあり、不登校の主な要因は、「入学・進級 25 

時の不適応」、「学業不振」、「家庭環境の急激な変化」等となっており、不登校となる背景26 

は多様・複雑であることから、学校においては、児童生徒の一人ひとりの状況に応じ、不27 

登校の予兆への対応を含めた初期段階からの支援体制を組織的・計画的に整える必要があ28 

ります。 29 

□ 本県では、「いじめ防止対策推進法」の制定をきっかけに、積極的な認知に努めた結果、30 

いじめの認知件数は増加傾向にあります。いじめ問題対策については、地域や家庭、関係31 

機関の連携の下、社会総がかりで総合的かつ効果的な対策を推進していく必要があります。 32 

□ 本県児童生徒の体力・運動能力については、肥満傾向の児童生徒の割合が高いこと、体33 

育の授業以外に全く運動をしない児童生徒の割合が高いことなどにより、全国平均を相対34 

的に下回っています。また、子どもたちの朝食欠食率が全国と比べて高い傾向にあり、さ35 
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らに、高校生の交通事故件数は減少傾向にあるものの二輪車事故は高い割合を占めている1 

ことから、健康・安全教育等の充実を図る必要があります。 2 

 3 

◆施策の方向 4 

子どもたちが規則正しい生活習慣や社会性を身に付け、心豊かで健やかに成長していく5 

ため、心身の健康の保持増進と体力の向上を図る次に掲げる施策を推進します。 6 

 7 

施策１-(2)-① 豊かな心を育む教育の充実 8 

◆施策展開 9 

 人権教育に関する講話、体験活動への支援、道徳教育研究推進校の設定等により人権・10 

道徳教育を充実させるとともに、教職員自らが高い人権意識を持ち教育活動に取り組みま11 

す。 12 

また、ボランティア活動や自然体験活動等の様々な体験を通じて、一人ひとりの違いを13 

認め合い、他人を思いやることのできる豊かな感性に満ちあふれる児童生徒の育成に取り14 

組みます。 15 

さらに、道徳科、特別活動、総合的な学習の時間等を活用し、平和教育に取り組みます。 16 

 17 

◆主な取組 18 

 ○教職員に対する服務指導 19 

 ○児童生徒に対する人権教育 20 

 ○児童生徒に対する平和教育 21 

 22 

◆成果指標 23 

指標名 
基準値

(R3) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

人が困っている
ときは、進んで助
けていると考え
ている児童生徒
の割合 

小 82.1％ 
中 83.4％ 

小 85.1％ 
中 85.4％ 

小 88.7％ 
中 88.5％ 

心の教育の充実を図ることにより、「人が
困っているときは進んで助けている」と
考えている児童生徒の増加につながるこ
とから、この指標を選定する。 

 24 

 25 

施策１-(2)-② 不登校児童生徒への支援体制の強化 26 

◆施策展開 27 

  個に応じた指導の充実、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー3等の活用、28 

適応指導教室等の充実を図り、不登校の予兆への対応を含めた初期段階からの支援体制及29 

び家庭、学校等が抱える問題等の解決に組織的・計画的に取り組みます。 30 

さらに、支援を必要とする不登校傾向の生徒や中途退学が懸念される生徒等が在籍する31 

県立高等学校へ就学支援員を派遣し、校内における支援体制の構築に取り組みます。 32 

                             
3 教育の分野に加え、社会福祉に関する専門的な知識や技術を有する者で、問題を抱えた児童・生徒に対し、当該児童・

生徒が置かれた環境への働きかけや、関係機関等とのネットワークの構築など、多様な支援方法を用いて課題解決へ

の対応を図っていく専門職 
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◆主な取組 1 

 ○校内自立支援室事業 2 

 ○就学継続支援員配置事業 3 

○スクールソーシャルワーカー等の配置 4 

  5 

◆成果指標 6 

指標名 
基準値

(R2) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

不登校児童（生
徒）が学校内外で
相談機関等から
相談・指導を受け
た割合 

小 89.7％ 
中 87.3％ 

小 90.0％ 
中 90.0％ 

小 90.0％ 
中 90.0％ 

不登校児童生徒への支援体制の強
化により、不登校児童（生徒）が学
校内外で相談機関等から相談・指導
を受けた割合の増加につながるこ
とから、この指標を選定する。 

 7 

 8 

 9 

施策１-(2)-③ 社会総がかりによるいじめ問題への取組 10 

◆施策展開 11 

 スクールカウンセラーを配置し相談体制を充実させることで、いじめの早期発見や早期12 

解決に取り組むとともに、スクールソーシャルワーカー、スクールロイヤー4等の活用や学13 

校・家庭・地域がいじめ対策について協議する場を設けること等により、社会総がかりで14 

総合的かつ効果的ないじめ問題の対策に取り組みます。 15 

さらに、児童生徒が自他を尊重し、いじめ等の防止や命の大切さについて実感できる学16 

習プログラム等の人権教育に取り組みます。 17 

 18 

◆主な取組 19 

 ○スクールカウンセラー等の配置 20 

 ○スクールロイヤーの活用  21 

○いじめに特化した校内研修の実施 22 

○「学校いじめ防止基本方針」の効果的活用と見直し改善の実施 23 

 24 

◆成果指標 25 

指標名 
基準値

(R2) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

いじめの現在の
状況「解消してい
るもの」の割合 

（公立小・中・高） 

69.7% 77.4％ 

５年後の達
成状況をみ
て新たに設
定 

社会総がかりによるいじめ問題へ
の取組を図ることにより、いじめが
解消している児童生徒の割合の増
加につながることから、この指標を
選定する。 

 26 

 27 

 28 

                             
4 学校で起こるいじめや保護者とのトラブル等を法的に解決する弁護士。 
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施策１-(2)-④ 学校における体力向上等に向けた取組 1 

◆施策展開 2 

体育指導者の資質向上に資する研修会の実施、各学校への体育実技指導者の派遣、小学3 

校体育科指導コーディネーターや小学校体育専科の配置のほか、研究指定校の設定など、4 

学校における体力向上等に取り組みます。 5 

また、部活動指導員5を派遣するなど、運動部活動の適正化及び競技力の向上に取り組み6 

ます。 7 

さらに、水泳・武道・ダンスの授業に対する、地域における実技指導者の派遣や指導者の8 

養成など運動に親しむ環境づくりに取り組みます。 9 

 10 

◆主な取組 11 

 ○体育指導者の資質向上 12 

 ○体力づくり推進事業 13 

 ○学校体育団体活動費補助 14 

 ○部活動支援員配置事業 15 

 ○体育実技指導者の派遣  16 

 ○武道・ダンス指導推進事業 17 

 18 

◆成果指標 19 

指標名 
基準値

(R3) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

新体力テスト結
果（全国体力・運
動能力、運動習慣
等調査結果、体
力・運動能力調査
結果） 

小 49.2 
中 49.8 
高 49.6 

小 49.6 
中 49.9 
高 49.7 

小 50.0 
中 49.2 
高 50.0 

小・中学校における体力向上に向けた
取組を図ることにより、全国体力・運動
能力、運動習慣等調査結果の上昇につ
ながることから、この指標を選定する。 

 20 

 21 

 22 

施策１-(2)-⑤ 健康教育・安全教育の推進 23 

◆施策展開 24 

  学校給食指導者、栄養教諭等に対する研修会等の実施や食育推進モデル校の指定に加え、25 

学級担任、栄養教諭等を中核に家庭や関係団体と連携・協働した食育に取り組みます。 26 

また、養護教諭の資質向上に向けた研修会の実施や薬物乱用防止教育、歯みがき指導な27 

ど、健康教育の推進に取り組みます。 28 

さらに、学校安全研修会等の開催や学校安全指導者の養成等により、生活安全・交通安29 

全・災害安全等の安全教育の推進に取り組みます。 30 

 31 

                             
5 学校教育法施行規則第 78 条の２に基づき、「中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する」教育活動（学校の教育 

課程として行われる者を除く。）に係る技術的な指導に従事する」学校の職員（義務教育学校後期課程、高等学校、中 

等教育学校並びに特別支援学校の中学部及び高等部については当該規定を準用）。学校の教育計画に基づき、校長の監 

督を受け、部活動の実技指導、大会・練習試合等の引率等を行う。校長は、部活動指導員に顧問を命じることができる。 
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◆主な取組 1 

 ○食育の推進 2 

 ○健康教育研修 3 

○薬物乱用防止教育  4 

○学校安全体制整備事業 5 

  6 

◆成果指標 7 

指標名 
基準値

(R2) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

小５、中２の肥満
傾向児の出現率 

小 13.6％ 
中 12.4％ 

小 12.6％ 
中 11.4％ 

小 11.6％ 
中 10.2％ 

健康教育・体力向上の取組を行う
ことにより、肥満傾向出現率の割
合の低下につながることから、こ
の指標を選定する。 

 8 

 9 

施策項目１-(3) 個性を伸ばし、自立に向けた資質・能力を伸ばす教育の推進     10 

◆現状と課題 11 

□ 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な役割を担っており、この時12 

期に、人と関わる力や思考力、感性や表現する力を育み生きていくための基礎を育むこと13 

が重要です。 14 

□ 幼児期は、児童期の教育へ移行する大事な時期であることから、複数年保育の実施を促15 

進するとともに、子どもたちの学びの連続性を確保するため、幼稚園、保育所、認定こども16 

園と小学校との連携体制を構築する必要があります。 17 

□ 新学習指導要領において、情報活用能力は、重要な学習基盤の一つに位置づけられてい18 

ることから、小中高における情報教育を一層推進していく必要があります。また、科学技19 

術、スポーツ・文化芸術の分野において個々の能力や感性を育む環境の整備に取り組む必20 

要があります。 21 

□ 本県においては、若年者の失業率や離職率が高いことから、学びと実社会との結びつき22 

を意識し、社会的・職業的自立に向けて必要となる資質・能力を身に付け、主体的に進路を23 

選択することができるよう、教育活動全体を通して児童生徒の発達段階に応じたキャリア24 

教育の充実を図る必要があります。 25 

 26 

◆施策の方向 27 

  急速に変化する社会の中で豊かな人生を切り拓くために、学力等の認知能力と合わせ、28 

目標や意欲、関心を持ち、粘り強く仲間と協調して取り組む力や姿勢等の非認知能力を育29 

成するとともに、キャリア教育の視点に立ち、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通30 

しながら、自己実現できる能力を育成するため、次に掲げる施策を推進します。 31 

 32 

施策１-(3)-① 幼児教育の充実 33 

■施策展開 34 

  幼児期は生涯にわたる人格形成の基礎を培う大事な時期であることから、遊びや生活と35 

いった直接的・具体的な体験を通して、何かに熱中・集中して取り組む姿勢や、気持ちのコ36 
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ントロール、コミュニケーション等の非認知能力を育むとともに、一人ひとりが自分のよ1 

さに気づき、自信を持って行動できる子どもを育むため、すべての幼児教育・保育施設に2 

おいて、深い幼児理解に基づいた質の高い教育・保育の実現に取り組みます。 3 

 さらに、子どもたちの発達と学びの連続性を確保するため、幼児教育・保育施設と小学4 

校との円滑な接続の実現に取り組みます。 5 

 6 

◆主な取組 7 

 ○幼児教育施設への支援 8 

 ○市町村の福祉部門と教育部門の連係強化のための取組  9 

 10 

◆成果指標 11 

指標名 
基準値

(R3) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

幼児理解について
保育士同士が日常
的に「振り返り」を
している割合 

34.5％ 
（暫定値） 

50％ 80％ 

保育者同士が日常的に幼児理解に
ついて「振り返る」ことにより、個々
の保育実践を見直し改善につなげ
るサイクルが確立し、幼児教育の充
実が図られることから、この指標を
選定する。 

 12 

 13 

施策１-(3)-② 個性を大切にし、個々の能力を伸ばす教育の推進 14 

◆施策展開 15 

  科学技術に関する出前講座や沖縄科学グランプリ等の科学系コンテストの開催等を通し16 

て、理数科目の興味関心の向上に取り組みます。 17 

また、プログラミング教育等の出前講座等を開催し、情報教育の充実に取り組み、情報活18 

用能力の向上に取り組みます。 19 

 さらに、文化芸術活動や体育活動に対する支援を行い、文化芸術やスポーツ分野におい20 

て能力を伸ばす教育に取り組みます。 21 

 22 

◆主な取組 23 

 ○沖縄科学技術向上事業 24 

 ○学校体育団体補助事業 25 

 ○青少年文化活動事業費 26 

 27 

◆成果指標 28 

指標名 
基準値

(R3) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

「自分にはよいと
ころがある」と考
えている児童生徒
の割合 

小 76.1％ 
中 76.6％ 

小 78.1％ 
中 77.1％ 

小 81.8％ 
中 77.6％ 

個性を大切にし、個々の能力を伸
ばす教育の推進により、「自分には
良いところがある」と考えている
児童生徒の割合の増加につながる
ことから、この指標を選定する。 

 29 
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施策１-(3)-③ 学校教育におけるキャリア教育の推進 1 

◆施策展開 2 

  「沖縄県キャリア教育の基本指針」に基づき、教育活動全体を通して、キャリア教育を促3 

す取組を推進し、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる基礎的・汎用的能力の育4 

成を意識した取組を推進します。また、小・中・高・特別支援学校の学びをつなぐ「キャ5 

リア・パスポート6」の取組や、職場における体験活動等を通して子どもたちの将来や仕事6 

について考えるきっかけを創出し、学ぶことと社会との接続を意識した取組を推進します。 7 

さらに、高等学校において、総合的な探究の時間や学校行事、各教科・科目における学習8 

など、教育活動全体を通じて必要な資質・能力の育成を図り、生徒が主体的に進路を選択・9 

決定するために必要な支援に取り組みます。 10 

 11 

◆主な取組 12 

 ○進路調査における進路未定者（率）の多い学校への支援 13 

 ○キャリア教育研修の実施 14 

 ○就業体験実施による生徒の勤労観・職業観の向上を図る取組 15 

 16 

◆成果指標 17 

指標名 
基準値

(R3) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

家で自ら計画を
立てて勉強して
いる児童・生徒の
割合（小・中） 

63.9％ 70.0％ 80.0％ 

学校教育におけるキャリア教育の推
進により、自ら計画を立てて勉強する
児童・生徒の割合が増加することから
ら、この指標を選定する。 

 18 

 19 

 20 

施策項目１-(4) 時代の変化に対応する魅力ある学校づくりの推進       21 

◆現状と課題 22 

□ 特別支援学校や小中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒が増加していることを23 

踏まえ、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するため、24 

適切な合理的配慮の提供や教育課程の充実、教職員の専門性の向上など、きめ細かな特別25 

支援教育体制の整備に取り組む必要があります。 26 

□ 教育環境基盤の整備については、学校耐震化を図ってきましたが、いまだに旧耐震基準27 

の学校施設が一部残っていることから、引き続き、耐震化に取り組む必要があります。ま28 

た、豊かな教育環境を確保するため、トイレの洋式化やバリアフリー化、防災機能の強化29 

等、地域の様々な課題やニーズに対応していく必要があります。 30 

□ 多様化する教育ニーズ対応する魅力ある私立学校づくりを行うには、特色ある取組を行31 

う私立学校へ支援を行うことが重要であることから、私立学校の特性と役割を踏まえ、そ32 

の自主性を尊重しながら、私学助成等を通じ、振興を推進していく必要があります。 33 

                             
6 児童生徒が、小学校から高等学校までのキャリア教育に関わる諸活動について、特別活動の学級活動及びホームルー 

ム活動を中心として、各教科等と往還し、自らの学習状況やキャリア形成を見通したり振り返ったりしながら、自身 

の変容や成長を自己評価できるよう工夫されたポートフォリオのこと。 
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 1 

◆施策の方向 2 

  複雑化、多様化する学校課題や多様な教育ニーズに対応し、児童生徒が安全かつ安心に3 

教育を受けられるよう、編成整備計画等に基づき、魅力ある学校づくりに向けて、次に掲4 

げる施策を推進します。 5 

 6 

施策１-(4)-① 時代の変化に対応した学校づくりの推進 7 

◆施策展開 8 

  小中連携教育や中高一貫教育の推進による一貫した教育指導体制の構築、様々な専門教9 

育の充実など、ニーズを踏まえた取組を推進します。 10 

また、幅広い地域住民等が参画することにより、教育活動や地域学校協働活動7の充実と11 

活性化につながることから、コミュニティ・スクール8と地域学校協働本部の一体的推進に12 

取り組みます。 13 

さらに、産業界、専門高校、高等教育機関、行政が連携した体制整備、担い手育成、産業14 

教育の実験実習に必要な施設・装置等の整備、情報に関する専門教科の充実等により、専15 

門教育の推進に取り組みます。 16 

 17 

◆主な取組 18 

 ○中高一貫教育等の推進 19 

 ○特色ある学校づくり支援 20 

 ○コミュニティ・スクール導入推進  21 

 ○産業界、専門高校、高等教育機関、行政が連携した体制整備 22 

 ○情報教育の充実 23 

 ○産業教育施設整備事業(特別装置) 24 

 25 

◆成果指標 26 

指標名 
基準値

(R3) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

コミュニティ・ス
クール導入校の
割合（小・中） 

28.8％ 50.0％ 70.0％ 

時代の変化に対応した学校づくり
の推進により、コミュニティ・スク
ール導入校の割合の増加につなが
ることから、この指標を選定する。 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

                             
7 地域の高齢者、成人、学生、保護者、PTA、NPO、民間企業、団体・機関等の幅広い地域住民等の参画を得て、地域全 

体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパート  

ナーとして連携・協働して行う様々な活動。 
8 学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協働しながら子 

供たちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める法律（地教行法第 47 条の 5）に基づいた仕組み。 
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施策１-(4)-② 一人ひとりのニーズに応える特別支援教育の充実 1 

◆施策展開 2 

  インクルーシブ教育システム9構築のための特別支援教育の推進に向けて、連続性のある3 

多様な学びの場を踏まえた就学支援、個別の教育支援計画の作成と活用、交流及び共同学4 

習の推進、教職員の専門性の向上、特別支援教育コーディネーターの養成等に取り組みま5 

す。 6 

また、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するため、7 

教育課程の充実によりキャリア教育と就労支援を推進し、小中学校、高等学校に準じて確8 

かな学力の定着を図るとともに、知的障害児童生徒に学びの連続性を重視する教育の推進9 

に取り組みます。 10 

さらに、医療的ケアを必要とする児童生徒の安心・安全な学習環境づくりに取り組むと11 

ともに、過大規模校の過密化解消及び施設・設備の整備など、教育環境の更なる充実に取12 

り組みます。 13 

 14 

◆主な取組 15 

 ○インクルーシブ教育システム整備事業  16 

 ○交流及び共同学習の推進 17 

 ○障害児職業自立推進 18 

 ○自立を目指す特別支援教育環境整備事業 19 

 ○医療的ケア体制整備 20 

 ○特別支援学校過密化改善に向けた取組  21 

 22 

◆成果指標 23 

指標名 
基準値

(R2) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

特別支援学校教
員の特別支援学
校教諭等免許状
保有率 

79.0% 89.5% 100% 

特別支援学校における教員の専
門性を向上させることにより、
特別支援教育の充実が図られる
ことから、この指標を選定する。 

 24 

 25 

施策１-(4)-③ 安心して学べる教育環境の整備 26 

◆施策展開 27 

  旧耐震基準で建築された学校施設の耐震化に取り組むほか、学校施設の劣化状況に応じ、28 

施設の長寿命化対策や改築・改修等に取り組むとともに、トイレの洋式化やバリアフリー29 

化、防災機能の強化、通学路の安全確保など、地域の様々な課題やニーズに対応した教育30 

環境の改善に取り組みます。 31 

また、校務支援システム10の充実など校務のデジタル化や、沖縄県教職員業務改善推進委32 

                             
9 人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効 

果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み。 
10 多忙な教員の業務負担と長時間労働を軽減し、児童・生徒に必要な指導を行うための環境を整えることを目的とした 

ツール。校務情報を集約し、情報共有・再利用することによって効率的かつ効果的に校務処理を行うことができる。 



29 
 

員会で検討した学校現場の業務改善を推進し、児童生徒と向き合う時間の確保等に取り組1 

みます。 2 

さらに、教職員の採用制度の改善・工夫による優れた教員の確保や、精神科医・臨床心理3 

士等による教員のメンタルケアを推進し、教職員が安心して働く環境づくりに取り組みま4 

す。 5 

 6 

◆主な取組 7 

 ○公立小中学校施設整備事業 8 

 ○高等学校施設整備事業 9 

 ○高等学校施設塩害防止・長寿命化事業 10 

 ○教員が生徒に向き合える時間の確保 11 

 ○教職員採用制度の充実 12 

 ○こころの健康づくり支援事業 13 

  14 

◆成果指標 15 

指標名 
基準値

(R3) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

目標値設定の理由 

公立学校耐震化
率 

96.8% 
※R3.4 月 

98.7% 100% 

公立学校耐震化を進めることによ
り、安心して学べる教育の環境につ
ながることから、この指標を選定す
る。 

 16 

 17 

施策１-(4)-④ 特色ある私立学校づくりへの支援 18 

◆施策展開 19 

  建学の精神に基づく特色ある教育を実践し、個性豊かな人材の育成に貢献している私立20 

学校については、その自主性を尊重しつつ、更なる教育環境の向上を促進するため運営に21 

必要な経費、遊具・教具の設備や ICT 化に対する助成を通した学校経営の健全化や教育の22 

質の向上に取り組みます。 23 

 24 

◆主な取組 25 

 ○私立学校教育改革推進（総務部） 26 

 ○私立学校運営費等支援（総務部） 27 

 28 

◆参考（成果指標） 29 

指標名 
基準値

(R3) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

目標値設定の理由 

     

※成果指標については検討中です。 30 

 31 
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 1 

 2 

 3 

 4 
経済のグローバル化、AI やIoT 等の先端技術による第４次産業革命など、社会経済情勢の5 

変化に対応し、本県の持続的発展を実現していくため、一人ひとりの多様な能力を育て、力6 

強く未来を拓く人づくりを目指します。 7 

国際的な視野を持ち、社会経済の変化への対応力と創造性を兼ね備えた人づくりを展開す8 

る教育環境の創出が課題です。 9 

このため、国際感覚を身に付ける教育の推進、Society5.0に対応する教育の推進、地域の発10 

展に寄与する魅力ある高等教育環境の充実に取り組みます。 11 

 12 

策項目２-(1) 国際感覚を身に付ける教育の推進                  13 

◆現状と課題 14 

□ コロナ禍以前の海外留学・交流派遣数は順調に増加し、また、中高生の英語力は向上し15 

ている。しかしながら、中学生の英語力は全国平均にいまだ達していないことから、小中16 

学校の英語教員の指導力向上等、中学生の英語力を向上させるための取組を推進していく17 

必要がある。 18 

□ 沖縄が国際交流拠点を目指す上で、次代を担う子どもたちには、高い国際性と専門性が19 

求められていることから、国際的視野を持ち、国際社会において主体的に行動できる人材20 

を育成するため、外国語教育の充実、異文化を理解するための国際理解教育を推進すると21 

ともに、海外留学や外国人との交流などを通した実践的なコミュニケーション能力の向上22 

を図る必要があります。 23 

 24 

◆施策の方向 25 

□ グローバル化の進展や多様化・複雑化する社会ニーズに対応できる人材を育成するため、26 

外国人とのコミュニケーションを図る上で必要な知識・技能等を習得する次に掲げる施策27 

を推進します。 28 

 29 

施策２-(1)-① 外国語教育の充実 30 

◆施策展開 31 

   外国語教育に携わる教員の専門性・技能向上に加え、外国語指導助手（ALT）の活用や32 

小中高大が連携した英語教育研究の実践により、学校教育における外国語教育の充実改善33 

に取り組みます。 34 

さらに、国際感覚を肌で感じ、グローバルに活躍できる人材の育成に向け、アジア太平35 

洋、欧米、中南米諸国等への留学・研修の充実に取り組みます。 36 

 37 

◆主な取組 38 

 ○英語小中高大連携研修会 39 

 ○外国青年招致事業 40 

  41 

多様な能力を育て、力強く未来を拓く人づくり 主要施策２ 
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 1 

◆成果指標 2 

指標名 
基準値

(R2) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

CEFR A2 レベル相
当以上の英語力を取
得又は有すると思わ
れる生徒の割合 

43.9% 47.0％ 50.0％ 
外国語教育の充実を図ることによ
り、英語力が向上することから、こ
の指標を選定する。 

 3 

 4 

施策２-(1)-② 多様な国際交流及び国際理解教育の推進 5 

◆施策展開 6 

  グローバルな現代社会においては、多様な文化、価値観を持つ多種多様な人々との接点7 

が多く、多様な文化、価値観を正しく理解して、相手を尊重する国際理解教育の推進に取8 

り組みます。 9 

また、外国語と深い関わりのあるOISTやJICA沖縄等との連携、海外との文化交流等を通10 

じて、異なる言語や文化等について理解を深め違いを尊重する国際理解教育の充実と外国11 

語コミュニケーション能力の向上に取り組みます。 12 

さらに、帰国・外国人児童生徒等の受入れを円滑に進め、国際理解や多文化共生の考え方13 

に基づく取組を行うなど、将来のグローバル人材の育成を図ります。 14 

 15 

◆主な取組 16 

 ○沖縄県高校生海外雄飛プロジェクト 17 

 ○アジア高校生オンライン国際交流事業 18 

   19 

◆成果指標 20 

指標名 
基準値

(R2) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

海外との交流活
動等を行ってい
る高等学校数（累
計） 

17 校 85 校 170 校 

国際理解教育の推進により、海外と
の交流活動を行っている高等学校
数の増加につながることから、この
指標を設定する。 

 21 

 22 

施策２-(1)-③ 交流の架け橋となる人づくり 23 

◆施策展開 24 

   児童生徒に対する外国語教育及び国際理解教育の充実、様々な分野における留学生や研25 

修生の海外派遣など、国際理解の促進と主体的に行動する国際感覚に富む創造性豊かな人26 

材の育成に取り組みます。 27 

 28 

 29 

 30 
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◆主な取組 1 

 ○国際性に富む人材育成留学事業 2 

 ○グローバルリーダー育成海外短期研修事業 3 

 4 

◆成果指標 5 

指標名 
基準値

(R2) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

海外留学・交流派
遣数（累計） 

2,556 人 1,100 人 2,200 人 

海外留学・オンライン交流等の推進
により、交流の架け橋となる人づく
りにつながることから、この指標を
選定する。 

 6 

 7 

 8 

施策項目２-(2) Society5.0 に対応する教育の推進           9 

◆現状と課題 10 

□ 新学習指導要領においては、各学校における ICT を活用した学習活動の充実が明記され、11 

各教科等の特性に応じて、児童生徒が ICT を活用して、情報の収集・発信・共有等を行っ12 

たり、プログラミング的思考11や情報モラル、ネットワークセキュリティ等に関する知識を13 

学んだりしていくことが示されています。 14 

□ 加速度的に進展する高度情報通信社会において、情報通信技術や IT リテラシーは今後生15 

きていく上で欠かせないツールとなっていくことから、生徒の情報活用能力の育成や情報16 

通信技術を活用した授業・校務の改善を図るとともに、情報技術の発展のスピードに対応17 

できるよう教員の資質能力の向上を図る必要があります。 18 

□ 理系大学への進学率は向上傾向にあるものの、県内を始め全国的にも生徒の理科離れが19 

顕著であることから、科学に興味関心をもつ生徒が知識を高められるよう、県内の大学等20 

と連携し、子どもの成長・進級に合わせた最先端の科学や実践的科学体験等を学ぶ科学教21 

育プログラムの実施に取り組む必要があります。 22 

 23 

◆施策の方向 24 

  経済のグローバル化、AI やIoT 等の先端技術による第４次産業革命など、社会経済情勢25 

の変化に対応し、経済を牽引できる人材を育成する次に掲げる施策を推進します。 26 

 27 

施策２-(2)-①ICT 教育の充実 28 

◆施策展開 29 

  児童生徒がICT に触れる機会を増やし、ICT 機器を正しく適切に使う能力であるデジタ30 

ル知能指数（DQ）を高める取組が必要であることから、学校教育の様々な教科の中でICT 31 

を活用した学習活動に取り組むほか、小学校からプログラミング教育や情報モラル教育を32 

進め、情報活用能力の向上に取り組みます。 33 

                             
11 自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組み合わせが必要であり、一つ一つの動きに対応し 

た記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組み合わせをどのように改善していけば、より意図した活動 

に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力。 
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さらに、将来の担い手となる児童生徒がICT に親しむ機会を増やす取組を推進するとと1 

もに、ICT の急速な進展に対応できるよう、沖縄県立総合教育センター等において、ICT 2 

の活用・指導能力向上に向けた教職員研修の充実を図り、すべての教職員の指導能力の向3 

上に取り組みます。 4 

加えて、学校教育において情報教育が効果的かつ安全に推進できるよう、学校のICT 環5 

境の整備に取り組むほか、校務のデジタル化やデジタル教材の充実に取り組みます。 6 

 7 

◆主な取組 8 

 ○情報教育の充実 9 

 ○ICT 教育研修の実施 10 

 ○ネットワーク環境整備 11 

 ○ＩＣＴ活用環境整備 12 

○デジタル教材の充実 13 

 14 

◆成果指標 15 

指標名 
基準値

(R2) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

教員の ICT 活用
指導力（高校） 76.6% 100% 100% 

教員の ICT活用指導力の向上によ
り、ICT 教育の充実が図られること
から、この指標を選定する。 

 16 

 17 

施策２-(2)-② 科学・理数教育の充実 18 

◆施策展開 19 

  科学の楽しさや面白さを体感できる機会を増やし、科学に対する興味を引き出し、それ20 

を伸ばしていくことが重要であるため、県内研究機関や企業等との連携により、子どもた21 

ちが科学に触れあう機会を創出するとともに、子どもの成長に応じた多様な科学教育プロ22 

グラムの実施に取り組みます。 23 

また、将来、国際的に活躍しうる科学技術人材の育成に資するスーパーサイエンスハイ 24 

 スクール12（SSH）指定校の継続支援に取り組むほか、高等教育機関や民間事業者との連携 25 

により、指定校向けの研修プログラムの充実等に取り組みます。 26 

さらに、科学技術教育の基礎となる理科教育並びに算数・数学教育のための各種設備を27 

整備し、科学・理数教育の推進に取り組みます。 28 

 29 

◆主な取組 30 

 ○企業と連携した科学とふれあう機会の創出  31 

 ○沖縄科学教育コンソーシアム（仮称） 32 

 33 

                             
12 平成 14 年度より文部科学省が、将来の国際的な科学技術関係人材を育成するため、先進的な理数教育を実施する高

等学校等を指定。指定校では、学習指導要領によらないカリキュラムの開発・実践や課題研究の推進、観察・実験等

を通じた体験的・問題解決的な学習等を実施。 
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◆成果指標 1 

指標名 
基準値

(R2) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

理系大学への進
学率 

21.0% 23.0% 25.0％ 
科学・理数教育の充実を図ることによ
り、理系大学への進学率が向上するこ
とから、この指標を選定する。 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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 1 

 2 

 3 

家庭の経済状況等に左右されず、沖縄の未来を担うすべての子どもたちが夢や希望を持っ4 

て成長することができる、「誰一人取り残さない社会」の実現を目指します。 5 

子どもの貧困の世代間連鎖の克服と解消に向けては、核家族化、人間関係の希薄化や自己6 

責任論等から「社会的孤立」に陥りやすく、日々の生活に追われ行政からの支援情報が届き7 

にくい「情報弱者」となっていることを考慮し、支援を必要としている子どもを確実にセー8 

フティネットにつなげるほか、どのような状況に置かれていても、子どもたちが質の高い教9 

育を受けることができる環境を提供し、個々の成長と豊かな人生の実現を後押しする教育施10 

策を行うことが課題です。 11 

このため、子どものライフステージに応じたつながる仕組みの構築及び貧困状態にある子12 

どもへの支援に取り組みます。 13 

 14 

策項目３-(1) 貧困状態にある子どもへの支援           15 

◆現状と課題 16 

□ 困窮世帯の児童・生徒に対する学習支援により、高校・大学等への進学や自己肯定感の17 

向上等に一定の成果を上げていますが、児童・生徒個々の進学希望等に対応した柔軟な支18 

援が行えるよう、支援内容を検討していく必要があります。 19 

□ 子どもたちが安心して学業に励むことができるよう、中学生・高校生のバス通学費等の20 

負担軽減に取り組む必要があります。 21 

 22 

◆施策の方向 23 

  困窮世帯等の支援に当たっては、就学援助を含む各種の支援策や助成措置等の周知はも24 

とより、生活に関する相談、個々の状況や様々なニーズに応じた支援とともに、家計の改25 

善につながる各種の機会と道筋を整えることが必要です。 26 

このため、貧困状態にある子どもに対して、安全・安心に過ごせる居場所の整備等の生活27 

支援や、バス通学費等負担軽減等の経済的支援の実施に向けて、次に掲げる施策を推進し28 

ます。 29 

 30 

施策３-(1)-① 生活及び教育支援の充実 31 

◆施策展開 32 

  子どもが安全・安心に過ごせる子どもの居場所等の設置・拡充や居場所等の活動が充実33 

するよう効果的な支援や環境づくりに取り組みます。 34 

さらに、地域住民等の参画を得て学習支援等の学校支援活動を実施する市町村に対する35 

支援、低所得世帯の子どもに対する学習習慣の定着に向けた支援、多様な進学希望に対応36 

した学習支援に取り組みます。 37 

 38 

◆主な取組 39 

 ○放課後や週末等の児童生徒の安全・安心な活動拠点支援（放課後子ども教室）（再掲） 40 

子どもの貧困の解消に向けた総合的な支援の推進 主要施策３ 
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 ○学校・家庭・地域の連携協力推進事業（地域未来塾） 1 

 2 

◆参考（成果指標） 3 

指標名 
基準値

(R2) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

子どもの居場所
の利用者数     

295,797 人 検討中 検討中 

子どもの過ごせる場所を確保したう
えで、管理者の監督の下、学習支援、
キャリア支援、食事支援などのうち、
全部又は一部を実施するものである
ことから、この指標を選定する。 

 ※目標値については、子どもの貧困対策計画において年度内に公表予定です。 4 

 5 

 6 

施策３-(1)-② 経済的な支援の充実 7 

◆施策展開 8 

  児童・生徒が安心して教育を受けられるよう、就学援助制度13の活用促進、就学支援金9 

14支給やバス通学費等支援など、家庭の教育費負担の軽減に取り組みます。 10 

 11 

◆主な取組 12 

 ○要保護・準要保護児童生徒就学援助事業 13 

○中高生の通学費支援 14 

 ○高等学校等奨学のための給付金事業 15 

 ○経済的に修学困難な高校生等に対する奨学金事業 16 

 ○県外進学大学生支援事業 17 

 18 

◆参考（成果指標） 19 

指標名 
基準値

(R2) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

困窮世帯の高校
生を対象とした
学習支援による
大学等進学率 

84.7％ 
※R3 年 3 月卒 

検討中 検討中 

子どもの進学は、家庭の経済状況によっ
て影響を受けることがあきらかとなっ
ており、市町村県民税の非課税世帯等の
経済的な支援を受けている世帯のうち、
県が学習支援もあわせて実施している
子どもの大学等進学率である「困窮世帯
の高校生を対象とした学習支援による
子どもの大学等進学率」を「経済的な支
援の充実」の成果指標とする。 

 20 

 21 

 22 

 23 

                             
13 学校教育法等に基づき、経済的理由により小中学校への就学が困難な児童生徒を対象に、学用品費、学校給食費、 

医療費など、学校生活にかかる費用の一部を市町村教育委員会が援助する制度。 
14 教育費負担軽減を図るための、国による授業料支援の仕組み。 
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 1 

 2 

いつでもどこでも学びを深められる環境が形成され、生まれ育った地域や社会のつながり3 

を大切にする豊かな心を持った人づくりを目指します。 4 

子どもたちや高齢者、障害者をはじめ、広く県民がより多くの人々と触れあい、地域及び5 

沖縄の自然、歴史、文化等を学ぶ機会の充実を図るとともに、地理的・経済的要因等に左右さ6 

れず学びを享受できる環境を構築することが課題です。 7 

このため、地域を知り、学びを深める環境づくり、子どもたちの健やかな育成に向けた地8 

域全体の連携、公平な教育機会の確保と学習環境の充実、学びと生きがいを支える多様な生9 

涯学習環境の充実に取り組みます。 10 

 11 

施策項目４-(1) 地域を知り、学びを深める環境づくり         12 

◆現状と課題 13 

□ 子どもたちが、豊かな心と生まれ育った地域に誇りを持つ人格を形成していくため、地14 

域活動や体験活動を通して、より多くの人々と触れあう機会の充実を図るとともに、沖縄15 

の自然、文化をはじめ、国内外の優れた文化芸術に触れる機会等の一層の充実を図る必要16 

があります。 17 

 18 

◆施策の方向 19 

  沖縄らしい個性を持った人づくりに向けて、地域の自然環境、歴史、伝統文化や芸術に20 

触れる体験活動を促進するため、次に掲げる施策を展開します。 21 

 22 

施策４-(1)-① 多様な学習機会の創出及び提供 23 

◆施策展開 24 

県民が地域の自然環境、歴史、文化等に親しみ、本県の魅力に対する認識を深めるため、25 

学校、地域における多様な体験活動の充実に取り組むとともに、地域の特性や環境に応じ26 

た学習機会が提供できるよう、公民館、図書館、青少年教育施設等の地域コミュニティの27 

核となる教育施設の充実に取り組みます。 28 

また、住民が地域を知り、人とつながり、その地域における課題等について主体的に学べ29 

るよう支援するため、多様な学習機会の提供や社会教育指導者等の資質向上など学習活動30 

の充実に取り組みます。 31 

 32 

◆主な取組 33 

 ○青少年教育施設の運営充実 34 

 ○社会教育指導者研修会 35 

 ○図書館機能を持つ社会教育施設の整備促進 36 

 ○青少年教育施設の整備 37 

 38 

 39 

多様な学びの享受に向けた環境づくり 主要施策４ 
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◆成果指標 1 

指標名 
基準値

(R2) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

公民館等の利用
者延べ人数 

823 
千人 

1,953 
千人 

2,929 
千人 

多様な学習機会を創出することに
より、社会教育活動の中核的な役
割を果たす公民館の利用者数が増
加することから、この指標を設定
する。 

 2 

 3 

施策４-(1)-② 地域の歴史、文化、芸術に触れる機会の充実 4 

◆施策展開 5 

 沖縄の文化芸術をはじめ、国内外の優れた文化芸術に触れる機会や表現する場等を提供6 

し、子どもたちの文化芸術に対する興味や豊かな感性の醸成に取り組むとともに、中学校・7 

高等学校の総合文化祭への支援や中学校・高等学校生徒の派遣費支援など、青少年の文化8 

活動の活性化に取り組みます。 9 

また、沖縄の文化の基層となる「しまくとぅば」の普及促進に向け、小・中学校や高等学   10 

校でのしまくとぅば教材を活用した学習活動に取り組むほか、郷土文化に対する興味・関11 

心を育むため、三線等を活用した音楽の授業に取り組みます。 12 

  沖縄空手についても、運動会や学習発表会等への導入に努めるなど空手の体験機会の創13 

出に取り組みます。 14 

 15 

◆主な取組 16 

 ○組踊等教育普及啓発事業 17 

 ○文化振興事業費 18 

 ○青少年文化活動事業費 19 

 ○しまくとぅば学習活動の実施（小・中・高） 20 

 ○武道・ダンス指導推進事業（再掲） 21 

 22 

◆成果指標 23 

指標名 
基準値

(R2) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

組踊・沖縄伝統芸
能を理解した児
童生徒の割合 

84% 80% 80% 

組踊等を児童生徒に触れさせるこ
とによって、郷土芸能への理解や
関心が深まることから、この指標
を選定する。 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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施策項目４-(2) 子どもたちの健やかな育成に向けた地域全体の連携        1 

◆現状と課題 2 

□ 子どもを取り巻く環境が大きく変化する中で、子どもたちの生きていく上で基本となる3 

生活習慣やしつけ、倫理観や社会性が十分育まれていない現状があります。 4 

□ 子どもの基本的生活習慣の確立、規範意識の醸成に向け、教育機能の充実を図るととも5 

に、家庭や地域が主体的に取り組む教育の諸課題について、サポートする仕組みを構築す6 

る必要があります。 7 

□ 家庭教育をサポートするため、家庭教育支援チームの設置を促進する必要があります。 8 

□ 公民館等の地域コミュニティの核となる社会教育施設の充実や社会教育活動をサポート9 

する仕組みの一層の充実など、地域の教育力を支える環境整備を図る必要があります。 10 

 11 

◆施策の方向 12 

  子どもの生きる力の基礎的な資質・能力を育む場となる家庭における教育を支援すると13 

ともに、学校、地域社会と家庭との連携・協働による教育の充実につながる次に掲げる施14 

策を推進します。 15 

 16 

施策４-(2)-① つながりが創る豊かな家庭教育機能の充実 17 

◆施策展開 18 

  子どもたちの健やかな育ちを支え、すべての保護者が安心して家庭教育を行うことがで19 

きるよう、地域において主体的に家庭教育支援の取組を行う「家庭教育支援チーム」の各20 

市町村教育委員会等への設置促進とともに、家庭教育支援アドバイザー等の地域における21 

人材を活用した家庭教育支援の充実に取り組みます。 22 

また、多様化・複雑化する家庭からの相談に対応するための相談員等の資質向上に加え、23 

保護者や子どもが気軽に相談できる体制の充実に取り組むとともに、県民全体が家庭教育24 

支援に対する理解を深めるための広報活動等の充実に取り組みます。 25 

 26 

◆主な取組 27 

 ○地域で家庭を支える体制の構築 28 

 ○家庭教育支援者研修会の開催 29 

 ○親子電話相談研修会の開催 30 

 31 

◆成果指標 32 

指標名 
基準値

(R2) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

家庭教育支援チ
ーム結成数 

10 
チーム 

15 
チーム 

20 
チーム 

家庭教育支援チームの結成に取り
組むことにより、家庭教育機能の充
実が図られることから、この指標を
選定する。 

 33 

 34 

 35 

 36 
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施策４-(2)-② 学校・家庭・地域社会の相互の連携及び協力 1 

◆施策展開 2 

  「地域の子は地域で守り育てる」ことを基本姿勢に、子どもの拠り所となる居場所づく3 

りをはじめ、幅広い地域住民等の参画により、学校、家庭、地域が連携・協働し、一体とな4 

って子どもを育てる体制づくりの構築に取り組みます。また、子どもを取り巻く環境が大5 

きく変化する中で、学校と協働で実施する学習支援をはじめ様々な活動への支援を通して、6 

地域の教育力の向上に取り組みます。 7 

 8 

◆主な取組 9 

 ○放課後や週末等の児童生徒の安全・安心な活動拠点支援（放課後子ども教室）  10 

 ○地域学校協働活動の推進 11 

 ○子どもの読書活動推進 12 

 13 

◆成果指標 14 

指標名 
基準値

(R2) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

放課後子ども教
室に参加した地
域ボランティア
の延べ人数 

25,648 人 37,000 人 67,000 人 

多くのボランティアが子どもたち
と関わることにより、学校・家庭・
地域の連携強化につながることか
ら、この指標を選定する。 

 15 

 16 

 17 

施策項目４-(3) 公平な教育機会の確保と学習環境の充実           18 

◆現状と課題 19 

□ 広大な海域に散在する多くの離島で構成される本県では、離島に住む世帯を中心に教育20 

活動や進学等に際し、多大なコストがかかるなど構造的な課題を抱えていることから、家21 

庭や生徒の負担を軽減する必要があります。 22 

□ 離島・へき地においては、地理的要因などによる人口の偏在性により複式学級が多いな23 

ど、教育環境・機会に課題があることから、非常勤講師等の確保や読書活動支援、情報通信24 

技術の活用、地域・民間団体等と連携した教育環境・学習機会の充実を図る必要がありま25 

す。 26 

 27 

◆施策の方向 28 

  教育機会の公平性については、子どもたちを誰一人取り残すことのないよう、平等な教29 

育機会を提供するとともに、多様な個性、能力に応じた個別最適な教育機会の提供に努め30 

ます。 31 

地理的、経済的要因に左右されず、公平な教育機会を確保するため、次に掲げる施策を推32 

進します。 33 

 34 

 35 
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施策４-(3)-① 離島・へき地における教育環境の充実 1 

◆施策展開 2 

離島・へき地における公平な教育機会の確保に向けて、複式学級の教育環境の充実に向3 

けた支援に取り組みます。 4 

また、小・中学校、高等学校及び特別支援学校の校舎・寄宿舎等の改築・改修など、地域5 

の実情に応じた教育環境の整備に取り組みます。 6 

さらに、高等学校等が設置されていない離島からの進学に伴う通学・居住に要する経費7 

の支援や沖縄県立離島児童生徒支援センター（群星寮）への入寮、離島地域からの教育諸8 

活動に伴う交通費の支援など、家庭の経済的・精神的負担の軽減に取り組みます。 9 

 10 

◆主な取組 11 

 ○複式学級教育環境改善事業 12 

 ○離島読書支援事業の実施 13 

 ○離島児童生徒支援センターの管理運営 14 

 ○離島高校生修学支援事業 15 

 ○学校体育団体補助事業（離島） 16 

 ○青少年文化活動事業（離島） 17 

 18 

◆成果指標 19 

指標名 
基準値

(R3) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

複式学級への非
常勤講師の派遣
割合 

69.0% 83.0％ 91.0％ 
離島・へき地の教育環境充実のた
めには人的支援は不可欠であるこ
とから、この指標を選定する。 

 20 

 21 

施策４-(3)-② 離島・へき地における ICT 等を取り入れた教育環境の整備及び充実 22 

◆施策展開 23 

  離島・へき地の学校における情報通信環境の整備に取り組むほか、教育用 ICT 機器の普24 

及確保に取り組みます。 25 

また、ICT を活用した授業を実践するため、教育の情報化に関する研修等を推進し、教26 

職員等の資質向上に取り組みます。 27 

 28 

◆主な取組 29 

 ○離島・へき地における情報通信環境の整備 30 

 ○ICT 教育研修（離島） 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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◆成果指標 1 

指標名 
基準値

(R2) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

離島高校生の教
育用コンピュー
タ１台当たりの
生徒数 

1.7 人／台 1.0 人／台 1.0 人／台 

一人一台のコンピュータ利用が
可能な環境を整備することによ
り、公平な教育機会が実現できる
ことから、この指標を選定する。 

 2 

 3 

 4 

施策項目４-(4) 学びと生きがいを支える多様な生涯学習環境の充実         5 

◆現状と課題 6 

□ 経済のグローバル化、AI や IoT 等の先端技術による第４次産業革命など、急激な社会7 

変化の中にあって、仕事や生活のあらゆる面において絶えず新しい知識や技術の習得が求8 

められているほか、自己実現や生きがいを学習活動等に求める傾向が強くなっていること9 

から、学びたいときに自発的に学べる環境づくりが課題となっています。 10 

□ 県民の潜在的な学習ニーズに対応するために必要な学習機会及び学習情報を適切に提供11 

するとともにその学習成果が適切に評価される仕組み等を構築するほか、関係機関が連携12 

した生涯学習推進体制の充実に取り組む必要があります。 13 

 14 

◆施策の方向 15 

  生涯を通じて学びたいときにいつでも学ぶことのできる環境を形成し、ライフステージ16 

や置かれている状況によって直面する課題に対応できるよう、次に掲げる施策を推進しま17 

す。 18 

 19 

施策４-(4)-① 生涯学習推進体制の充実 20 

◆施策展開 21 

  県と市町村が設置する生涯学習推進組織の活性化を促し、学習情報の提供や広報活動等22 

に取り組みます。 23 

また、国、高等教育機関等の各種関係機関と更なる連携・協働を図り、人材育成や学習機24 

会を提供できる体制づくりに取り組みます。 25 

 26 

◆主な取組 27 

 ○生涯学習推進組織の活性化 28 

 ○生涯学習情報提供体制の整備 29 

 ○生涯学習推進機関の連携・協働 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 
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◆成果指標 1 

指標名 
基準値

(R2) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

県・市町村におけ

る生涯学習講座

の受講者数 

47,129 
人 

172,000
人 

182,000 
人 

生涯学習推進体制の充実を図ること
により、県及び市町村が実施する生涯
学習講座の受講者数が増加すること
から、この成果指標を選定する。 

 2 

 3 

施策４-(4)-② 生涯学習機会の充実 4 

◆施策展開 5 

  県民の多様化・高度化する学習ニーズに対応するため、各種関係機関が連携・協働しな6 

がら、子どもたちや高齢者、障害者など誰もが生涯にわたり学び続けることができるよう、7 

地域コミュニティを中心とした生涯学習機会の充実に取り組みます。 8 

また、離島や遠隔地等の場所を問わず、学びたいときに自発的に学べる環境づくりに向9 

けて、おきなわ県民カレッジ講座の実施やICT等の技術を活用した遠隔講義配信システム10 

の利用促進等に取り組みます。 11 

さらに、各種関係機関等との連携の下、多様な生涯学習により得られた学習の成果を適12 

正に評価することによって、学習者の意欲を高め、生涯学習による地域づくりの一層の充13 

実に取り組みます。 14 

 15 

◆主な取組 16 

 ○おきなわ県民カレッジ講座の開発・実施 17 

 ○遠隔講義配信システムの充実 18 

 ○おきなわ県民カレッジ奨励賞の授与 19 

 20 

◆成果指標 21 

指標名 
基準値

(R3) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

生涯学習講座の
サテライト施設
数 

11 施設 16 施設 21 施設 

生涯学習講座が受信できる施設数
の増加により、生涯学習機会の充実
が図られることから、この指標を選
定する。 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

                                3 
 本県の地理的特性や歴史過程を経て醸成された独自の伝統文化の継承とともに、多様性と4 

普遍性が共存する新たな文化芸術が創造され、多様な担い手が活躍できる様々な機会及び場5 

が創出されることで、県民の喜びや誇りとし、世界を魅了する沖縄文化の更なる発展を目指6 

します。 7 

文化・芸術活動の担い手が沖縄の多様な文化を継承し、また、県民等が文化・芸術に触れる8 

機会を増やすこと等、沖縄文化の継承・創造と更なる発展を支える環境を拡充することが課9 

題です。 10 

このため、沖縄文化の継承・発展・普及、文化芸術の振興と文化芸術を支える環境づくり、11 

に取り組みます。 12 

 13 

策項目５-(1) 沖縄文化の継承・発展・普及             14 

◆現状と課題 15 

□ 各地域に伝わる祭事等の伝統行事をはじめとする伝統的な生活文化が徐々に失われ、沖16 

縄文化を体感できる環境が減少してきているため、これら伝統行事等の伝承・復元等に向17 

けて取り組む必要があります。 18 

□ 沖縄の先人たちの英知が刻まれた貴重な文化財を適切に保護し、後世に引き継ぐ必要が19 

あります。 20 

 21 

◆施策の方向 22 

  琉球王国時代より培われてきた伝統文化、県内各地の伝統行事及び歴史を保存・継承し、23 

沖縄文化を更に発展させていくため、次に掲げる施策を推進します。 24 

 25 

施策５-(1)-① 文化財の保存・活用等  26 

◆施策展開 27 

  沖縄の先人たちの英知が刻まれた貴重な文化財の適切な保護と保存状態を考慮した効果28 

的な利活用に取り組みます。 29 

無形文化財については、保存会等が行う取組への支援や映像資料・報告書等の記録保存30 

に取り組みます。 31 

また、文化財の新たな指定に向けた調査、米軍基地内を含む埋蔵文化財の各種調査と保32 

存・活用、在外文化財の調査、戦災文化財の復元等を進め、貴重な文化遺産の後世への継承33 

に取り組みます。 34 

  さらに、地域に残る伝統行事等の民俗文化財の調査や映像・文書記録作成等に係る関係35 

機関への支援を通して、伝統文化の保存と継承に取り組みます。 36 

 37 

◆主な取組 38 

 ○民俗文化財の保存・継承 39 

 ○史跡等の保存活用計画策定、整備、買い上げ事業 40 

沖縄文化の保存・継承・創造と更なる発展 主要施策５ 
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 ○組踊等教育普及啓発事業 1 

 ○無形文化財記録作成事業 2 

 ○埋蔵文化財の発掘調査 3 

 ○基地内埋蔵文化財分布調査事業 4 

 5 

◆成果指標 6 

指標名 
基準値

(R2) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

文化財の指定件数 1,434 件 1,464 件 1,494 件 
文化財が適切に保存されることに
より、沖縄文化の継承につながる
ことから、指標として選定する。 

 7 

 8 

施策５-(1)-② 歴史資料の保存・編集・活用  9 

◆施策展開 10 

    沖縄に関する歴史認識・文化意識をより一層深めるため、歴史に関する調査研究、資料収11 

集を行い、ウェブ等を利用して県民等が効果的に資料の活用ができるよう取り組むほか、12 

本県の自然・歴史・文化を網羅した体系的な歴史書「新沖縄県史15」及び琉球王国時代の外13 

交文書集「歴代宝案16」の編集刊行に取り組みます。 14 

 15 

◆主な取組 16 

 ○史料編集事業 17 

 ○琉球王国外交文書等の編集刊行及びデジタル化事業 18 

 19 

◆成果指標 20 

指標名 
基準値

(R3) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

琉球王国交流史・
近代沖縄史料デ
ジタルアーカイ
ブのアクセス数 

0 8,000 件 10,000 件 
ウェブを利用して歴史資料を提供す
ることにより、沖縄文化の継承につな
がることから指標として選定する。 

 21 

 22 

施策５-(1)-③ 首里城に関係する文化財等の保護・復元・収集等 23 

◆施策展開 24 

    世界遺産である首里城正殿遺構については、損傷の状態を的確に把握し、文化庁と連携25 

しながら、保護対策や公開に取り組みます。 26 

また、首里城及び周辺文化財の発掘調査の成果を、最新デジタル技術を活用して発信し27 

                             
15 沖縄県が編纂する、先史から現代までの全時代と自然環境等を対象とした体系的な歴史書。 
16 1424 年から 1867 年までの琉球王国の外交文書集。中国をはじめ朝鮮、東南アジア諸国との交流が記された漢文史料。 
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ます。さらに、関係機関と連携の下、被災した文化財の修復・復元や国内外に所在する琉球1 

王国時代の文化財等の所在調査に取り組みます。 2 

  加えて、首里城を中心とした首里杜地区における円覚寺跡等の計画的な整備や琉球王国3 

のグスク及び関連遺産群の保存や周辺整備を進めます。 4 

 5 

◆主な取組 6 

 ○首里城跡景観整備事業 7 

 ○円覚寺跡三門復元整備事業 8 

 ○首里城正殿遺構の適切な保護及び公開 9 

 ○首里城及び周辺文化財の情報発信 10 

 ○県指定文化財の修復 11 

 ○在外琉球沖縄関連文化財調査 12 

 ○無形文化財工芸技術の保持団体・保存会等の伝承者養成事業の実施 13 

○世界遺産の保存と活用についての協議 14 

 15 

◆成果指標 16 

指標名 
基準値

(R2) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

史跡等への訪問
者数 

1,281,177
人 

2,862,800
人 

3,397,300
人 

琉球王国のグスク及び関連遺産群
の環境を整備することにより、史
跡等への訪問者数の増加につなが
ることから、この指標を選定する。 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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 1 

 2 

                                    3 

教育行政は、学校教育における諸条件の整備・充実を図るとともに、生涯学習社会の実現、4 

文化・スポーツの振興、人材育成等広範な教育施策を総合的に推進し、視点を明確にした、柔5 

軟かつ的確な対応をすることが求められています。 6 

県教育委員会では「新たな振興計画（仮称）」等を踏まえて策定した「沖縄県教育振興基本7 

計画」や「沖縄県立高等学校編成整備計画」、「沖縄県立特別支援学校編成整備計画」等に基づ8 

き、その施策や計画を総合的・効果的に推進します。 9 

また、法律に定められた教育委員会としての責務をしっかり果たすとともに、その機能を10 

十分発揮できるよう各関係機関との連携を図り、教育行政の運営等の改善・充実を図ります。 11 

さらに、教職員がワーク・ライフ・バランスを実現し、心身の健康を保ちながら公務の能率12 

的運営と活力ある教育活動を展開するため、労働環境の充実・活性化に努め、生活の安定と13 

福祉の向上に努めます。 14 

 15 

施策項目６-(1) 効率的・効果的な教育行政の推進              16 

◆現状と課題 17 

□ 本計画に掲げた施策を進めるに当たっては、PDCA サイクルの考え方に基づき、翌年度18 

の具体的な事業を検討する必要があります。 19 

□ 本計画においては、より効率的・効果的な教育政策の企画・立案などを行う観点や、県民20 

への説明責任を果たす観点から、客観的な根拠を重視した行政運営（EBPM）にも留意しつ21 

つ、施策ごとに分かりやすい指標を設定します。 22 

□ そのため教育課題を明確にし、時代の進展に対応できる諸教育施策を推進するとともに、23 

他行政機関等との連携・協力を一層進めていく必要があります。 24 

□ 県教育委員会では、教職員の勤務の実態を踏まえ、業務改善に向けた提言や業務改善の25 

ための様々な取組を進めてきた結果、県立学校における月 80 時間以上の長時間勤務者の割26 

合は減少し、改善がみられています。 27 

□ 県教育委員会が令和２年 11 月に実施した「教職員の業務の効率化に関するアンケート」28 

では、教職員一人ひとりの働き方に関する意識改革が進んでいるものの、「業務の効率化の29 

取組まではできていない」と答えた人の割合が高く、引き続き、学校における働き方改革30 

を推進していく必要があります。 31 

 32 

◆施策の方向 33 

 教育委員会施策に関する地区別協議会、学校訪問等を行い、時代のニーズ、地域のニー34 

ズに対応した、開かれた教育行政の推進を図るとともに教育委員会活動の活性化に取り組35 

みます。また、教育委員会の機能強化に努め、教育現場の課題に迅速かつ的確に対応して36 

いきます。 37 

 さらに、本県教育の振興を図るため、市町村教育委員会との連携を図り、適切な役割分38 

担のもと、効率的・効果的な教育行政を推進します。 39 

 加えて、教員が心身の健康を保ちながら、多様化・複雑化する学校を取り巻く様々な課 40 

新しい時代を展望した教育行政の充実 主要施策６ 
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題に的確に対応しつつ、限られた時間の中で子どもたちと向き合う時間を十分に確保し、1 

教員が本来担うべき業務に専念できるよう、学校における働き方改革を推進します。 2 

 3 

施策６-(1)-① 教育施策推進体制の推進 4 

◆施策展開 5 

□ PDCAサイクルの考え方に基づき、計画に示した施策・事業の進捗状況を的確に把握し、6 

効果や課題を検証し県民への説明責任を果たし、理解と協力を得ながら、教育施策の実現に7 

取り組みます。 8 

□ 教育にかかわる施策は、教育委員会をはじめ、子育て、文化・スポーツの振興、地域づく9 

り、健康、福祉に係るものなど、県の各部局においても横断的に行われています。 10 

□ このため、教育委員会を中心として、関係部局相互の連携をこれまで以上に緊密にして、11 

各施策が相乗的な効果を生み出すように取り組みます。 12 

 13 

◆主な取組 14 

 ○沖縄県教育振興基本計画の推進 15 

 16 

施策６-(1)-② 地域や時代のニーズに対応した教育行政や教育委員会の充実  17 

◆施策展開 18 

 教育委員会制度の目的と精神を踏まえ、教育行政の充実を図ります。また、市町村教19 

育委員会との連携を図り、適切な役割分担のもと、効率的・効果的な教育行政の推進に20 

取り組みます。 21 

 また、地域や時代のニーズに対応した教育行政を推進するため、市町村教育委員会や22 

学校職員との意見交換会に取り組みます。 23 

 24 

◆主な取組 25 

 ○市町村教育委員・教育長研修会の開催 26 

 ○教育委員と学校関係者等との意見交換会の実施 27 

 ○沖縄県教育委員会行財政改革推進会議の開催 28 

 29 

施策６-(1)-③ 学校における働き方改革の推進 30 

◆施策展開 31 

 学校における働き方改革推進のための基本方針に基づく具体的な取組を促進し、教32 

員が授業づくりや子どもたちの指導に専念できる環境を整えるとともに、仕事と家庭33 

の両立を実現できるよう働き方改革に取り組みます。 34 

 また、教員が子どもと向き合う時間を確保できるよう、「沖縄県教職員働き方推進プ35 

ラン」に基づく取組を一層推進し、市町村教育委員会等と連携して、新しい時代の教育36 

に向けた持続可能な学校運営体制の整備や意識改革に取り組みます。 37 

 38 

◆主な取組 39 

○学校における業務の効率化に向けた取組の推進 40 

 ○こころの健康づくり支援事業（再掲） 41 

 42 
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◆成果指標 1 

指標名 
基準値

(R2) 

５年後の 
目標値
(R8) 

10 年後の 
目標値
(R13) 

設定の考え方 

長時間勤務（月 80
時間以上）者の割
合（県立学校） 

2.7% 1.4% 0.0％ 

学校における働き方改革の推進するこ
とにより、厚生労働省が定める労災認定
基準(過労死ライン）である月 80 時間以
上の時間外勤務をなくすことにつなが
ることから、指標として選定する。 

 2 


