
　
生
徒
指
導
に
関
す
る
学
校
・
教
職
員
向
け
の
基
本

書
で
あ
る「
生
徒
指
導
提
要
」が
、２
０
２
２
年
12
月
、

12
年
ぶ
り
に
改
訂
さ
れ
ま
し
た
。
22
年
６
月
に
「
こ

ど
も
基
本
法
」が
成
立
し
、子
ど
も
の
権
利
擁
護
や
子

ど
も
が
意
見
を
表
明
す
る
機
会
の
確
保
等
が
法
律
上

位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
加
え
、い
じ
め
の
重
大
事

案
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
か
か
わ
る
問
題
、性
的
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
な
ど
、生
徒
指
導
の
課
題
が
多
様
化
・

複
雑
化
し
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
の
見
直
し
で
す
。

　
改
訂
に
よ
っ
て
、
生
徒
指
導
は
、
生
徒
主
体
で
あ

る
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
児

童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
」
や
「
こ
ど
も
基
本
法
」

の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
生
徒
指
導
は
、「
児
童
生
徒
が
、

社
会
の
中
で
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
存

在
へ
と
、
自
発
的
・
主
体
的
に
成
長
や
発
達
す
る
過

程
を
支
え
る
教
育
活
動
」
と
定
義
さ
れ
た
の
で
す
。

た
だ
、
生
徒
指
導
を
行
う
際
の
基
本
姿
勢
に
変
わ
り

は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
徒
指
導
は
学
校
だ
け
で
行
う
も

の
で
は
な
く
、
家
庭
や
地
域
、
専
門
機
関
な
ど
と
協

力
し
な
が
ら
、
社
会
全
体
で
生
徒
の
成
長
・
発
達
を

包
括
的
に
支
援
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
今
回
の
「
生
徒
指
導
提
要
」
の
改
訂
で
見
直
さ
れ

た
対
象
の
１
つ
に
、
校
則
が
あ
り
ま
す
。
校
則
の
意

義
や
位
置
づ
け
は
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
ま
し
た
。

◎
児
童
生
徒
が
遵
守
す
べ
き
学
習
上
、
生
活
上
の

生徒のよりよい成長を支える校則の実現に向けて

校則を見直すプロセスに、生徒が主体的に参画する
ことができるようにする。

学校関係者で校則の意義や根拠の共通理解を図りつ
つ、学校の教育目標に照らして校則を定める。

校則の制定後も、学校や社会の変化などを踏まえて、
現状に合う内容か検証し、見直す。

校則に違反した場合は、生徒個々の事情や状況を把
握しつつ、生徒に内省を促すような指導を行う。

学校
危機管理
基 礎 講 座

校
則
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル

テーマ

学
校
で
起
こ
り
得
る
危
機
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
備
え
を
し
て
お
く
べ
き
か
。
事
故
や
災
害
な
ど
が
発
生
し
た
ら
、

被
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
た
め
に
ど
う
対
応
す
れ
ば
よ
い
の
か
。学
校
の
危
機
管
理
に
つ
い
て
研
究
す
る
坂
田
仰た

か
し

教
授
が
解
説
す
る
本
コ
ー
ナ
ー
。第
12
回
は
、校
則
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

12
年
ぶ
り
に「
生
徒
指
導
提
要
」を
改
訂
。

生
徒
主
体
の
生
徒
指
導
が
明
示
さ
れ
る

日本女子大学
教職教育開発センター
教授　坂田 仰

たかし

大阪府の公立高校に勤務後、東
京大学大学院法学政治学研究科
公法専攻博士課程単位取得退
学。1996 年、日本女子大学に
赴任。専門は、憲法学、公教育
制度論。2021 年９月に『新訂
第４版 図解・表解教育法規』（共
著、教育開発研究所） を出版。

解説者

生
徒
・
教
師
・
保
護
者
が
話
し
合
い
、

校
則
の
趣
旨
の
共
通
理
解
と
合
意
形
成
を
図
る
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お
勧
め
の
分
掌
▼

管
理
職

教
務
担
当

進
路
担
当

学
年
団

担
任

規
律
。

◎
児
童
生
徒
が
健
全
な
学
校
生
活
を
送
り
、
よ
り

よ
く
成
長
・
発
達
し
て
い
く
た
め
に
設
け
ら
れ

る
も
の
。

◎
各
学
校
が
教
育
基
本
法
等
に
沿
っ
て
教
育
目
標

を
実
現
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
児
童
生
徒

の
発
達
段
階
や
学
校
・
地
域
の
状
況
、
時
代
の

変
化
等
を
踏
ま
え
て
、
最
終
的
に
は
校
長
に
よ

り
制
定
さ
れ
る
も
の
。

◎
学
校
教
育
に
お
い
て
社
会
規
範
の
遵
守
に
つ
い

て
適
切
な
指
導
を
行
う
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、

学
校
の
教
育
目
標
に
照
ら
し
て
定
め
ら
れ
る
校

則
は
、
教
育
的
意
義
を
有
す
る
。

　
制
定
や
見
直
し
の
手
続
き
に
関
す
る
要
件
も
例
示

さ
れ
ま
し
た
（
図
）。
校
則
の
あ
り
方
は
法
令
上
の

規
定
が
な
く
、制
定
の
権
限
は
校
長
に
あ
り
ま
す
が
、

制
定
や
見
直
し
に
あ
た
っ
て
は
、
生
徒
会
や
保
護
者

会
な
ど
で
校
則
に
つ
い
て
確
認
・
議
論
す
る
機
会
を

設
け
、
生
徒
や
保
護
者
な
ど
、
学
校
関
係
者
の
意
見

を
聞
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
て
い
ま
す
。
特
に
生

徒
の
参
画
は
、
校
則
の
意
義
を
理
解
し
、
自
ら
守
ろ

う
と
す
る
意
識
の
醸
成
に
つ
な
が
る
こ
と
と
し
て
重

視
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
教
師
間
で
も
話
し
合

い
、何
の
た
め
の
校
則
か
、根
拠
を
含
め
て
説
明
で

き
る
よ
う
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。そ
し
て
、少
数
派

の
意
見
も
尊
重
し
つ
つ
、生
徒
の
能
力
や
自
主
性
を

伸
ば
す
も
の
と
な
る
よ
う
配
慮
し
て
制
定
し
ま
す
。

　
校
則
の
運
用
に
も
言
及
し
て
い
ま
す
。制
定
後
は
、

制
定
の
根
拠
と
と
も
に
、
学
校
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な

ど
で
公
開
し
、
生
徒
や
保
護
者
、
地
域
な
ど
の
学
校

関
係
者
が
参
照
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
一
定

期
間
が
過
ぎ
た
ら
、現
状
に
即
し
た
も
の
か
、検
証・

見
直
し
を
図
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

　
校
則
違
反
が
あ
っ
た
際
に
は
、
違
反
に
至
っ
た
背

景
な
ど
、
生
徒
個
々
の
事
情
や
状
況
を
把
握
し
、
生

徒
に
内
省
を
促
す
指
導
を
行
い
ま
す
。
そ
う
し
た
指

導
は
既
に
実
践
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
校
則

の
遵
守
の
み
を
生
徒
に
求
め
て
い
な
い
か
、
改
め
て

教
師
間
で
意
識
を
共
有
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
生
徒
主
体
で
校
則
を
見
直
す
こ
と
は
、
生
徒
に

と
っ
て
身
近
な
問
題
を
自
ら
解
決
す
る
と
い
っ
た
教

育
的
意
義
が
あ
る
の
は
確
か
で
す
。
保
護
者
や
地
域

の
参
画
も
、
社
会
全
体
で
生
徒
の
成
長
を
支
援
す
る

と
い
う
「
生
徒
指
導
提
要
」
の
趣
旨
に
合
致
し
て
い

ま
す
。
た
だ
、
危
機
管
理
の
視
点
で
考
え
る
と
、
生

徒
も
保
護
者
も
価
値
観
が
多
様
化
し
て
い
る
中
、
資

質
・
能
力
や
成
熟
度
な
ど
が
様
々
な
生
徒
の
話
し
合

い
に
よ
っ
て
、
誰
も
が
納
得
す
る
意
見
の
一
致
が
見

ら
れ
、
学
校
の
ル
ー
ル
を
確
立
で
き
る
の
か
と
い
っ

た
点
に
は
疑
問
が
残
り
ま
す
。

　
校
則
は
、
生
徒
指
導
の
方
針
・
基
準
を
生
徒
に
示

す
も
の
で
す
。「
生
徒
指
導
提
要
」
に
は
、
校
則
は

最
終
的
に
は
校
長
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
も
の
と
あ

り
、
最
高
裁
判
所
の
校
則
に
関
す
る
判
例
で
も
、
教

育
目
標
の
実
現
の
観
点
か
ら
、
校
長
が
最
終
決
定
す

る
こ
と
を
支
持
し
て
い
ま
す
。
学
校
の
実
情
に
合
わ

せ
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
生
徒
の
主
張
に
そ
ぐ
わ
な

い
こ
と
で
も
、
校
長
が
校
則
を
制
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

図　 校則を見直す視点と、見直しのプロセス（例）

教
育
目
標
や
学
校
の
実
情
に
照
ら
し
て
、

校
長
が
最
終
判
断
す
る
場
合
も

校則を見直す視点
•学校や地域の状況、社会の変化等を踏まえて、その意義を適切に説明で
きるか
•学校の教育目標に照らして適切な内容か
•現状に合う内容に変更する必要はないか
•本当に必要なものか
•不要に行動が制限されるなど、マイナスの影響を受ける生徒がいないか

見直しのプロセス（例）
❶生徒会や学級会で生徒同士で議論したり、アンケートなどで意見を聴取
したりして、見直したい校則を洗い出す

❷生徒の議論を踏まえ、教師間で議論（根拠も含めて、校則の意義を説明
できるようにする）

❸生徒・教師で校則の原案を作成・検討
❹保護会などで、保護者の意見を聴取（適宜、学校評議会や地域の意見も
聴取）

❺生徒・学校・保護者の意見をすり合わせ、校則を制定（最終的には校長
が制定）

❻制定した校則を、その根拠とともに、学校のウェブサイトなどで公開
※文部科学省「生徒指導提要（改訂版）」、坂田教授の取材を基に編集部で作成。
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