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第３回幼保小連携に関わる調査＜アンケート調査（教職員用）＞ 結果 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ１ 「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 

等に示された「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」について理解していま 

すか。  

   ＜幼児教育施設＞           

  

 

 

 

 

     第１回調査         第２回調査        第３回調査 

 

 

 

＜小学校＞ 

 

 

 

 

 

第１回調査          第２回調査        第３回調査 

  

 

 

 

 

■理解している ■おおむね理解している ■あまり理解していない ■全く理解していない 

資料 1 

 

〇第１回幼保小連携に関わる調査＜アンケート調査（教職員用）＞（令和４年度分） 
 令和５年３月に実施  幼児教育施設職員１７４名、小学校職員１３５名 

〇第２回幼保小連携に関わる調査＜アンケート調査（教職員用）＞（令和５年度分） 
  令和５年１２月に実施 幼児教育施設職員１５０名、小学校職員１７０名 

〇第 3 回幼保小連携に関わる調査＜アンケート調査（教職員用）＞（令和 6 年度分） 
  令和 6 年１２月に実施 幼児教育施設職員１６５名、小学校職員１７２名 

 
 

■理解している ■おおむね理解している ■あまり理解していない ■全く理解していない 
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Ｑ２ 幼保小の合同会議や園内・所内・校内の研修会等の中で、「幼児期の終わりまでに育

ってほしい姿」が話題になることがありますか。  

＜幼児教育施設＞                    

 

 

 

 

 

       第１回調査         第２回調査        第３回調査 

 

 

＜小学校＞ 

 

 

 

 

 

第１回調査         第２回調査         第３回調査 

 

 

 

 

Ｑ３ 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」から見たとき、次の１０の姿について、 

どのように感じていますか。当てはまるものを１つ選択してください。 

※幼児教育施設は令和 5 年度卒園児（第２回調査）、小学校は令和 6 年入学児童（第３回調査） 

１）健康な心と体            ２）自立心 

 

 

 

 

 

<幼児教育施設>    ＜小学校＞       <幼児教育施設>    ＜小学校＞     

 

 

 

■よく話題になる ■ときどき話題になる ■あまり話題にならない ■全く話題にならない 

■よく話題になる ■ときどき話題になる ■あまり話題にならない ■全く話題にならない 



3 

 

 

３）協同性               ４）道徳性・規範意識の芽生え 

 

 

 

 

 

<幼児教育施設>    ＜小学校＞       <幼児教育施設>    ＜小学校＞ 

 

 

５）社会生活との関わり         ６）思考力の芽生え 

 

 

 

 

 

<幼児教育施設>    ＜小学校＞       <幼児教育施設>    ＜小学校＞ 

 

 

７）自然との関わり・生命尊重       ８）数量や図形・標識や文字などへの関心・感覚 

 

 

 

 

<幼児教育施設>    ＜小学校＞       <幼児教育施設>    ＜小学校＞ 

 

 

９）言葉による伝え合い          10）豊かな感性と表現 

 

 

 

 

 

<幼児教育施設>    ＜小学校＞       <幼児教育施設>    ＜小学校＞ 

 

 

■よく育っていると感じた ■おおむね育っていると感じた ■課題を感じた 
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Ｑ４ 「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」及

び「小学校学習指導要領」では、育てたい「資質・能力」の３つの柱を示しています。 

その３つの柱について理解をしていますか。 

   ＜幼児教育施設＞              

 

 

 

 

 

     第１回調査         第２回調査        第３回調査 

 

 

 

＜小学校＞ 

 

 

 

 

 

    第１回調査        第２回調査          第３回調査 

 

 

 

 

Ｑ５ Ｑ４の３つの柱について、園内や校内の研修会等で話題になることはありますか。 

   ＜幼児教育施設＞               

 

 

 

 

 

第１回調査         第２回調査          第３回調査 

 

 

■理解している ■おおむね理解している ■あまり理解していない ■全く理解していない 

■よく話題になる ■ときどき話題になる ■あまり話題にならない ■全く話題にならない 

■理解している ■おおむね理解している ■あまり理解していない ■全く理解していない 
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＜小学校＞ 

 

 

 

 

 

第１回調査         第２回調査         第３回調査 

 

 

 

Ｑ６ 小学校の授業参観に参加したことがありますか。                 

  ＜幼児教育施設＞               

 

 

 

 

 

     第１回調査        第２回調査         第３回調査 

 

 

 

Q７ 幼稚園・保育園・こども園の保育の様子を参観したことがありますか。 

＜小学校＞ 

 

 

 

 

 

第１回調査        第２回調査         第３回調査 

 

 

 

 

 

■よくある ■たまにある ■めったにない ■まったくない 

■よく話題になる ■ときどき話題になる ■あまり話題にならない ■全く話題にならない 

■よくある ■たまにある ■めったにない ■まったくない 
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Ｑ８ 小学校の職員と一緒に研修をしたことがありますか。     

＜幼児教育施設＞               

 

 

 

 

 

    第１回調査          第２回調査        第３回調査 

 

 

 

 

Ｑ９ 幼稚園・保育園・こども園の職員と一緒に研修したことがありますか。 

＜小学校＞ 

 

 

 

 

 

 

第１回調査         第２回調査         第３回調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■よくある ■たまにある ■めったにない ■まったくない 

■よくある ■たまにある ■めったにない ■まったくない 
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第３回幼保小連携に関わる調査＜アンケート調査（管理職用）＞ 結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 小学校教育との接続を意識した保育・教育課程の編成や保育・指導計画の作成を行い

ましたか。 

  ＜幼児教育施設＞ 

 

 

 

 

 

 

     第１回調査         第２回調査          第３回調査 

 

 

Q２ 小学校と協同して、接続を意識したカリキュラムの編成し、実施しましたか。 

  ＜幼児教育施設＞ 

 

 

 

 

 

 

     第１回調査         第２回調査                 第３回調査 

 

 

 

■よく行った ■少し行った ■全く行っていない 

■編成も実施も行った ■編成はしたが実施はしていない ■編成も実施もしていない 

資料 2 

〇第１回幼保小連携に関わる調査＜アンケート調査（管理職用）＞（令和４年度分） 
 令和５年３月に実施  幼児教育施設 １４園、小学校 ９校  

〇第２回幼保小連携に関わる調査＜アンケート調査（管理職用）＞（令和５年度分） 
  令和５年１２月に実施 幼児教育施設 １４園、小学校 ９校 

〇第 3 回幼保小連携に関わる調査＜アンケート調査（管理職用）＞（令和 6 年度分） 
  令和 6 年１２月に実施 幼児教育施設 １４園、小学校 ９校 
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Q３ 接続期カリキュラムを編成していますか。 

   ＜小学校＞ 

  

 

 

 

 

 

     第１回調査         第２回調査       第３回調査 

 

 

Q4 小学校のスタートカリキュラム作成に関して、幼稚園・保育園・認定こども園の職員

が助言・協力を行いましたか。 

  ＜幼児教育施設＞ 

 

 

 

 

 

 

第１回調査          第２回調査       第３回調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■作成している ■作成していない  

■行った ■行っていない  
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Q5 （小学校区において）幼稚園・保育園・認定こども園と小学校の職員の合同研修会は行

われましたか。 

  ＜幼児教育施設＞             

 

 

 

 

 

 

    第１回調査          第２回調査        第３回調査 

 

＜小学校＞ 

 

 

 

 

 

 

     第１回調査                  第２回調査         第３回調査 

 

 

Q6 （小学校区の）小学校の教員から、幼稚園・保育園・認定こども園の年長児の活動に関

して助言・協力を行われましたか。 

  ＜幼児教育施設＞              

 

 

 

 

 

 

     第１回調査         第２回調査              第３回調査 

 

 

 

■行われた ■行われていない  

■行われた ■行われていない  

■行われた ■行われていない  
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Q7 （小学校区において）幼稚園・保育園・認定こども園の園児と小学校の児童の交流活動

はありますか。 

＜幼児教育施設＞            

 

 

 

 

 

    第１回調査          第２回調査        第３回調査 

 

＜小学校＞ 

 

 

 

 

 

 

第１回調査         第２回調査               第３回調査 

 

Q8 （小学校区において）小学校の授業参観を行っていますか。 

    ＜幼児教育施設＞             

 

 

 

 

 

     第１回調査         第２回調査       第３回調査 

 

 

 

 

 

 

 

■ある ■ない  

■行っている ■行っていない  

■ある ■ない  
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Q9（小学校区において）幼稚園・保育園・認定こども園の授業参観を行っていますか。 

＜小学校＞ 

 

 

 

 

 

第 1 回調査          第２回調査              第３回調査 

                

 

Q10 幼保小連携のための分掌を設置していますか。 

  ＜幼児教育施設＞           

 

 

 

 

 

     第１回調査         第２回調査        第３回調査 

 

 

＜小学校＞ 

 

 

 

 

 

 

第１回調査         第２回調査        第３回調査 

  

■設置している ■設置していない 

■設置している ■設置していない 

■行っている ■行っていない  
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第３回幼保小連携に関わる調査＜実態調査（管理職用）＞ 結果 

 

 

 

 

 

 

 

１ 小学校区における取組みについて 

＜幼児教育施設＞              

    各取組みを実施した園数（園）      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学校＞ 

各取組みを実施した校数（校） 

 第１回 第２回 第３回 

A：園児と児童の交流 ４校 ７校 8 校 

B：職員同士の研修や合同会議 ９校 ９校 9 校 

C：地域の行事等に参加 ２校 １校 1 校 

D：学校参観、園参観 ７校 ９校 9 校 

E：小学校実習・園実習 １校 ９校 9 校 

F：その他 ６校 ３校 3 校 

    

 

 

 

 

 

 第１回 第２回 第３回 

A：園児と児童の交流 ５園 10 園 11 園 

B：職員同士の研修や合同会議 14 園 13 園 13 園 

C：地域の行事等に参加 １園 2 園 1 園 

D：学校参観、園参観 10 園 14 園 14 園 

E：小学校実習・園実習 １園 11 園 11 園 

F：その他 ５園 3 園 3 園 

資料３ 

 

〇第１回幼保小連携に関わる調査＜実態調査（管理職用）＞（令和４年度分） 

 令和５年３月に実施  幼児教育施設 １４園、小学校 ９校  
〇第２回幼保小連携に関わる調査＜実態調査（管理職用）＞（令和５年度分） 

  令和５年１２月に実施 幼児教育施設 １４園、小学校 ９校 
〇第 3 回幼保小連携に関わる調査＜実態調査（管理職用）＞（令和 6 年度分） 

  令和 6 年１２月に実施 幼児教育施設 １４園、小学校 ９校 
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２ 小学校と園の合同会議 

 ＜構成員について＞ 

 ・小学校は、教頭、教務主任、１年生担任が多い。 

 ・幼児教育施設については、園長、主任、５歳児の担任が多い。 

＜内容について＞ 

 ・園や小学校の参観を行った後、こどもの姿をもとに意見交流 

 ・園の様子を踏まえた個別の援助の仕方 

 ・園や小学校の教育・保育の方針 

 ・小学校区で育成したい資質・能力 

 

３ 成果と課題についての意見（〇成果 ●課題） 

 ＜幼児教育施設職員の意見＞ 

〇 校区で行われている保育の様子を交流したことは、掃除道具の使い方、雑巾絞り、給

食のマナーなど自園での実践を見直すことにつながった。 

〇 合同会議や参観を通して、小学校の様子を動画で参観したことで、幼児教育と小学校

教育のつながりを知ることができた。 

 〇 参観は、園内活動や保育士の支援の仕方、こどもの実態、保育士の思いも小学校教員

に理解してもらうよい機会になった。 

 〇 園児たちが小学校へ行く機会が増え、小学校を実際に目で見て知ることにより、不安

がある子は和らぐように感じた。 

 〇 今年度は参観が年 2 回になったことで、こどもたちの成長がみられるのではないかと

期待している。 

 〇 昨年度の１，２，３月の振り返りシートにより、新 1 年生の実践効果が高まっていく。

言葉で残すことが良い。 

 〇 小学校の見学、交流をすることで、こどもたちは安心感をもつことができた。 

 ● 実際に体験していただいた感想や考えを聞く機会がなく、小学校の思いやどんな事が

・「A：園児と児童の交流」は、昨年同様、生活科で１年生と交流したり、高学年が学

校を案内したりする活動が実施された。 

・「B：職員同士の研修や合同会議」は、全小学校区で実施されていた。今年度は、モ

デル小学校区の発表やカリキュラムを参考に、お互いの教育・保育についての理解

を深める内容や、こどもの姿についての交流が行われた。 

・「D：学校参観、園参観」では、すべての小学校で、園職員が小学校の授業を見に行

く機会が設けられた。 

・「E：小学校実習・園実習」は、市の取り組みで小学校教員による園実習が行われた

ため、小学校は実施学校数が９校になっている。 
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課題になっているかなどの情報が少ない。 

 ● 園実習においては今年度 2 年目であったが、学校側は職員数も多く市外から異動の教

員もいて、昨年度からの引継ぎも難しいようで昨年度と同じ話をさせていただいた。

園側も年長児担任は昨年度と異なる職員のため、再度連携について話し合いを行った。

これから少しずつ、学校全体・園全体で共有し、お互いの職員全体で認識を高めてい

きたいと思った。 

 ● 10 の姿を基にこども一人ひとりの育ちを大切に保育をしているが、幼保小連携の取

組みとしては、小学校の提案に参加させてもらうのみで園として特別な活動の取組み

はできていない。 

 

＜小学校職員の意見＞ 

 〇 すべての学級担任が、実習または参観を実際にしたことで、園児の実態・園での指導

援助について知り、より関心が高まった。また、「幼児期の終わりまでに育ってほし

い姿（10 の姿）」を、園児や小学校 1 年生の具体的な姿をイメージしながら理解でき

るようになってきた。 

〇 校区内の３園とは関わりが深くなり、やり取りを行うハードルが低くなってきた。児

童について心配なことや、現状などを連携協議会の場だけでなく、日常の中でもやり

取りができるようになってきた。 

 〇 園児に小学校に来てもらい、一緒に遊んだり小学校の様子を感じたりしてもらうこと

で、児童は保育園の子のために意欲的に準備を進めていた。 

 〇 授業参観及び保育実習を実施して今年で２年を迎えるが、本年度は実習職員に中央小

学校区におけるテーマを予め指導しての実施であっため、各職員が目的意識をもって

臨むことができた。 

 〇 小学校区の合同会議を６月と１２月に行ったことで、児童の実態をもとに「小学校区

で期待するこども像」や「重点をおく期待する１０の姿」を明確にすることができ、

来年度からの方向性を定めることができた。 

● １年生担任、幼小保担当、管理職の限られた人員で架け橋期カリキュラムを作成して

おり、他学年の担任と理解の深度に差がある。 

 ● １年生で授業形態や一日の流れが変わることによるギャップを埋めていくために、今

後もこのような交流を続けながら何ができるか考えていく必要がある。 

 ● 市教委の先生方に声を掛けていただいたり、予定をすり合わせていただいたりしたの

で、会議を位置付けられたが、保育園と小学校の担当者だけで、予定を合わせたり、

会議を進めたりしていくのは難しい。 

 ● 研究推進や職員研修の中に位置付けて、全職員での共有を図ったが、1 年生担任以外

は、やはり他人事であり、全校的な動きを作り出すまでにはいかない。 
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令和６年度 幼保小連携に関わる小学校区における実態調査 

 

園・小学校名            

                          担当者名            

 １ 小学校（※）区における取組みについて            ※義務教育学校前期を含む 

  〇 今年度の実施した取組み（予定も含む）について記入して下さい。 

実施月 場所 形態 内容 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

   ＜形態＞  

A：園児と児童の交流 B：職員同士の会議や合同研修 C：地域の行事等に参加   

D：学校参観、園参観 E：小学校実習・園実習    Ｆ：その他 

 

２ 小学校区の合同会議（引継ぎなども含む）について 

  （１）幼保小の合同会議を実施しましたか。実施した場合は回数も答えてください。 

     ア （   ）回実施した  イ 実施しなかった   

   

（２）（１）で実施したと答えた場合、構成員と内容を教えてください。 

   ＜構成員＞ 

    小学校 （                            ） 

     園  （                            ） 

   ＜内 容＞ 

       

 

 ３ 成果と課題 （〇成果 ●課題） 

  〇 

 

  ● 

＜参考：調査用紙＞ 



                令和７年１月１７日 

 

羽島市教育委員会 

教育長 森 嘉長 様 

 

羽島市幼保小連携推進協議会 

委員長 西川 正晃 

 

 

羽島市における幼保小の連携のあり方について（答申） 

 

令和５年１月１３日付けで諮問のありました羽島市における幼保小の連携

のあり方について下記のとおり答申します。なお、本協議会での審議内容を「報

告書」として別冊にまとめましたので、併せて提出します。 

 

記 

 

答申 

 （１）学びの連続性に配慮した幼保小の連携のあり方について 

  ・幼保小の職員が互いの教育・保育への理解を深めた上で、幼児教育を踏

まえた小学校教育を実施することが求められる。 

・小学校区ごとに期待するこども像を描き、幼保小が協働して「架け橋期

のカリキュラム」を作成する必要がある。 

・「架け橋期のカリキュラム」を持続させていくために、各小学校区で評価・

改善を行う体制づくりを行うことが大切である。 

 

 

 （２）生涯にわたる学びや生活の基盤を培う幼児教育のあり方について 

・各幼児教育施設が、遊びを通して学びを深めていくことを大切にする。

さらに、各幼児教育施設で教育・保育の質を向上させるための研修を継

続的に実施していくことが求められる。 

・幼児教育の意義や、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」について小

学校教員、保護者、地域の住民に周知し、社会に開かれた幼児教育施設

にすることが必要である。 

 

（案） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

「羽島市における幼保小の連携のあり方」についての報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１月１７日 

羽島市幼保小連携推進協議会 
 

 

（案） 



 

 

１ 審議経過 

 本委員会は、諮問を受けて審議するにあたり、まず次のことを各委員が確認した。 

 〇小学校と幼児教育施設での、互いの教育・保育に対する理解を深めることが幼

保小連携の土台になる。 

 〇「幼保小の架け橋プログラム」（文部科学省）に沿って、各小学校区における

「架け橋期のカリキュラム」を作成する。 

 〇幼保小連携について、モデル小学校区での実践をもとに、保護者啓発用資料「幼

保小架け橋プラン」に反映していく。 

 

  本委員会では、毎年度、幼児教育施設及び小学校・義務教育学校の職員向けの

「幼保小連携に関わる調査」を行い、幼保小連携の実態や進捗状況を把握すると

ともに、堀津小学校区におけるモデル小学校区での実践を通して「幼保小連携の

あり方」「幼児教育のあり方」について審議をした。 

  

 

２ 諮問事項１  

学びの連続性に配慮した幼保小の連携のあり方について 

（１）幼保小連携の全国及び県全体の状況 

 文部科学省では、幼児期からのつながりのある教育の実現を目的とした「幼保小

の架け橋プログラム」を採択・推進している。「幼保小の架け橋プログラム」は、

こどもに関わる大人が立場を越えて連携し、架け橋期（義務教育開始前後の５歳児

から小学校 1年生の２年間）にふさわしい主体的・対話的で深い学びの実現を図り、

一人ひとりの多様性に配慮した上で全てのこどもに学びや生活の基盤を育むこと

を目指している。 

岐阜県では、令和４年３月に、「岐阜県幼児教育アクションプラン」を改訂し、

基本方針を「『つなぐ・高める・支える』幼児教育の推進」とした。そして、令和

４年度より、文部科学省の「幼保小の架け橋プログラムに関する調査研究事業」を

受託し、北方町、可児市、土岐市、飛騨市で、幼保小の連携・協働による架け橋プ

ログラムの開発・実践に取り組んだ。同７年３月には、研究成果として接続期カリ

キュラム開発シートや各地区の接続期カリキュラム等をまとめた教職員向け研修

資料が作成された。 

以上のような取り組みを通し、各地区の実態に即した、独自性のある「～市町村

版（～園・～学校版）接続期カリキュラム」の開発が推進されている。 

 

（２）羽島市の現状 

 羽島市では令和４年度に羽島市幼保小連携推進協議会を設置し、幼児教育と小学

校教育の接続のあり方、幼児期の教育のあり方等に関する事項の調査及び審議を行

ってきた。審議内容を整理する中で、羽島市の現状から以下のような２点の課題が

明確になった。 

①幼児教育および小学校教育への理解の状況 

図１のように「幼児期の終わりまでの育ってほしい姿（１０の姿）」（※１）

について調査を行ったところ、第１回調査 （令和５年３月）では、「理解し

ている」「おおむね理解している」を合わせた割合が、小学校教員・義務教育



 

 

 

学校前期課程教員（以下、「小学校教員」と呼ぶ）では３割未満であった。 

令和５年度より、全小学校区・義務教育学校前期課程校区（以下、「小学校

区」）において園・小学校・義務教育学校前期課程（以下、「小学校」）による

相互の参観を実施したり、保育園・認定こども園において小学校教員による

園実習を実施したりしたことで、小学校教員では「理解している」「おおむね

理解している」を合わせた割合が、第２回調査（５年１２月）は５割、第３

回調査（６年１２月）は７割を上回った。 

 
（※１）「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（１０の姿）」とは、 

①健康な心と体 ②自立心 ③協同性 ④道徳性・規範意識の芽生え  

         ⑤社会生活との関わり ⑥思考力の芽生え ⑦自然との関わり・生命尊重 

 ⑧数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚 ⑨言葉による伝え合い 

⑩豊かな感性と表現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 各園・小学校教員への、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（１０の姿）」について理解しているか 

（第１回調査 令和５年３月・第２回調査 同５年１２月・第３回調査 同６年１２月） 

 

幼児教育施設（幼稚園・保育園・認定こども園） 

■理解している ■おおむね理解している ■あまり理解していない ■全く理解していない 

第１回調査    第２回調査    第３回調査    

小学校・義務教育学校前期課程    

 ■理解している ■おおむね理解している ■あまり理解していない ■全く理解していない 

第１回調査    第２回調査    第３回調査    



 

 

②幼保小が協働して作成した「架け橋期のカリキュラム」（※２） 

「架け橋期のカリキュラム」の作成に関する調査では、第１回は９校中３

校の小学校で「架け橋期のカリキュラム」が作成されていたが、園の指導計

画作成や小学校の「架け橋期のカリキュラム」の作成については、互いに協

働して行っている小学校区が少ない現状があった。 

このことから、各小学校区において、幼保小が連携してこどもを育ててい

く環境が不十分であるため、各小学校区で話し合い、こどもの実態をもとに

「架け橋期のカリキュラム」を整えていく必要がある。 

 
（※２）幼児期の学びを踏まえた小学校教育への接続を行うための５歳児から、小

学１年生までの２年間の「架け橋期のカリキュラム」 

 

（３）審議結果 

 〇幼保小の職員が互いの教育・保育への理解を深めた上で、幼児教育を踏まえ 

た小学校教育を実施することが望まれる。 

幼児教育を踏まえた小学校教育を実施し学びの連続性を確保する上で、こ

れまで以上に幼保小の職員が互いの教育・保育への理解を深めていく必要が

ある。そのために、小学校区ごとに相互の参観や合同会議等を継続的に実施

したり、幼保小の連携担当者会議等を行ったりすることで、互いの教育・保

育への理解を深めていく。 

 

〇小学校区ごとに期待するこども像を描き、幼保小が協働して「架け橋期のカ 

リキュラム」を作成する必要がある。 

羽島市には９つの小学校区があり、それぞれ地域の実情や小学校の規模が

異なるため、小学校区によってこどもの実態や、期待するこども像に違いが

ある。 

そこで、羽島市では、「幼保小の架け橋プログラム」を活用して、各小学校

区において「架け橋期のカリキュラム」を作成していく。その際、こどもの

実態を把握した上で、小学校区で協働して作成することが大切である。 

令和６年度は、堀津小学校区において、「架け橋期のカリキュラム」のモデ

ルを示した。年度末には、各小学校区で堀津小学校区の取り組みを参考に、

「架け橋期のカリキュラム」を作成し、７年度はカリキュラムに沿って実践

をしていく。 

 

〇「架け橋期のカリキュラム」を持続させていくために、各小学校区で評価・

改善を行う体制づくりを行うことが大切である。 

「架け橋期のカリキュラム」を持続させていくためには、小学校区の合同

会議の中で、幼保小が協働して毎年度、評価・改善を行っていくことが大切

である。 

令和６年度、モデル小学校区である堀津小学校区では、合同会議の際に「幼

児期の終わりまでに育ってほしい姿（１０の姿）」を共通の視点としてこど

もの姿を捉え、振り返りシートを用いて、期待するこども像につながる教育・

保育になっているかを話し合った。 



 

 

このように、合同会議等で評価・改善していく体制をつくり、こどもの実

態に合わせてカリキュラムを持続させていく。 

 

３ 諮問事項２  

生涯にわたる学びや生活の基盤を培う幼児教育のあり方について 

（１）幼児教育で育つ力 

①幼児期の教育 

平成１８年に教育基本法が改正され「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ものである」と明記された。 

幼児教育は、小学校教育の先取りではなく、幼児が主体的に遊び、楽しさ

や面白さを感じる中で、自ら気付いたり考えたりすることなどを大切にして

いる。こうして遊びこむ過程で育まれる資質・能力は、小学校での学習意欲

や生活態度の基礎となる「学びに向かう力」となる。 

    

②「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（１０の姿）」 

平成２９年に告示された「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携

型認定こども園教育・保育要領」のいずれにも、幼児期において育みたい資

質・能力及び「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（１０の姿）」が明示さ

れた。 

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（１０の姿）」は、幼児が園での遊

びを通した学びの中で育ってきている姿を具体的に表したものである。 

 

③幼児教育と小学校教育の違い 

幼児教育と小学校教育では、発達の段階だけでなく、1 日の流れや指導方

法等に違いがある。特に、大きな違いとして目標に対する捉え方がある。小

学校教育が各教科・領域ごとの到達目標（～ができる、～が分かる）である

一方、幼児教育は遊び自体が目標（～を感じる、～を味わう、～を楽しむ）

であり、遊びを通してこどもたちは総合的に学んでいく。 

 

（２）羽島市内の幼児教育の現状について 

①羽島市の幼児教育施設（幼稚園・保育園・認定こども園） 

羽島市には、表１のとおり、１４の幼児教育施設があり、各園の特色を生

かした幼児教育が行われている。 

公立幼稚園 西部幼稚園 

私立幼稚園 はしま西幼稚園、羽島幼稚園 

私立保育園 
足近保育園、小熊保育園、竹鼻保育園 

江吉良保育園、堀津保育園、中島保育園 

私立幼保連携型認定こども園 
まさきこども園、ひかり泉こども園 

くわばらこども園 

私立保育所型認定こども園 福寿こども園、桜花こども園 

 表１ 羽島市の幼児教育施設 



 

 

②各園の幼児教育の充実に向けた取り組み 

幼児教育施設ごとに、職員で「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(１０

の姿）」について、具体的に共通理解を図ったり、外部に教育・保育を公開し

て参観・研修する場を設けたりするなど、幼児教育の見直し改善を図り、質

の向上を図っている。 

さらに、小学校区の合同会議や市の連携担当者会議等で他の幼児教育施設

と教育・保育について交流したり、園での教育・保育が小学校での学びにど

のように繋がっていくのかを理解したりすることが、市の幼児教育のさらな

る充実につながる。 

 

（３）審議結果  

〇各幼児教育施設が、遊びを通して学びを深めていくことを大切にする。 

各幼児教育施設で教育・保育の質を向上させるための研修を継続的に実施し 

ていくことが大切である。 

現在、市内の各幼児教育施設で行われているように、遊びを通して学びを

深めていくことが必要である。 

遊びを通して学ぶために、自分から興味をもって環境に主体的に関わりな

がら、様々な遊びを繰り返し、充実感や満足感を味わう経験を重ねていくこ

とが必要である。そのために、各園ではこどもが主体性を十分に発揮して展

開する遊びを通して、望ましい方向に向かって幼児の発達を促すようにする

ことが大切である。  

また、各小学校区で作成される「架け橋期のカリキュラム」について、合同

会議で評価・改善していくことで、小学校教育を見据えた指導を明らかにし

ていく。 

 

〇幼児教育の意義や、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（１０の姿）」につ

いて小学校教員、保護者、地域の住民に周知し、社会に開かれた幼児教育施設

にすることが必要である。 

これまでの取り組みを踏まえ、羽島市全体の「幼保小架け橋プラン（※３）

を作成し、市内の保護者に配付したり、市内各関係施設に置いたりするだけ

でなく、実際のこどもの姿を見てもらうための公開保育なども積極的に行い、

保護者や地域住民にも理解してもらえるように進めていく。 

また、社会に開かれた幼児教育施設にすることで、小学校で幼児期の教育

を踏まえた指導が受けられるようになるとともに、保護者や地域住民の適切

な理解を得られるようにする。そのために、各小学校区における学校運営協

議会等で幼保小連携の取り組みの紹介を行う等、園の取り組みを地域に広げ

ていく場を設けていく。 

 
  （※３）幼保小架け橋プランとし、幼児教育プラン（幼児期までに育って欲しい１０

の姿など）と接続期プラン（幼児教育から小学校教育への接続）をリーフレッ

トとして作成した。 
 


