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１３ お茶の水女子大学附属中学校 ２６～２９

平成２９年度研究開発実施報告書（要約）

１．研究開発課題

図表や統合メディア表現を活用して発想や思考を深めたり効果的に表現・交流したりすることを

系統的に学ぶ新教科（コミュニケーション・デザイン科）を設定し、課題発見・探究・解決を支

える思考・判断・表現の力を高めていく教育課程の研究開発

２．研究の概要

協働的な課題解決を支える思考・判断・表現の力を高める教育課程の開発のために，以下の３点に

取り組む。

◯協働的課題解決の場面で，図解化などさまざまなツールを活用して自分の考えをまとめたり話し合

ったり，統合メディア表現（言葉と図解，映像と言葉，言葉と映像と音楽，など）によって効果的

に伝達・発信したりするための考え方や表現方法を学ばせる新教科「コミュニケーション・デザイ

ン科（以下「ＣＤ科」と略すことがある 」を開発する。）

◯「ＣＤ科」の開発に伴い，個人の興味関心に基づいて設定した課題を追究する「自主研究」を設定

し 個人テーマに添いながら 課題の設定や絞り込みの仕方 情報の収集・活用・蓄積の方法 研、 「 」「 」「

究としての構造化の方法やまとめ方」など，課題追究の方法を学ぶ場とする。

◯教科においては，新教科「ＣＤ科」の開発に伴って，教科で育成すべき資質・能力，内容・指導時

期等の必要な見直しを行うとともに、ＣＤ科と連携した指導を実施する。

３．研究の目的と仮説等

(1)研究仮説

協働的な課題解決の場面で，図解化などさまざまなツールを活用して自分の考えをまとめて話し合

ったり，統合メディア表現（言葉と図解，映像と言葉，など）によって効果的に伝達・発信したりす

るための考え方や表現方法を指導する新教科を設定し，各教科等や自主研究の指導とも関連づけた一

貫性のある指導を全校で展開することで以下の効果が期待される。

＜新教科に関して＞

・発想を広げたり，論理的にものごとを整理して考えたり，多元的にものごとをみる力を育ててい

くのに有効である。また発想や考え方の多様性の認識を引き出し，グローバル社会を生きる子ど

もの基盤を培っていくことにつながることが期待される。

・図解法やさまざまなツールを用いて考えや意見を可視化して話し合ったり，統合メディア表現に

よって伝達・発信したりする考え方や方法を学ぶことで，個々の思考・判断・表現の力を高める

とともに，協働的な課題解決の力を高めていくことが期待できる。

・図解したり統合メディア表現を工夫したりすることを通して，非連続テキストの読み・書き両面

にわたる能力を高めることができる。

・ＣＤ基礎では汎用的な力を系統的に学ぶことで思考・判断・表現の力がつき、ＣＤ活用では実践

的な学習を通してその活用の仕方を学ぶことで、協働的な課題解決の力が高まると考える。

＜自主研究の設置に関して＞

・自主研究の設置により、課題探究の方法（課題設定、情報収集・活用・蓄積、研究としての構造

化 等 を学ぶことは 特にＣＤ基礎で学んだこととの相互作用により より見通しをもって協働） 、 、

的に課題追究を進めていく力の礎となることが期待できる。

＜教科の見直しに関して＞

・各教科で育成すべき資質・能力の必要な見直しを行うとともに、新教科の学習と関連づけた指導に

よって学習者の表現意欲を高めるとともに，探究的に学習することの楽しさを引き出し，協働的な

課題解決の力の活用・定着を進めることができる。
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(2)教育課程の特例

・ コミュニケーション・デザイン科（ＣＤ科 」を各学年70時間程度設定する。「 ）

・ 自主研究」を1年生20時間，2年生40時間，3年生 20時間設定する。「

・各教科と総合的な学習の時間の年間指導時数を削減して新教科と自主研究の時数を生み出す。

・新教科の効果的な運用のため 総合カリキュラム を設定し 道徳・特活・ＣＤ科・自主研究を弾，「 」 ，

力的・効果的に運用できるようにし、相互の関連を図りやすくする。

・新教科の効果を高めるために，教科の指導時期・内容等に必要な修正を行う。

４ 研究内容

(1)教育課程の内容

①新教科「コミュニケーション・デザイン科（ＣＤ科 」を設定）

・本研究では「論理的・創造的な思考力を働かせて課題解決のための構想や計画を練り、よりよい

生活・社会の実現を目指す協働的な課題解決のコミュニケーションを意図的・効果的に創出して

いくプロセス（知的・生産的行為 」を「コミュニケーション・デザイン」と呼ぶ。）

・ 協働的課題解決を支える思考・判断・表現の力 を育てるために ＣＤ科 を設置し 学校全体「 」 「 」 、

で指導内容・方法の共有化を図る。新教科で学ぶ能力は、各教科等の学習で汎用的に活用され習

得されると考えられることから、各教科等・自主研究などと相互に関連づけつつ位置づける。

［目標］コミュニケーション・デザインについての見方・考え方を働かせながら、よりよい社会の実

現に向けた課題発見・解決・探究のために、様々なツールを活用して思考・発想し、他者と対話

・協働しながら、思いや考えなどを伝達・発信するための統合メディア表現を工夫して、効果的

なコミュニケーションを創出する能力と態度を育てる。

［内容］ A.論理・発想、B.対話・協働、C.伝達・発信 の３領域で内容を編成する。

Ａ論理・発想：

（領域の目標）社会の課題の協働的解決において、論理的に思考したり、豊かに発想したり、課題

解決のプロセスを俯瞰的に捉えることの価値を理解するとともに、その能力と態度を伸ばす。

・課題の発見・解決・探究のためのものの見方や考え方

・思考・発想・表現を効果的に支える可視化・操作化のツール・手法の例

Ｂ対話・協働：

（領域の目標）社会の課題の協働的解決において、自他を生かし、温かみのある対話をし、円滑に

討議を進めることの価値を理解するとともに、その能力と態度を伸ばす。

・他者と協働して課題の発見・解決・探究していくための対話の知識や技能

・効果的に話し合うための方法やそれを支える可視化・操作化のツール・手法の例

Ｃ伝達・発信

（領域の目標）社会の課題の協働的解決において、伝達・発信する内容の構成を工夫し、方法を吟

味し、視覚化などの表現手段を活用する価値を理解するとともに、その能力と態度を伸ばす。

・課題の解決・探究のために他者に向けた伝達・発信を効果的に行う知識や技能

・伝達・発信のためのツール・手法および機器の例、その効果的な使い方

［方法］ＣＤ基礎：主としてワークショップ型学習による基礎習得の指導を行う。

ＣＤ活用：主としてプロジェクト型学習による活用および実践指導を行う。

［評価 ・学習者自身が見通しをもてる達成目標の設定］

・自己評価，相互評価を重視しつつ，評価方法を開発する。

②個々の興味関心に応じて設定した課題を探究する「自主研究」の設定

［目標］自ら課題を設定し追究する主体的な研究活動を通して、課題を追究する力、学習意欲、論理

的思考力を育成する。

［内容］各自が設定した研究課題について、探究方法を学ぶ。

・自分の興味・関心に基づいた課題を設定する。

・探究方法の見通しを立て、研究計画を立てる。

・情報を収集したり、試行錯誤して結果を考察したりして追究する。

・成果を工夫して発表する。
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・研究の過程と成果を省察して自己評価したり研究計画を修正したりする。

［指導の展開］

１年後期 探究基礎Ⅰ・Ⅱ（計20時間 ：課題発見・関心を広げる、課題追究・発表の基礎的な方法を学ぶ。）

２年前期 探究基礎Ⅲ（前期20時間 ：個別課題の設定、研究の進め方を学び研究を進めてみる。）

２年後期 探究発展Ⅰ（計20時間 ：個別課題の設定、計画、課題追究、発表、省察。）

（ ） 、 、 、 、 。３年前期 探究発展Ⅱ・Ⅲ 計20時間 ：研究課題・計画の再設計 課題追究 研究成果のまとめ 発表 省察

（コミュニケーション・デザイン科と自主研究を設定した教科時数表）【年間指導時数表】

各教科の授業時数 自 道 学総 特 総新教科
Ｃ 主 習合 別 授

国 社 数 理 音 美 体 技 英 Ｄ 研 の的 活 業
時間 時数語 会 学 科 楽 術 育 家 語 科 究 徳 な 動

134 102 136 102 48 48 102 67 136 70 35 35 0 35 1050第１学年
増減 6 3 4 3 3 3 3 3 4 70 35 0 50 0 35- - - - + + - - - - ++ +

136 102 102 137 35 35 102 69 137 75 50 35 0 35 1050第２学年
増減 4 3 3 3 0 0 3 1 3 75 50 0 70 0 35- - - - - - - - ++ +

104 139 139 139 35 35 105 35 139 75 35 35 0 35 1050第３学年
増減 1 1 1 1 0 0 0 0 1 75 35 0 70 0 35- - - - - - ++ +

計 374 343 377 378 118 118 309 171 412 220 120 105 0 105 1050
増減 11 7 8 7 3 3 6 4 8 220 120 0 190 0 35- - - - + + - + + - ++ +

(2)研究の経過

四年間の研究計画は以下の通りであった。①研究の経緯

①大学研究者と連携して研究デザインを確立する。
第一年次 ②先行研究調査および専門家等に学んで教科の内容について試案を作る。

③１・２年生にプレ調査を行い実態を把握する。
④試行的実践を通して指導方法について検討する。

①各学年に新教科を設置し、内容・指導法・評価法の開発を行う。
第二年次 ②各教科及び自主研究について新教科との関連を整理し必要な変更を行う。

③大学研究者との連携による研究評価と、研究の全体デザインを見直す。
④各学年のプレ・ポスト調査を実施する。

①各学年に新教科を設置し、内容・指導法・評価法の開発・修正を行う。
第三年次 ②各教科及び自主研究について新教科との関連を整理し必要な変更を行う。

③大学研究者との連携による研究評価と、研究の全体デザインを見直す。
④各学年の継続調査を実施する。

①各学年に新教科を設置し、内容・指導法・評価法の開発成果を整理する。
第四年次 ②各学年の継続調査を実施する。
(本年度) ③大学研究者との連携による研究評価を行うと共に、本研究における新教科

の３年間の指導カリキュラムをまとめ、開発成果発表会を開催する。

②26年度（１年次）～28年度（３年次）の主な取り組みと成果

ア．平成26年度（開発１年次 ：教科の基本構想の共有）

ＣＤ科の領域構成や指導内容を整理していく上で 「思考・判断（※28年度からは「論理・発、

想 「伝達・発信 「対話・協働」の３領域を設定した。ワーキンググループ（以下ＷＧ）編」）」 」

成に当たっては、できるだけ多様な教科の教員による教科を越えた話し合いを促すこととした。

イ．平成27年度（開発２年次 ：教科内容の検討と試行的授業開発）

ＣＤ科の教科目標を設定するとともに、３領域の指導内容をワークショップ型による取り立て

指導を行うＣＤ［ ］と、教科横断型・総合的な課題を取り上げた学習の中で活用・習得を目指A
［ ］ 、 。 、すＣＤ とを設定し それぞれの指導内容を整理するとともに試行的実践を展開した またB
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各教科研究はＷＧと併行して行い、協働的な課題解決やＣＤ科とのつながりを意識した授業づく

りを行った （※ＣＤ［ ［ ］は平成29年度から「ＣＤ基礎 「ＣＤ活用」の名称に変更 ）。 ］ 」、 。A B
ウ．平成28年度（開発３年次 ：領域構成の再検討と単元および実際指導の開発）

。 、教員全員がＣＤ科の授業を数多く開発し実践した 新教科のイメージを教師も生徒も共有でき

カリキュラム編成に向けてのＣＤ科の指導内容の精選や系統化 評価研究などを進めた ＣＤ科の教科内容案を整理、 。

していく上で 論理・発想 対話・協働 伝達・発信 の３領域で編成することとし 前年度ま、「 」「 」「 」 、

でに羅列的に取り上げられたそれぞれの内容案を、生徒がどんな場面で有効かを考えながら習得

することで活用・転移がなされやすいと考えて「協働的な課題解決の過程」に沿って整理し、絞

っていくことにした。

③平成29年度（本年度・開発４年次）の研究

。 。 「 」 。本年度は以下の課題に取り組んだ 以下概略を述べる ※ウについては (3)研究評価 に述べる

ア．ＣＤ科の指導内容の整理・３年間のカリキュラム案の作成

課題①：協働的な課題解決の過程をふまえた指導事項一覧を再検討しつつ、ＣＤ科学習指導要

領として指導事項、指導上の留意点を整理する。

課題②：これまでの授業開発を整理し、ＣＤ科の年間指導計画（モデル案）を作成する。

課題③：各教科が独自に指導する「可視化ツール」についても一覧して共有する。

イ．学習評価の開発・改善

課題④：一時間、単元、年間ごとの学習評価の方法を具体化して共有し、改善を図る。

課題⑤：平成28年度の生徒のふり返りを分析し、指導と評価の在り方の検討に活かす。

ウ．研究評価の実施

課題⑥：ＣＤ科をひとつの教科として設定して実施する成果や意義を整理しなおす。

課題⑦：ＣＤ科を設置しない学校でも実践できる方法等、一般化の方法を検討する。

ア 指導内容の整理・カリキュラム案の作成

課題①： コミュニケーション・デザイン科学習指導要領」の編成「

○「教科目標 「各領域の目標及び内容 「指導計画の作成と内容の取り扱い」の項目で新教科開」 」

発を再検討・整理し「学習指導要領（案 」を作成した。→ 別添資料１参照）

課題②： ＣＤ科の年間指導計画（モデル案 」の作成「 ）

○各教科の年間指導計画とこれまでに開発したＣＤ科の授業を参考に 「ＣＤ科学習指導要領」、

の全ての指導事項を「 基礎 「 活用」を通して３年間学習することを想定した「モデルCD CD」

カリキュラム」を作成した。また、各教科の授業内容を併記し、ＣＤ科と関連させやすい教科

内容について、該当する 科の指導事項を示した。実際の年間指導にあたっては、生徒の実CD
態に応じて柔軟にカリキュラムをマネジメントしていくことになるが、このモデルカリキュラ

ムを活用することで運用しやすくなるように企図した。→ 別添資料２参照

課題③：各教科が独自に指導する「可視化ツール」の検討

○【ＣＤ基礎】で学習するスキルやツール等の他にも、各教科で学習する（よく使う 「表現」）

についても、様々な課題解決場面において活用されることが期待できる。そこで、その共有を

図るべく、すべての教科の「表現」を一覧にまとめてみた。今後さらに改良し全教員で共有す

るとともに、生徒にも提示して活用を促したい。→別添資料３参照

イ 学習評価の開発・改善

課題④：学習評価方法の具体化

○ＣＤ科の学習評価は、生徒の学習状況をみとり、その後の生活や学習に生かせるような形成的

評価を中心に行う。そのために、教科目標をふまえつつ、以下の各点について評価方法の検討

を進めた。

［領域ごとの学年目標の設定］

○「ＣＤ科学習指導要領」の教科目標と各領域の目標のもとに具体化された各学年・各領域の目

標は以下の通りである。
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第１学年 第２学年 第３学年

日常生活の課題の協動的解決に 日常生活や社会の課題の協動的 社会の課題の協動的解決においＡ
おいて、論理的に思考したり、 解決において、論理的に思考し て、論理的に思考したり、豊か論
豊かに発想したり、課題解決の たり、豊かに発想したり、課題 に発想したり、課題解決のプロ理
プロセスを俯瞰的に捉えること 解決のプロセスを俯瞰的に捉え セスを俯瞰的に捉えることの価・
の必要性を理解するとともに、 ることの仕方を理解するととも 値を理解するとともに、その能発
その能力の基礎と態度を養う。 に、その能力と態度を養う。 力と態度を伸ばす。想

日常生活の課題の協動的解決に 日常生活や社会の課題の協動的 社会の課題の協動的解決においＢ
おいて自他を生かし、共感的に 解決において、自他を生かし、 て、自他を生かし、共感的に対対
対話を工夫し、円滑に討議を進 共感的に対話を工夫し、円滑に 話を工夫し、円滑に討議を進め話
めることの必要性を理解すると 討議を進めることの仕方を理解 ることの価値を理解するととも・
ともに、その能力の基礎と態度 するとともに、その能力と態度 に、その能力と態度を伸ばす。協
を養う。 を養う。働

日常生活の課題の協動的解決に 日常生活や社会の課題の協動的 社会の課題の協動的解決においＣ
おいて伝達・発信する内容の構 解決において伝達・発信する内 て、伝達・発信する内容の構成伝
成を工夫し、方法を吟味し、視 容の構成を工夫し、方法を吟味 を工夫し、方法を吟味し、視覚達
覚化などの表現手段を活用する し、視覚化などの表現手段を活 化などの表現手段を活用する価・
必要性を理解するとともに、そ 用する仕方を理解するとともに 値を理解するとともに、その能発 、
の能力の基礎と態度を養う。 その能力と態度を養う。 力と態度を伸ばす。信

［評価の観点及びその趣旨の設定］

○ＣＤ科の学習評価は、教科目標、各領域・各学年の目標をふまえて、以下の三つの観点で行う

ことにした。平成29年度版学習指導要領の資質・能力の三つの柱に対応させたものである。

コミュニケーション・デザインに コミュニケーション・デザインに コミュニケーション・デザインへ
ついての知識・技能 ついての思考・判断・表現 の態度

課題発見・解決・探究に向けて、 課題発見・解決・探究に向けて、 課題発見・解決・探究に関心をも
論理的に思考・発想したり、対話 論理的に思考・発想したり、対話 ち、論理的に思考・発想したり、
・協働したり、伝達・発信したり ・協働したり、伝達・発信したり 対話・協働したり、伝達・発信し
するための知識や技能を身に付け する工夫を実践している。 たりする工夫を実践しようとして
ている。 いる。

［学習評価の手順と主な評価材］

○ＣＤ科の学習評価は主に以下の手順で行うことにした。

ア．教科の目標、領域・学年の目標から勘案し、指導内容を設定する。
イ．指導事項に沿った年間の指導計画を作成する。
ウ．年間指導計画から、単元の授業で育成する指導事項を焦点化し、学習指導案を作る。
エ．授業の中での生徒の姿を想定し、評価に用いる課題、評価規準を設定する。
オ．上記エに沿って評価資料を選定し、評価を実施する。

○主な評価材は以下の通りである。

主に学習の過程をみとる資料 学習の結果をみとる資料

ＣＤ基礎 ワークシート（過程が見えるもの 、観察、対話等 「ワザカード 、作品、小テスト等） 」

ＣＤ活用 ワークシート（変容が見えるもの 、観察、対話等 自己評価用紙、表現活動の成果等）

［領域ごとの評価の観点とその主旨の整理］

○ 科の学習は，三つのCD
領域のいずれにも関係す

ることが多い。学習の過

程や結果を評価する際

は 各領域にそれぞれ 知， 「

識・技能 「思考・判」，

断・表現 「態度」の」，

三つの評価の観点がある

ため，実際は三つの領域

につき三つの観点で評価

を行う必要がある。右は

各観点の趣旨である。
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［学んだスキルやツール等の自覚化を促す評価カード「ワザカード」の開発と使用］

○ＣＤ科等で学習したスキルやツール等を、生

「 」 。 「 」徒には ワザ と呼ぶ これを こんな時に

「こんなワザを使うと 「こんな効果がある」」

「こんなことにも活用できそう」と視覚的・

説明的にまとめ記録する評価カード＝「ワザ

カード」を開発した。

○「ワザカード」の各事項は学習指導と評価に

おける モデル（ 、2013）ICE Young and Wilson
にも通底する。授業で身に付けた知識・技能

等の習得状況の高まりをみとる際、視点を定

めた上で、どの項目のどのような言葉・図等

を拾うかを決めてみていくことで評価しやす

くなる。

［汎用ルーブリックの開発］

○ 活用の授業では、CD
表現活動の成果から評

価を行うことも多い。

その際、多くの授業で

転用できる汎用ルーブ

リックを作成した 右。（

表）

○具体的な運用に当たっ

ては、指導の重点とす

る領域にしぼって焦点

化したり、本ルーブリ

ックの基準を授業の文

脈に落とし込んで具体

化したりして改めて設

定し、様々な評価材を

組み合わせて評価して

いく。

(3)研究評価に関する取り組み

①研究評価に関する取り組みの経緯

①学習者へのプレ・ポスト調査の方法を検討する。
第一年次 ②大学研究者と連携して研究の進捗評価を行い、２年次からの実施について

研究デザイン修正する。

①学習者へのプレ・ポスト調査による評価を実施する。
第二年次 ②公開研究会を開催して、実践者・研究者等の有識者の中間評価を得る。

③大学研究者と連携して研究評価を行い３年次の研究デザインを修正する。

①学習者へのプレ・ポスト調査による評価を実施する。
第三年次 ②公開研究会を開催して、有識者の中間評価を得る。

③大学研究者と連携して研究評価を行い４年次の研究デザインを修正する。

①学習者へのプレ・ポスト調査による評価を実施する。
第四年次 ②開発成果発表会を開催して、有識者の評価を得る。

③大学研究者との連携による研究評価を行い、教科としてのカリキュラムデ
ザインについて、成果と課題を整理する。
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②平成29年度の取り組み

生徒への効果を明らかにしていくために以下の調査・研究を実施した。

ア 卒業生への質問紙調査（結果と考察は「５(1)①」を参照）

イ 在校生への質問紙調査（結果と考察は「５(1)②」を参照）

ウ 本校教員への質問紙調査（結果と考察は「５(1)③」を参照）

エ 保護者への質問紙調査（結果と考察は、実施時期の都合により年度末の報告書に記載する）

５ 研究開発の効果

(1)生徒への効果

①卒業生への質問紙調査の結果と考察（抜粋。詳細は年度末の報告書を参照）

学習の効果は、中学校を卒業して高校生活がスタートし、生活・学習環境が変化した中で実感・発

揮される可能があることと考えた。そこで 「ＣＤ科」の学習経験を高校生活（特に仲間と協働して、

何か課題解決をしていく場面）でどのように活用しているか、卒業生に質問紙調査を行った。

：平成27年度卒業生 117名（回答数55名）ア 対象生徒

平成28年度卒業生 121名（回答数73名） 計 238名（回答数計128名）

平成27年度卒業生は、ＣＤ科の試行１年目に３年生だった学年。ＣＤ基礎の学習内容は試行的・単

発的な試行。ＣＤ活用の学習は、選択したテーマのワークショップを生徒たち自身がプロジェクトを

企画し、その実現を図る学習が中心であった。平成28年度卒業生は、２年時にＣＤ基礎の「Ａ論理・

発想 「Ｃ伝達・発信」の領域を中心に体験した（試行的・単発的 。ＣＤ活用は、２年後期に「震」 ）

災復興を考える」というテーマで現地のニーズの検討や支援活動の企画を立案し、３年生の前期にそ

れを実践化するプロジェクト学習を展開した。また３年生後期にはこれまでのＣＤ科の学習を「 Ｃ（

Ｄ科） 本」としてまとめるプロジェクト学習を行った。How to
イ 質問３「身についた力への意識（５段階 」についての結果と考察）

「３ ＣＤ科を学んで、あなたはどんな

力を得た（伸ばせた）と感じますか？」と

いう問いに対しての回答状況は表７の通り

であった。

５点法の調査で 「ウ多面的な視座 「エ、 」

見通し 「ク課題発見 「コ協力して解決」」 」

などへの効力感が高かった。一方、全体と

して高い効力感を得ている中ではあるが、

「ア論理的な考え方 「イ批判的な見方」」

については、他と比べてやや低い数値にな

っている。

ウ・エ・ク・コの数値の高さについて

は、本学附属高校のＳＧＨのプロジェクト

運営等への転用がしやすいことや、逆に他の高校へ進学して学習や生活で自主性に任される場面が増

えたことなどによって、自分たちの力の高まりを実感した等も考えられる。

高校１年生・２年生の間では有意性は見られなかった。そもそも高校１年生は試行1年目としてワ

ークショップ型でＣＤ活用を展開し、高校２年生はプロジェクト型で様々な社会活動を展開した。授

業で経験した活動が異なるため、単純に比較できない。高校１年生で、エおよびキが高校２年より高

い値を示しているのは、高校１年生が、２年間ＣＤ科に取り組む中で半年単位のプロジェクトで計画

、 、 。・修正をくり返したり 外部との交渉を多く含んだりしたことが 影響している可能性は指摘できる

ウ 質問４「高校生活で役立っていると感じること」についての結果

自由記述による回答文中のキーワードから見えてくるものについて分析してみた。

ａ自由記述回答例

、「 」 ）、「 、 」 、回収128名のうち 役立っている が97(75.8 役立っていない 何とも言えない が9(7.0 )% %
無回答が23(18.0％)だった 「役立っている」という回答の例としては以下のようなものがある。。

表７ 「身についた力への意識」

全体高校１年全体 高校２年全体

ア 3.75 3.62 3.70物事を論理的に考えるようになった

イ 3.71 3.69 3.71物事を批判的に検討するようになった

ウ 4.12 4.16 4.14物事を様々な角度や立場から考えるようになった

エ 4.00 3.80 3.91解決までの見通しを立てられるようになった

オ 3.77 3.98 3.86話し合いをまとめられるようになった

カ 3.75 3.75 3.75相手にうまく説明できるようになった

キ 3.92 3.71 3.83相手と交渉できるようになった

ク 4.04 3.93 3.99課題を見つけられるようになった

ケ 3.92 3.96 3.94解決方法を発想できるようになった

コ 4.04 4.16 4.10分担したり協力して解決する力がついた
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・CD科で、プロジェクトを進める方法や、プレゼンテーションを学んだ経験が、台湾フォーラム

Asia Pacific Forum science talentedに参加したときにとても役立った。特に可視化ツールなどは、世界の人々とのdiscus

sionでとても有効だった。プレゼンでは、効果的な伝え方を活かすことができた。他にも、高校でのグローバル地理のプレ

ゼンなどで、興味深い、分かりやすいなどの評価を受けることが多いが、CD科が役立っていると思う。

・地理の授業で環境問題についてのプレゼンテーションを４人１組で１週間後にという課題が出たときに、地理的な視点だ

けにとらわれず、理科的な視点から見て「酸性雨」についての理科実験を行って結果とからめてプレゼンした。１つの物事

を様々な角度から見る力はどんな問題にも役立つ。

・ＣＤ科という土台があったからこそ，food moving on ! として活動している。たくさんの場で自分たちの活動を話す場を

もうけて下さったため，だんだん緊張もほぐれ落ちついて話せるようになりました。学校の授業でサス基礎というのがあり，S

DGsなどについて学ぶ授業なのですが，わりと積極的に話し合いに参加しています。お茶中ではグループでの話し合いと

いうものが多かったので意見のまとめ方など発揮しています。

また 役立っていない という回答には以下のようなものもあった ＣＤ 基礎 の学習をより自、「 」 。 ［ ］

覚的に学ばせることを、評価も含めて検討していきたい。

・（稿者註：質問３の）ア～コで３を選んだのは、もともと自分ができていたのか、CD科のおかげなのかよくわからないから

なので、CD科で学んだことが高校生活に役立っているかは正直何とも言えない。

ｂキーワードによる集計

「 」 、 、役立っている という回答をした97名分について 文章中で用いられるキーワードを選び出し

「Ａ論理・発想 「Ｂ対話・協働 「Ｃ伝達・発信」の各領域に分類したものが以下の表である。」 」

Ａ論理・発想 領域のワードが４「 」

割以上を占めた 問題解決のための見。

方・考え方について学んでいることの

。 、一つの表れと言えそうである また

可視化・思考ツール・図表 に関す「 」

る語が３分の１を占め 一方で 例え、 、

ば 批判的思考 に関する語句は極端「 」

に少ない に述べた質問紙３の結果。イ

と合わせて、今後の課題としたい。

「Ｂ対話・協働」領域では 「協働、

・協力・相談・分担」等の協働に関す

る語が半数を占める一方で 「話の聞、

き方・司会進行・指示の出し方」等の

対話スキルを表すワードが少ない。Ｂ

領域の内容は「学んだ・使っている」

という自覚なく無意識に学び使っている可能性もある。

「Ｃ伝達・発信」では「プレゼン 「発表 「表現方法 「パワーポイント」等の発信に関する語が」 」 」

７割以上を占める一方で 「インタビュー 「外部との交渉」等は少ない。現高１はインタビューも、 」

外部との交渉も数多く行っており、彼らが作成した20冊の「 科 本」にはその重要性が何度CD How to
も出てくるが 「交渉」は中学での成功・達成感が弱かったのか、あるいはその学習経験を生かす場、

が高校生活で少ないことも考えられる。

②生徒対象質問紙調査の結果と考察

本年度も全校生徒（在籍数353 回収数348）を対象に、授業・研究関係のアンケート調査を10月に実施し

た。全21項目の内容は以下の通りである。

教科やＣＤ科などの時間で行っている、話し合って課題を解決する学習活動について、どのように感じていますか。

①自分たちでテーマを設定し、課題解決を行う学習は興味深い。 ②思考を可視化して（考えていることを図や言葉で

みえやすくする 、考えを深めることができている。 ③グループで話し合う活動を通して、思考を深めることができて）

いる。 ④グループで話し合う活動で、効果的に話し合いをすることができている。 ⑤自分たちが調べたことや考え

たことを、様々な道具（画用紙・模造紙、パソコン等）を活用して、効果的にまとめることができている。⑥自分や自
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分たちが調べたことや考えたことを、聴き手に伝わるように発表できている。 ⑦よりよい生活や社会を目指す学習に

興味を持って取り組んでいる。 ⑧他者と関わり、テーマを設定し、交流する学習は今後の生活に役立つと思う。

グループ活動に参加するときに、次の項目について自分が努力する必要があると思いますか。

⑨課題を設定・発見すること ⑩他者を理解して意欲的に話し合うこと ⑪ＩＣＴ機器を操作すること ⑫画用紙や模

造紙にまとめること ⑬プレゼンテーションソフトを用いてまとめること ⑭話し合いの要点をまとめること ⑮見通

しをもって取り組むこと ⑯考えを深めること ⑰相手を意識してわかりやすく伝えること ⑱取り組みを振りかえる

こと ⑲情報を収集したり、適切な資料かどうか見極めたりすること ⑳「ワザカード」にまとめた内容を、ほかの

授業などで活用できた。㉑自主研究「ラウンドテーブル」で「凝縮ポートフォリオ」にまとめることで、ふり返りと伝

達を効果的にできた。

ア 全体の傾向

全校生徒の合計をみると どの項目も とてもそう思う 少しそう思う の計が８～９割に達して、 「 」「 」

いる。また、どの項目も各回答の割合は昨年度とほぼ同様である。昨年度より若干低い項目は、例年

よりも早く、後期ＣＤ科の学習開始前に調査を実施した影響があると考えられる。

イ 3年間ＣＤ科を経験した平成26・27年度入学生の結果から

開発研究４年間に継続して調査した質問項目①～⑧につい

て平成26・27年度入学生を比較した。

どちらの学年も、第3学年時に「そう思う」が5割以上に達

しているのは 「③グループで話し合う活動を通して、思考を、

深めることができている 「⑤自分たちが調べたことや考え。」

たことを、様々な道具を活用して、効果的にまとめることが

できている 「⑧他者と関わりテーマを設定し、交流する学習」

は今後の生活に役立つと思う」である。⑤に特徴的なのは、

どちらの学年も第2学年時に「そう思う」の割合がいったん減

少していることである（図１・２ 。第２学年前期の志賀高原）

林間学校ＣＤ科発表会がグループ単位のため、 操作等を得PC
意としない生徒の自己評価が厳しくなると考えられる。第3学

年では、それまでの蓄積を活かし成果を出せたと各自が感じ

られるようになったと思われる。

どちらの学年においても「②思考を可視化して、考えを深

めることができる 「④グループで話し合う活動で、効果的。」

に話し合うことができている 「⑥自分や自分たちが調べたこ」

、 」 、「 」とを 聴き手に伝わるように発表できている は そう思う

の割合がやや低めの傾向である。自分で検証しにくい項目の

ためと考えられるが、3年間の変化をみると、徐々に「そう思

う 「ややそう思う」が増加し、第3学年になると伸びている」

ことがわかる。

「⑦よりよい生活や社会をめざす学習に興味を持って取り

組んでいる」の項目は、例年通り「とてもそう思う」が他と

比べ低めであり、引き続き課題設定の工夫が必要である。

(2)教師への効果

四年間の研究開発を振り返る教員アンケートを実施した。詳細は「報告書」に記載する予定だが、

ここでは、主に以下の３つの項目への回答（自由記述）を示す。

①「協働的な課題解決を支える思考・判断・表現の力をＣＤ科で行うことと、既存教科内で行うこと

とでは、どのような違いがあると考えるか 」。

「 協働的な課題解決”と“思考・判断・表現の力”との関係についてはもう少し検討が必要とい“

う意見が一部あったものの、ほぼ全員が、新設教科として設定する意義があるという回答だった。

・一番の違いは職員間で指導内容やスキルを共有できる点である。ＣＤ科として取り組むことで学年でどのようなスキルが身に

ついているのかを知ることができ、それを自分の教科でも活用することができる。

・教員が協働的な課題解決や問題の探究の進めさせ方などを一定の水準で共有できることが大きい。

・１つの課題やテーマを、複数の教員の視点で捉えたりアイデアを出せたりするところがＣＤ科でやることのメリットである。

図
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６
年
度

図
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・新設教科にすることで、協働的な課題解決を支える学びのツールとしての意識付けがなされ、各教科においてさまざまなツー

ル活用して協働的な課題解決を取り入れた学習が展開でき、教科の学びの深まりにもつながる。

・新設教科であれば、ある程度系統的に計画的に学習を進められる。

・教員が意識化し、生徒にも意識付けをしながら学習することは汎用性を高めることにつながる。

・教師がＣＤ科基礎のツールスキルを教科で活用できる。教科を新しい発想で見直すことができる。

・教科ではなかなか取り組むことの難しいテーマを設けて、考えることやその過程を大切にすることができる。

②「ＣＤ科をやることで、自分の教育観や授業等において意識の変化があったか 」。

ア 他教科への関心が高まったり、他教科やＣＤ科を連結させる視点を持てるようになった。

・他の教科が何を大切にし、どのような指導内容があるかをより理解しようとした。また自分の教科の守備範囲のようなものを意

識した。・ＣＤ科モデルカリキュラムに各教科一覧が掲載され、何時の時期にどの教科が何を学習し、ＣＤ科とどの部分が関

連しているかが具体的に見えて、他教科への関心が高まった。・授業の構想の時などに、他教科の連携を考えるようになっ

た。・教科横断的な授業を模索するようになった。・教科の本質がどこにあるかについて意識するようになった。

イ 可視化を含む統合メディア表現を意識して授業を行うようになった。

・様々な機器を活用するようになった。 ・写真などの言葉以外の教材を活用するようになった。 ・以前はパワポやラミネート

で作った図などを板書と組み合わせて説明することで満足していたが、生徒の思考に合わせて板書を作っていくことも重要

性が逆に見えてきた。・授業中のワークシートや話し合いの時に使うホワイトボードについて、文章で記述させるだけでなく、

図などで表して可視化することを取り入れるようになった。 ・音楽の構造を可視化できるようになった。

ウ 協働的な課題解決に至る過程を重視した授業づくりが上手くなった。

・課題設定や仮説、その検証方法を考えるところに時間をかけ、目的意識をもった課題解決活動を行えるような授業を行うよう

になった。・自分達でテーマを発見したり、グループ討論した結果を発表したりして全体でさらに議論を深めるという流れをで

きるだけ取り入れるようになった。・意図的にＣＤ科の内容を入れるような課題解決のプロセスを仕組むようになった。

エ ＣＤ科の指導内容について理解が深まった。

・基礎と活用という枠組みで自分の教科の授業づくりで参考になった。・相手とか目的ということの意味を実践レベルで意識さ

せることが、ＣＤ科の要件だと思うようになった。・以前より対話・協働を意識できるようになった。・結果的に物事を形にする

前に考えを深めたり引き出したりすることを大切にするようになった。・各領域のねらいをしっかり考えるようになった。・写真

の目的、心理学的手法など、教科の枠にとらわれないものを学ぶことができた。

オ「論理・発想 「対話・協働 「伝達・発信」を意識した授業づくりが出来るようになった。」 」

・教科の特性上、論理・発想は以前から重点をおいてきたが、これまで何となく可視化して思考を共有し、全体

、 。「 」で検討することを行ってきた場面で ＣＤ科で学習した伝達・発信の視点を活かせるようになった ・ 対話・協働

の分野を意識することで、結果だけではなく、生徒の考えにスポットをあて、可視化できるようになった。

カ その他

・生徒が協働的な課題解決を支えるためのスキルを持っているので、学習目標の達成に向けた授業展開がしやすくなった。

初めは生徒も方法を探りながら進めていたが、１年生のうちにそのようなステップを踏んでおくことが学習内容の深まりにつな

がっていく。

③「四年間を振り返って研究開発が「上手くいった(◎ 」あるいは「上手くいかなかった(▲)」こ）

とは何か 」。

本校教師の感じた開発研究の成果と課題について、集まったのは次のような声であった。

ア 生徒に関連して

◎生徒にとって「やらされるＣＤ活用」ではなく、「自ら必要感を持ってやるＣＤ活用」は、生徒の心に残り、その後に活用される

力を身に付けられる。◎ 学習内容を活用していることを自覚まではしていない気がするが、自然と使っている場面はよく見か

ける。◎ある程度自主的に進める筋道がつけられるようになったこと。◎受け手を意識した伝達・発信ができるようになってき

たこと。◎思考や情報を整理、類型化し、ロジックに仕立て上げていくワザが身についたこと。◎ＣＤ科を楽しみ、自分の人生

に役立つものと肯定的にとらえていること。◎プレゼンや表現がこれまでより上手くなり、様々な発信の場面でＣＤ科の学習が

生きていると感じる。 ▲生徒のモチベーションに支えられた実践研究であったと思うが、学校行事等と重なる時期は、生徒

にとってかなりの負担でもあった。何かを増やす分だけ何かを削ることも必要。▲「ワザカード」が生徒の負担になる可能性も

ある。▲均質性の高い集団で「対話」を生み出すことの難しさ。▲生徒が自ら主体的に必要なツールやワザを選んで用いるこ

とが十分にはできなかったのは、使うのが当たり前に感じられる程、同じツールやワザを使う場面を繰り返し設定できなかった

のが要因。▲論理的な思考を高めるための教材や場面づくりをもう少し工夫して、テーマ学習の内容をさらに深める取り組み

をする必要がある。

イ 教員の授業や研究に対する姿勢に関連して

◎今まで以上に学年や異なる教科間で連携するようになった。◎学年単位でＣＤ科のカリキュラムを相談したり、研究会で全体
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で検討し合うことで、教員自身が 課題を発見したり追究することができた。◎新しい授業を開発しようという姿勢が培えた。

◎教科の授業の広がり、深まりが出てきた。同教科の先生とＣＤ科をきっかけとして教科の本質を見つめ、共通理解ができる

ようになった。◎目的達成ばかりではない様々な場面に生徒の学びの価 値を置くことができるようになれたことで、教科の

目標達成度が深まった。◎実践から入って、 授業等を積み重ねながら進めた部分はよかった。◎教員としてのプロ意識、

学年主任として企画立案を実施して生徒への責任感の高さ、教材開発力の高さ、チーム力（よく話、情報交換する風土）。◎

強く感じたのは、従来の「総合的な学習の時間」をＣＤ科として学習することによって、一つ一つのプログラムのねらいやステ

例えば新入生オリエンテーションを、従来は単に学校生活のオリエンテーシップを意識することができるようになった。また、

ョンとしてやっていたが、ＣＤ科としての意識を持つことによって、その後の学習や活動につながる力を身につける時間として

考えることができるようになった。▲ＣＤ科の準備が大変。▲教科目標や指導内容が拡散しすぎる。授業づくりにバリエーショ

ンが広がったという点では評価できるが、ひとつのトピックに絞り込み、それを試行錯誤して職員全体で深めるという展開に

なりにくかった。▲やることの多さ、多忙感。▲協働や対話に力を入れて開発してこなかったこと。▲いろいろなことを絡めす

ぎていること。▲様々な実践をもう少し共有、精選、改善したかった。

６ 成果と課題

本研究を通して、以下の成果と課題を得た。

(1)本研究の成果（詳細は前述）

①「図表や統合メディア表現を活用して発想や思考を深めたり効果的に表現・交流したりすること

を系統的に学ぶ新教科（コミュニケーション・デザイン科）を設定し、課題発見・探究・解決を

支える思考・判断・表現の力を高めていく教育課程」の実際として、新教科「コミュニケーショ

ン・デザイン科（ＣＤ科 」を開発した。）

・指導内容を整理して「ＣＤ科学習指導要領」にまとめた。

・既存の各教科との連携を図りながら、３年間のモデルカリキュラムを作成した。

②教科等横断的な視点に立って「協働的な課題解決の資質・能力」を育む新教科ＣＤ科における学

習評価のいくつかの方法を開発し、困難点が明らかになってきたこと。

③研究の過程および開発した新教科の実践を通して次のような成果を得た。

・卒業生・在校生の質問紙調査から、ＣＤ科で育てたい資質・能力等について、彼らが一定の効力

感を得ている様子がうかがえ、また自主研究の講堂発表や委員会活動のポスター掲示などの学習

面・生活面に好影響が見られるようになってきたこと。

・教員の各専門教科への見直しが進み、学校全体でさまざまな指導の要点を共有し、またそれを全

校で実施する体制を作れたこと。

④運営指導委員からの総括的な評価（Ｈ２９年度運営指導委員会より）

新 学習指導要領 の第2(教育課程の編成 の2 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育「 」 ） （

成 の(1)の実現には 教科に横串をさして横断した指導 内容・方法 を位置づけていく必要が） 、 （ ）

ある。ではそれをどう実現するかは新「学習指導要領」の課題である。ＣＤ科の開発はそれを発

展的に解消していける提案である。生徒たちがすぐに学んだ成果を発揮できなくても、彼らの中

に学習経験が生かされ、２～３年後に生徒たちが発揮できると良い。高等学校の「総合的な探究

の時間」やバカロレアの などにも繋がる研究である。 科はそこを視座に入れて、そのたTOK CD
めに今学ばせる内容はこれで良いか、さらに研究を進めていくと良い。

(2)本研究を通して浮かびあがった課題

４年間の研究を経て、以下の課題が浮かんだ。

1)「協働的な課題解決を支える力」を育むための指導内容の適否・過不足等を精緻化していくこと。

2) 一層学習効果の高い題材・指導展開の共有を進めること。

3) 平成29年度の各学年の年間指導の履歴を重ねて「モデルカリキュラム」を見直していくこと。

「 」 、 。4) 告示された 学習指導要領 の内容に照らして ＣＤ科と各教科との関わりや連携を見直すこと

5) 「Ｂ対話・協働 「Ｃ伝達・発信」の系統案（８項目）について、必要な修正を加えていくこと。」

「 」 。6) Ａ論理・発想 のどの指導内容をどの時期に指導していくと効果的かを明らかにしていくこと

7) ＣＤ基礎 や各教科の学習で学んだ知識・技能 あるいはそこで身につけた思考・判断・表現の「 」 、

力を ＣＤ活用 の学習の中で生徒たちが 自覚的・選択的に活用することを促す指導方法 およ、「 」 「 」

びその評価の開発を進めること。

8) ＣＤ科の指導内容・方法を 学習指導要領 に基づいて編成される一般の教育課程においてどのよ「 」

うに実現していくかを一般化の方法を提案すること。



コミュニケーション・デザイン科学習指導要領（案） 2017/10/1現在

第１ 目標

コミュニケーション・デザインについての見方・考え方を働かせながら、よりよい社会の実現に向

けた課題発見・解決・探究のために，様々なツールを活用して思考・発想し，他者と対話・協働しな

がら，思いや考えなどを伝達・発信するための統合メディア表現を工夫して，効果的なコミュニケー

ションを創出する能力と態度を育てる。

第２ 各領域の目標及び内容

〔A 論理・発想〕

１ 目標

社会の課題の協働的解決において、論理的に思考したり、豊かに発想したり、課題解決のプロセス

を俯瞰的に捉えたりすることの価値を理解するとともに、その能力と態度を伸ばす。

２ 内容

( ) 論理・発想の能力を育成するため、次の事項について指導する。1

ア 思考の基礎操作

(ア) 一つまたは複数の観点を設定し、比較したり分類したりし、判断すること。

(イ) 視点を変えて多面的に思考・発想したり、考えたことを整理・統合したりすること。

(ウ) 変える条件と変えない条件を考えて計画すること、または条件に応じて分岐させながら計画す

ること。

イ 論理思考の基礎

(ア) 客観的な表現と主観の混じった表現の違いを考え、情報を吟味すること。

(イ) 判断を構成する要素（主張・根拠・理由付け・裏付け・反証）について知り、論理的に表現し

たり批判的に吟味したりすること。

、 、(ウ) 様々な価値観や多様なものの見方があることを知り 自分の中にある思い込みや偏見に気づき

多面的、複眼的なものの見方をしようとすること。

ウ 問題解決の思考

(ア) 問題の所在に気づき、具体的に分割して考え、目的と目標を明らかにして共有すること。

(イ) 目標達成までの手順とおよそのスケジュールを計画すること。

(ウ) 問題解決に向けた自らの行動や進捗状況を俯瞰的にとらえ、修正を加えながら解決しようとす

ること。

(エ) 複合的な問題に対して評価の軸を設定して判断し、意思決定をすること。

( ) ( )に示す事項について、例えば、次のようなツール、手法を活用して学習を支援する。2 1

ア 思考の基礎操作： ベン図、座標軸、ＫＪ法、 チャート、マインドマップ、マトリックスX

イ 論理思考の基礎：三角ロジック、トゥールミンモデル、クリティカルシンキング

PDCAウ 問題解決の思考：フローチャート ロードマップ ガントチャート 評価軸×評価リスト、 、 、 、

サイクル、ワザカード



〔Ｂ 対話・協働〕

１ 目標

社会の課題の協働的解決において、自他を生かし、温かみのある対話をし、円滑に討議を進めるこ

との価値を理解するとともに、その能力と態度を伸ばす。

２ 内容

( ) 対話・協働の能力を育成するため、次の事項について指導する。1

ア 対話・話し合いの基礎

、 。(ア) 互いの立場や考えを尊重し 建設的で穏やかな対話の場を作るうえで大切なことを考えること

(イ) 伝え方の違いで相手への伝わり方や受け止め方が変わっていくことに気付き、目的や相手、場

に応じた伝え方を工夫すること。

(ウ) 目的や目標を確かめつつ話し合いに参加し、論点をとらえて効果的に話し合いを運ぶこと。

、 。(エ) 質問の種類や機能について知り 話し合いの場面に応じて効果的な質問の仕方を工夫すること

(オ) 目的に応じてさまざまな方法を工夫・選択して話し合うこと。

イ 対立の解決・解消

(ア) 目的や目標を鮮明にして、仲間を募るための方法を工夫し、実践すること。

、 、(イ) 身の回りの問題を解決するために状況を分析し 意見の異なる他者の考えを理性的に受け止め

自分の考えを言葉で表現すること。

(ウ) 対立の背景や対立の解決の方法について理解し、平和的な解決のために意見や役割を調整し合

ったり、解決策をつくりあげたりすること。

ウ 外部との交渉

(ア) 交渉が円滑に進むために、相手に合わせた適切な伝え方や交渉の仕方を考えること。

(イ) 内容を整理し、場や状況をふまえて交渉の手順を計画し、戦略的な交渉方法を工夫すること。

( ) ( )に示す事項について、例えば、次のようなツール、手法を活用して学習を支援する。2 1

ア 対話・話し合いの基礎：インタビュー、ロールプレイ、ファシリテーション

イ 対立の解決・解消 アサーション、アンガーマネージメント、メディエーション、ウィンウィン:

の思考

ウ 外部との交渉：シミュレーション（想定問答 ・企画書）



〔Ｃ 伝達・発信〕

１ 目標

社会の課題の協働的解決において、伝達・発信する内容の構成を工夫し、方法を吟味し、視覚化な

どの表現手段を活用する価値を理解するとともに、その能力と態度を伸ばす。

２ 内容

( ) 伝達・発信の能力を育成するため、次の事項について指導する。1

ア 情報収集と情報共有

(ア) 図書館等を利用した情報収集の方法を理解し、必要な情報を得られるようになること。

(イ) インターネットを利用した情報収集の方法を理解し、必要な情報を正しく得られるようになる

こと。

(ウ) 他者と情報を共有するために可視化することの良さを理解し、様々な可視化の方法を理解し、

工夫すること。

(エ) 知的財産を保護したり共有したりするために、引用や著作権等の適切な知識を持ち、活用する

こと。

イ 戦略的な表現

、 。(ア) 目的に合わせた効果的な表現について理解し 目的に応じて表現を調整・改善・評価すること

(イ) 社会にある表現を批判的に吟味し、その意図を読み取ること。

(ウ) プレゼンテーションソフトを用いて、言葉と図表、画像、色や動きの効果的な組み合わせと表

現について学び、その表現方法をいかして発表資料を作成すること。

(エ) 図表・画像・言葉・音・身体表現などの表現手段の特徴をいかした、目的に合わせた表現の組

み合わせについて理解し、それらを選択して表現すること。

( ) ( )に示す事項について、例えば、次のようなツール、手法を活用して学習を支援する。2 1

ア 情報収集と情報共有：図書館、インターネット、フィールドワーク

イ 戦略的な表現：絵コンテ、シナリオ、グラフ、イラストレーション、文字（フォント等 、キ）

ャッチコピー、音（ＢＧＭ・効果音 、写真、動画、ポスター、プレゼンテーションソフト、演）

劇



第３ 指導計画の作成と内容の取り扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

( ）第２の〔Ａ 論理・発想 〔Ｂ 対話・協働〕及び〔Ｃ 伝達・発信〕の各領域の学習について1 〕

は、入門期の学習においては、各領域の指導事項を焦点的に取り上げる、講義もしくはワークシ

ョップ型の学習を主とする学習（ ＣＤ基礎 ）とし、発展期の学習では既習の知識及び技能を【 】

総合的に活用していくプロジェクト型の活動を主とする学習（ ＣＤ活用 ）を設定して、学習【 】

した内容を自覚的に活用できるようにすること。

( ）第２の〔Ａ 論理・発想 〔Ｂ 対話・協働〕及び〔Ｃ 伝達・発信〕の指導に配当する授業時2 〕

数は，年間 単位時間程度とし、そのうち 【ＣＤ基礎】の学習は、第 学年では７割、第 学70 1 2、

年では 割、第 学年で 割程度とすること。5 3 3

２ 【ＣＤ基礎 【ＣＤ活用】の学習については、次のように取り扱うものとする。】、

( )【ＣＤ基礎】の学習については、次のとおり取り扱うこと。1

ア 授業で取り上げるスキルやツール等を明確にして指導すること。

イ 学習課題はスキルやツール等の習得の必要性・有効性が感じられるものにすること。

( )【ＣＤ活用】の学習については、次のとおり取り扱うこと。2

ア 学習課題は「人間 「社会 「自然」などの （持続可能な社会のための教育）の視点に立」 」 ESD

った課題を取り上げ、学習者にとって真正の課題となるように留意すること。

イ【ＣＤ基礎】の学習で獲得したスキルやツール等の複合的・統合的な活用が起こる学習活用・場

面を設定すること。

３ 評価については、次のように取り扱うこと。

ア 教師と学習者とがルーブリックを共有したり、自己評価、相互評価などの多面的な評価を工夫

、 。したりすることで プロジェクトの達成度や学習内容の充実度などを実感できるようにすること

イ 【ＣＤ基礎】の学習の評価では、スキルやツール等が、日常や社会、他教科や学校生活など他

へと活用することができるように評価方法を工夫すること。

ウ 【ＣＤ活用】の学習の評価では【ＣＤ基礎】の学習で獲得したスキルやツール等の自覚的・選

択的な活用を促し評価すること。



第１学年　コミュニケーション・デザイン科  モデルカリキュラム　（作成中）
（9／５版）

月 【基礎】　Ａ論理・発想 【基礎】　Ｂ対話・協働 【基礎】　Ｃ伝達・発信 【活用】 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技家 英語 自主研究

８入学式始業式

10委員選挙

19-21修学旅行

27体育大会

31芸能鑑賞

2：2年理科郊外

13・14中間ﾃｽﾄ

11ｰ14林間学校

20帰国検定

25午前総ｶﾘ

29学力

8講堂発表

16ｰ17生徒祭

20午前片付け

2-4期末ﾃｽﾄ

10答案11後期

身体／選挙

30公開研究会

６関附連

校外学習

30-1中間ﾃｽﾄ

2創立70周年

中学入試

中学入試

26-28期末ﾃｽﾄ

7歓送会

19卒業式

10 18 20 ↙ＣＤ科基礎小計　　　　　　　　　　ＣＤ科活用小計↓ ＣＤ科Ａ・Ｂ合計

48 22 70

生徒祭に来るいろいろなお客様へ伝える
ためには？
ア：相手・場に応じた伝え方（ロールプレイ）

夏休みミニ課題発見[A
論]ウ(ア)問題を分割して
目的と目標明確

⑥～⑩プロジェクトの具体化～小グルー
プでの調査、インタビュー相手へのアポと
りなど、インタビュー調査準備発想法入門～自主研究に向けて興味の

対象を見つけよう　ア：思考の基礎操作
（マインドマップ／マンダラート）

水泳
スキンダイビング

コンピュータの基
礎

気体の性質

１次式

物質の姿と状態
変化
粒子モデル　[Ｃ
伝]ア(ウ)可視化
し共有

MY　アート　レ
ポート

着衣水泳

表計算ソフト
プレゼンテーショ

ン
[Ｃ伝]イ(ウ)：プレ
ゼンテーション

情景を表す音楽
の特徴を感じ取
る

記憶に残るシン
ボル[Ｃ伝]イ
(ア)(イ)目的に合
わせた効果的な
表現

バスケットボール
[Ａ論]ウ(ウ)進捗
状況把握
体つくり運動
[B対]ア（ア）
尊重・建設的対
話

夏休み課題追究[Ａ論]ア
(イ)多面的に思考

注）表中のかっこで囲んだ数字は，その題材の時間数を表している。かっこ数字がない場合は，１時間で実施していることを表す。

ミニ自主研究発表会[Ｃ
伝]ウ(エ)目的に合わせた
表現
講堂発表会（３年生に学
ぶ）

ブックトークをしよ
う[Ｂ対]ウ(ア)相
手と場所
説明文を読むあの時の判断は⁉～生徒祭の活動を振り

返る　ウ：問題解決の思考（フローチャート）

ものはいいよう～アサーション（２）
イ：対立の解決・解消（アサーション）
ホワイトボードミーティング～学級の振り
返りを通して～　ア：対話・話し合いの基
礎（WBミーティング）

＜横浜校外学習プロジェクト＞
①～④班で協力して旅のテーマ・見学先・
ルート・時間配分を考えよう

発想法入門～クラスで生徒祭テーマをど
のように解釈するか（アイディア出し）
ア：思考の基礎操作（マインドマップ）
アイディアの整理
ア：思考の基礎操作（ＫＪ法）

クリティカル・シンキング入門（２）
イ：論理思考の基礎（クリティカルシンキング） 生徒祭のクラス企画を具体化し、審議を

通過するためには？～企画提案・予算獲
得のための話合い（４）
ア：対話・話し合いの基礎（目的・論点をと
らえた効果的な話し合い）

紛らわしいグラフに注意
イ：戦略的な表現（グラフ）

効果的に伝えるコツ～文字だけではない
伝達　イ：戦略的な表現（イラストレーション）
リアルな場面になるような脚本を考えよう
イ：戦略的な表現（脚本）

＜生徒祭プロジェクト＞
（①　クラスで生徒祭テーマをどのように
解釈するか？～アイディア出し）

⑫⑬実演発表やおもてなしに向けての最
終打合せ

⑭～⑲生徒祭での発表
（⑳生徒祭の振り返り）

自主研究ガイダンス（問
題解決のための探究活
動のイメージをつかむ）

乗法・除法

世界の各地の
人々の生活と環
境[A論]イ(イ)関
係・判断・構造化
[B対]ア(エ)質問
の仕方

陸上
体育大会種目[Ｂ
対]ア(ウ)話し合
い、イ(ウ)対立の
解消

水溶液の性質
粒子モデル[Ｃ伝]
ア(ウ)可視化

ＣＤ科と教科・自主研究との連携した指導

（②～⑤企画を具体化し、審議を通過する
ためには？～企画提案・予算獲得のため
の話合い）

植物の分類[Ａ
論]ア(ア)観点と
比較分類
身の回りの物質
とその性質

感じる色のイメー
ジを伝えよう[B
対]ア(ア)(オ)目的
に応じた話し合
いの工夫

水泳
スキンダイビング

情報社会におけ
る情報モラル
[Ａ論]イ(イ)･エク
リティカルシンキ
ング

４月 正の数・負の数
身近な生物の観
察

リコーダー演奏
に親しむ

素描の基礎
描く楽しさ

陸上[Ａ論]ウ[ウ]
俯瞰的に捉える

栽培基礎
サツマイモの栽

培
作物の測定

声の響きを楽し
む[Ｂ対]ア(ア) 対
話の土台

世界のすがた[A
論]ア(ア)比較分
類

５月

論理モデルで考
える[Ａ論]イ(イ)
トゥールミンモデ
ル
ものの見方と言
葉

原始・古代[Ａ論]
イ(イ)トゥールミン
モデル[Ｂ対]ア
(エ)インタビュー

加法・減法

花のつくりとはた
らき
葉・茎・根のつく
りとはたらき[Ａ
論]ア(ウ)条件制
御

弦楽器の演奏に
親しもう

色の広がり、色
の魅力

ワザカードで振り返ろう
ウ：問題解決の思考（ワザカード）

話し合いの基本
会議の進め方
ア：対話・話し合いの基礎（互いの立場の尊重，
目的・論点をとらえた効果的な話し合い）
私を知る・相手を知る　ア：対話・話し合いの
基礎（質問の機能　ペア・インタビュー）

伝える・聴く（ペア・クラスへの自己紹介）
情報収集の仕方と注意点　ア：情報収集と共有
（インターネット）
相手に伝える説明　イ：戦略的な表現（演繹的
な発表）
図書室の使い方と情報収集の注意点　ア：情報
収集と共有（図書室）
情報を共有するために～効果的な掲示物作成
イ：戦略的な表現（ポスター）

８月
⑪インタビューのまとめ、ポスター発表に
向けての作成

読書紹介への誘
い

平面図形(前期)

７月 論
中世[Ａ論]ウ(エ)
マインドマップ座
標軸[Ｂ対]

文字式

質問法入門　ア：質問の機能（オープン/クロー
ズドクエスチョン）
係会合　ア：対話・話し合いの基礎（目的・論点
をとらえた効果的な話し合い）
交渉の方法①～アポイントの取り方編
交渉の方法②～実践編
ウ：外部との交渉（シミュレーション）

ラウンドテーブル（３年生
に学ぶ、探究の姿勢）

11月

インタビューしよ
う[Ｂ対]ウ(ア)交
渉

空間図形(後期)
音の世界[Ｃ伝]ア
(ウ)可視化

合唱コンクール
に向けて[Ｂ対]ア
（ア）（ウ）（オ）選
曲する。[Ａ論]ウ
（イ）計画[Ｃ伝]イ
（ア）表現の工夫

心に響くデザイン
とは[Ｂ対]ア
(ア)(ウ)(オ)建設
的な対話づくり[Ｃ
伝]ア(ウ)イ
(ア)(イ)(エ)目的
に合わせた効果
的な表現

10月 私たちと古典

世界の諸地域[A
論]ア(イ)拡散と
収束、イ(イ)批判
的思考、[C伝]イ
(ア)効果的表の
工夫

方程式
1次方程式

光の世界[Ｃ伝]ア
(ウ)可視化し共
有

リズム・メロ
ディーを組み合
わせて創作しよう
[Ｂ対]ア（ウ）（オ）
協働して創作す
る

長距離走
ペースランニング

私達の食生活[Ａ論]
ア(イ)視点を変えて
多面的に思考するこ
と

合唱曲を決めよう～目的に応じた話し合
い
ア：対話・話し合いの基礎（目的・論点をと
らえた効果的な話し合い）

写真による効果的な表現
イ：戦略的な表現(写真・ポスター） ⑤⑥校外学習で見聞したことをポスター

で表現するための構成を考えよう
★校外学習★
⑦⑧ポスター作成

自主研究ゼミ[Ａ論]ア(イ)
多面的に思考、ウ(ウ)俯
瞰的に捉え修正

1月
文学を読む
レポートしよう

反比例
比例と反比例の
利用

火をふく大地

家庭の仕事

自主研究ゼミ[Ａ論]ウ(ア)
問題を分割して目的と目
標明確、[Ａ論]ウ(イ)手順
とスケジュール[Ｃ伝]ア
(ア)図書検索(イ)インター
ネット

12月 連句で遊ぼう
関数
比例

力の世界　力の
矢印[Ｃ伝]ア(ウ)
可視化し共有

ダンス
[C伝]イ（ア）（エ）
目的に合わせた
表現

家族と家庭生活

トゥールミンモデルとは？
イ：論理思考の基礎（トゥールミンモデル）

⑨⑩ポスター発表会（ポスターセッション）

合唱コンクールへのロードマップを作ろう
（２）
ウ：問題解決の思考（ロードマップ）

２年生学年発表会ポス
ターセッションに参加（自
主研究について学ぶ）

器械運動
マット運動
[C伝]イ（ア）（エ）
目的に合わせた
表現

私達の消費生活
[対]Ｂエ話し合い
交渉して解決策
をつくりあげるこ
と

課題発掘セミナー（社会
人に学ぶ探究心）

2月

鑑賞して良さを表
現しよう[Ａ論]イ
(ア)相手の意図
の読み解き

資料の活用 動き続ける大地 卒業式の音楽
暮らしに息づく本
の命

家庭と地域社会

演劇ワークショップ（６）
イ：戦略的な表現（目的に合わせた表現
の組み合わせ～演劇）

プレゼンテーションソフトでの発信(3)
イ：戦略的な表現（プレゼンテーションソフ
トの利用）

ＰＤＣＡサイクルで進捗状況を振り返ろう
ウ：問題解決の思考（PDCAサイクル）

教科の直ぐ下の欄には関係の深い領域名を示し、その下には単元名を黒で、その単元と特に関係
の深い領域と特徴を示すキーワードを赤で示した。

写真を説明する
文章を書く
[Ａ論]イ(ア)客観
と主観
[Ｃ伝]イ(ア)(エ)目
的に合わせた表
現

環境問題

外国人の先生に
手紙を書く
[Ｃ伝]イ(ア)(エ)目
的に合わせた表
現

3月

地層から読み取
る大地の変動[Ｃ
伝]ア(ウ)可視化
し共有

アンガーマネジメント入門
イ：対立の解決・解消（アンガーマネジメン
ト）

著作権ワークショップ～動画作成に向け
て　ア：情報収集と情報共有（知的財産の
保護）

９月

自分のことを伝
える
[Ａ対]ア(イ)相手
や場に応じた伝
え方

行事予定
CD科　

６月
文学を楽しむ視
点

家族や友達など
を紹介する
[Ａ論]イ(ア)客観
と主観
[Ｃ伝]イ(ア)(エ)目
的に合わせた表
現

show & tell をす
る
[Ａ論]イ(ア)客観
と主観
[Ｃ伝]イ(ア)(エ)目
的に合わせた表
現



第２学年　コミュニケーション・デザイン科  モデルカリキュラム（作成中） ⒓/19版

自主研究

月 【Ａ基礎】　論理・発想 【Ａ基礎】　対話・協働 【Ａ基礎】　伝達・発信 【Ｂ活用】 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技家 英語

８入学式始業式

10委員選挙 学級での話し合い[1]　ア 学級目標をつくろう［1］

19-21修学旅行

研究課題を設定する［1］

27体育大会 生徒祭プロジェクト導入[2]

31芸能鑑賞

2：2年理科郊外

林間学校しおり作成[1]

13・14中間ﾃｽﾄ

林間学校スタンツ制作・練習[2]

生徒祭でプロジェクト運行[1]

11ｰ14林間学校 林間学校で映像と画像を撮る［1］

20帰国検定

25午前総ｶﾘ

29学力

8講堂発表

16ｰ17生徒祭

20午前片付け

林間学校映像編集[1] イ：動画

2-4期末ﾃｽﾄ （動画編集［2］イ：動画） 林間学校映像編集[2]

10答案11後期 林間学校映像発表会[2]

身体／選挙

30公開研究会 研究室訪問導入［1］

６関附連

13-15三年中間

30-1中間ﾃｽﾄ

2創立70周年

テーマ別学習導入[1]

テーマ別学習企画案検討[2]

訪問学習準備・情報収集[2]

訪問先との連絡・交渉[1]

訪問先での質問検討［1］

中学入試

中学入試 訪問学習[2]

訪問学習の発表準備［2］

訪問学習発表会[2]

26-28期末ﾃｽﾄ

7歓送会 テーマ別学習ディベート準備[2]

19卒業式

授業時数 6(3) 8(5) 12(9)
26 ＣＤ活用時数　　　　　　　　　　　　　　44

３学年ＣＤ科総時数　　　　　　 　　 　70

立場を決めて討論する技法[2]
ア：ディベート

（立場を決めて討論[2]　ア：ディ
ベート）

研究での課題決定[1]　ア：マインドマッ
プ

(研究での課題決定[1]　ア：マイ
ンドマップ)

（訪問先の基礎情報収集［1］ア：
情報収集）

基礎情報の収集［1］ア：情報収
集

自主研究⑤～⑦[Ａ
論]ア(イ)多面的思
考　ウ条件制御　イ
(イ)判断を構成する
要素

自主研究①②[Ａ論]
ウ(イ)目標達成まで
の手順とスケジュー
ル

自主研究⑧グルー
プ内発表会[Ｃ伝]イ
(エ)目的に合わせた
表現　[Ａ論]ウ(ウ)自
らの行動を俯瞰的
の捉え（PDCAサイ
クル）
講堂発表会（３年生
に学ぶ）

「Ｐｈｏｔｏ俳
句」[C伝]イ
(エ)目的に合
わせた表現
の選択

バレーボール
とサッカー[B
対]ア(ア)

エコクッキン
グ　これから
の食生活[論]
Ｃエ複合的な
問題に対して
意思決定す
ること

エコ調理

ラウンドテーブル（探
究の姿勢を学ぶ）

課題設定[Ａ論]ウ
(ア)問題を分割して
目的と目標明確

合唱コンクー
ルに向けて
[対]Aアウオ
選曲する[論]
練習計画を
立てる[伝]曲
想表現を工
夫する

卒業式の音
楽

1次関数
[論]B論理的
な表現と批判
的な吟味
[伝]Aウ可視
化の方法

ダンス［C伝］
イ(ア)目的に
合わせた表
現

製品の構想
製品の依頼・
受注
[C伝]Bア：企
画書

「レザークラフ
ト」

柔道・スリー
アップグルー
プ学習[B対]
ア(ア)

ジャガイモ

「走れメロス」
小説

近代国家の
歩みと国際社
会
[論]A[対]A,B

四角形[論]Aア
比較・分類[論]A
イ多面的・統合
的な思考[論]A
ウ条件制御
[論]Bウ論理的
表現と批判的な
吟味

気圧と天気、
日本の四季
（後期）

東北地方の
文学と鑑賞

確率[論]Bウ
(論理的な表
現と批判的な
吟味)

大切なものを
紹介する文
章を書き、ス
ピーチする。
[伝]Cア目的
や対象を意
識して、表現
を調整・改
善・評価する

からだつくり
運動[B対]ア
(ア)

自主研究③④[Ｃ伝]
ア(ア)図書検索　イ
インターネット

「短歌を楽し
む」

図形の合同
[論]Bウ論理
的な表現と批
判的な吟味

電流の正体

製図の基礎

材料と構造
建築物に関
する技術

方程式と1次
関数

酸化と還元

リズム・メロ
ディー・和音
を組み合わ
せて創作しよ
う[対]Aウオ
協働して創作
する

サッカー・柔
道グループ
学習スリー
アップ[B対]ア
(ア)

将来の夢に
ついて文章に
まとめ、ス
ピーチする
[伝]Cア目的
や対象を意
識して、表現
を調整・改
善・評価する

「生活を豊か
にする」ペー
パーウエイト
づくり

「百人一首」

三角形[論]Aイ
多面的な思考
と統合的な思
考[論]Bウ論理
的な表現と批
判的な吟味

電流と磁界
[Ｃ伝]ア(ウ)
可視化する

自分の町を
紹介する文
章を書く[論]B
ウ主張や根
拠・理由づけ
などの判断
構成要素を
理解し、説得
的にテーマに
ついて表現す
る

自主研究⑧グルー
プ内発表会⑨学年
発表会ポスターセッ
ション[Ｃ伝]イ(ア)目
的に合わせた表現
[Ａ論]ウ(ウ)自らの
行動を俯瞰的に捉
え（PDCAサイクル）

評論文を読
む[A論]イ(ア)
論理思考

武家政権の
展開と世界の
動き[論]A

化合と分解
粒子モデル
[Ｃ伝]ア(ウ)
可視化する

「文豪の描写
に習う」

日本の諸地
域
[論]A[対]A,B

図形の性質
平行線と多角
形[論]Aイ多面
的・統合的な
思考[論]Bウ論
理的な表現と
批判的な吟味

回路と電流・
電圧[Ｃ伝]ア
(ウ)可視化す
る

「徒然草」古
典

漢詩の世界
大気中の水
(前期）

自主研究③～⑥[Ａ
論]ア(イ)多面的に
思考、ウ(ウ)行動を
俯瞰的に捉え修正・
解決

「枕草子」古
典

武家政権の
成長と東アジ
ア[論]A

式の活用
連立方程式
[論]Aイ多面
的な思考と統
合的な思考

生田緑地

旅行の計画
を立てて発表
する[対]Aウ
目的を共通
理解し、論点
をとらえて効
果的に話し合
いや活動を
運ぶ

実習
会食

自主研究⑦

「メディアと上
手につきあう
ために」説明
文[Ｃ伝]イ(イ)
表現を批判
的に吟味する

連立方程式
の活用

原子と分子
粒子モデル
[Ｃ伝]ア(ウ)
可視化する

課題設定[Ａ論]ウ
(ア)問題を分割して
目的と目標明確

インタビュー
と自己紹介[B
対]ア(ウ)効果
的話し合う
俳句

アジア州・日
本のすがた
[対]A[伝]AC

文字式の計
算

動物の分類
[Ａ論]ア(ア)
観点を設定し
比較分類

その日にした
ことや感想な
どを日記に書
く[伝]Cア目
的や対象を
意識して、表
現を調整・改
善・評価する

100ｍ
リレー[B対]ア
(ア)

調理と栄養と
食生活[論]Ａ
ア比較したり
分類した利子
判断すること

自主研究①②[Ａ論]
ウ(イ)目標達成の手
順とスケジュール[Ｃ
伝]ア(ア)図書検索イ
インターネット

物語文を読
む
評論文を読
む[A論]イ(ア)
論理思考

世界から見た
日本のすが
た[論]A

多項式の乗
法・除法

動物の生活と
生物の変遷

弦楽器の演
奏に親しみ、
いろいろな楽
器を組み合
わせて合奏を
楽しむ

教科

テーマ別学習ディベート[2]

５月

行事予定

４月

12月

1月

2月

3月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

「身近な人を
見つめて」－
思いを込めて
対象を表そう
－

体力テスト
体育大会種
目[B対]ア(ア)

青少年の栄
養[論]Ｃア問
題の所在に
気付き具体
的に考え共
有すること

水泳

調理実習[伝]
Ａウ可視化し
た情報を共有
し工夫するこ
と

さまざまな音
楽文化に親し
もう

企画の立て方・示し方［1］ウ：企
画書
　(企画検討立案［2］ウ：企画書）

訪問学習発表準備[1]　イ：イラ
ストレーション
訪問学習発表準備[1]　イ：プレ
ゼンテーションソフト
（訪問学習発表準備[2]　イ：イラ
ストレーショ、プレゼンテーション
ソフト）

CD科

林間学校しおり作成のための技法[1]
イ：イラストレーション
林間学校スタンツ制作のための技法
[1] イ：身体表現
(林間学校しおり作成[1] イ：イラスト
レーション）
（林間学校スタンツ制作[1] イ：身体表
現)

写真や動画の撮影の技法[2]
イ：写真、動画
（写真や動画の撮影[1]　イ：写
真、動画）

研究での考察の書き方［1］
イ：トゥールミンモデル

林間学校ビジュアルレポート[1]
イ：キャッチコピー
林間学校パワポ作成[1]イ：プレ
ゼンテーションソフト
林間学校パワポ作成[1]　イ：音
(BGM・効果音)

林間学校パワポを使った発表会[2]

生徒祭でプロジェクト運行[1]
生徒祭でのプロジェクト発表［3］

(生徒祭自主Ｇ：［1］イ目的や目
標を鮮明にして仲間を募る)

生徒祭に向けた進捗状況把握と
修正［1］ウ：PDCAサイクル

研究室訪問導入［1］ア：依頼状
を書く

訪問先との交渉［1］ウ：アポイン
トメントを取る

研究室での質問内容の検討［1］
ア：インタビュー

研究室訪問の内容を紹介しよう
［1］イ：ポスターにまとめる

研究室訪問の準備［1］

研究室訪問発表準備［2］
研究室訪問発表会［2］

研究室訪問のまとめ［1］

訪問学習に向けて情報を批判
的に読み取る[2]　イ：クリティカ
ルシンキング

生徒祭自主Ｇ：［1］イ目的や目
標を鮮明にして仲間を募る

（生徒祭プロジェクト運行[1]
ウ：ガントチャート）

生徒祭に向けた進捗状況把握と
修正［1］ウ：ガントチャート

（生徒祭プロジェクト運行[1]
ウ：PDCAサイクル）



第３学年　コミュニケーション・デザイン科  モデルカリキュラム（作成中） （９／５版）

自主研究

月 【ＣＤ基礎】　Ａ論理・発想 【ＣＤ基礎】　Ｂ対話・協働 【ＣＤ基礎】　Ｃ伝達・発信 【ＣＤ活用】 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技家 英語

８入学式始業式 学級目標を決めよう[１] 学級目標を決めよう[１] 修学旅行ビジュアルレポート[２] ＜復興支援を考える～支援プロジェクトを実施する～＞

10委員選挙 ア：アイディアを引き出すコツ、ア：発想、 ア：会議の進め方、引き出す話し合い、 ウ：戦略的な表現 ①～⑥プロジェクトの具体化、見通しを立て実行する、

19-21修学旅行 （ア：マインドマップ、 意見の調整、ファシリテータ、ブレーンストーミング （ア：可視化による情報共有） インタビュー調査・交渉準備、交渉する　[６]

ア：問題の発見・分割と達成目標 交渉の準備をしよう[２]

ア：ロードマップ） （イ：交渉の準備と実践）

（ウ：ＰＤＣＡ） （イ：合意形成、Ｂ：相互利益）

（ウ：ガントチャート） （ア：目的に応じた話し合い） 修学旅行ビジュアルレポート[２] ⑦～⑫プロジェクトの具体化、見通しを立て実行する、

（イ：批判的思考（価値の多様性、 （イ：交渉の準備と実践） ウ：戦略的な表現 インタビュー調査・交渉準備、交渉する

27体育大会 多面的、複眼的なものの見方）） エレベーターピッチトレーニング[２] 計画を立て直す、調整する、軌道修正する　[６]

31芸能鑑賞 ウ：戦略的な表現

2：2年理科郊外

（ウ：ガントチャート） （ア：目的に応じた話し合い） （ウ：戦略的な表現）

13・14中間ﾃｽﾄ （イ：交渉の準備と実践）

（ア：目的に応じた話し合い） （ウ：戦略的な表現）

11ｰ14林間学校 （イ：交渉の準備と実践）

20帰国検定

25午前総ｶﾘ （ウ：戦略的な表現）

29学力

評価軸を学ぶ[２] （ウ：戦略的な表現）　

8講堂発表 ウ：評価軸×評価リスト

16ｰ17生徒祭

20午前片付け （ウ：リフレクション、フィードフォワード）

＜プロジェクト成功のためのＨＯＷ ＴＯ本を作ろう～＞

2-4期末ﾃｽﾄ （ウ：ガントチャート） （ア：ファシリテータ） （ア：可視化による情報共有） ①②プロジェクト活動の企画・実施のふり返り[２]

10答案11後期 （イ：相手の分析） 活動の見通しを立てる

身体／選挙 （ウ：思考の可視化（マトリックス、KJ法 （ア：ブレーンストーミング） 課題設定、比較、整理、アイディアを出し合う、

30公開研究会 マインドマップ等）） 焦点を絞る、発想を広げる（マインドマップ等思考

ツールの活用）、順位付け、評価基準作成

（ウ：ＰＤＣＡ） ③④情報の収集、共有、整理、分析　[２]

６関附連 （ア：ファシリテータ） 協働的な話し合い

13-15三年中間 （ア：ブレーンストーミング） ⑤⑥本の構成を考える　[２]

30-1中間ﾃｽﾄ

2創立70周年 （イ：批判的思考） （ア：可視化による情報共有） ⑦⑧本の内容・プロットをプレゼンする。[２]

（イ：相手の分析） クリティカル・シンキング、多角的、批判的に聴く

（ウ：効果的な表現を工夫する） 他者からの意見をもとに本の構成を再検討する。

本作成の分担をする、絵コンテ・構成案作成
⑨⑩本を作成する。　[４]　　目的・対象を意識して、まとめ
表現する

（ウ：リフレクション、フィードフォワード） ⑪ふり返り　[１]

＜現代社会への視座①＞

アンガ－マネジメント[２]

ア：アンガ－マネジメント ＜現代社会への視座②＞住みよい社会につい

て考えよう～高齢者疑似体験～　[１]

中学入試 ＜現代社会への視座③＞模擬裁判　[２]

中学入試 確かな根拠に基づいた判断、他者の意見から

自分の判断を再構成、社会の人々と協働し社会

の運営に主体的に参加する態度の育成

26-28期末ﾃｽﾄ

＜現代社会への視座④＞世界の課題を自分の視点で考
えてみよう　[２]　　課題設定、持続可能な社会への課題意
識、社会に主体的に関わろうとする態度、課題を解決しよ
うとする態度、異文化理解・他者理解

7歓送会

19卒業式

  ★（　　　）は[ＣＤ活用]で活用される[ＣＤ基礎]の内容項目
＜例＞９月の【ＣＤ活用】「プロジェクト実施報告（発表）」の中で、【ＣＤ基礎】伝達・発信の（戦略的な表現）が活用されることを表す。

過去・現在・未
来の自分につ
いて文章にま
とめる［Ｃ伝］イ
(イ)俯瞰的なと
らえ

フラッグフット
ボール[B対]ア
(ア)立場の尊
重

ｴﾈﾙｷﾞｰ返還を
行う製品の制
作

選択球技[A論]
ウ(ウ)ＰＤＣＡ
サイクル

幼児の食生活
[Ａ論]ア(ウ)変
える条件と変
えない条件を
考え計画する
こと

「故郷」「最後
の一句」で文学
を味わう[Ｂ対]
ア(ウ)論点を捉
えて効果的に

地球社会とわ
たくしたち[Ａ
論]イ(ウ)論理
思考[Ｂ対]イ対
立の解消

標本調査（後
期）

三平方の定理
[Ａ論]イ(ウ)多
面的な見方[Ｃ
伝]イ(ア)効果
的な表現

家族について
[Ａ論]イ(ウ)多
様な見方があ
ることを知り多
面的ものの見
方をする

５月

行事予定

４月

CD科

12月

1月

2月

陸上
応援ダンス
[Ｂ対]ア(ウ)話
し合い、イ(ウ)
対立の解消

フラッグフット
ボールとバ
レーボール
[A論]ウ（ウ）俯
瞰的視座

からだづくり運
動オリジナル
ワークショップ
[A論]ウ(ウ)ＰＤ
ＣＡサイクル

遺伝の規則性
と遺伝子（後
期）[Ｃ伝]ア(ウ)
可視化する

合唱コンクー
ルに向けて[Ｂ
対]ア
(ア)(ウ)(オ)選
曲する[Ａ論]ウ
(イ)練習計画を
立てる[Ｃ伝]イ
(ア)曲想を工夫

版表現多様性
－石膏版画の
制作－

現代の民主政
治と社会

批評文を書く
[Ｃ伝]ア(イ)必
要な情報

リズム・メロ
ディ・和音を組
み合わせて創
作しよう[Ｂ対]
ア(ウ)(オ)協働
して創作する

「論語」でもの
の見方や考え
方を知る

私たちの暮らし
と経済（後期）

自然と人間[Ａ
論]ウ(エ)複合
的な問題に対
して評価軸設
定

3月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

㉛㉜プロジェクト実施報告（発表）に向けて準備する。対
象・目的を意識した視覚的効果を考えた伝達・発信の準
備、協働的な話し合い　[２]

⑬～⑳企画実現に向けて見通しを持って主体的に活動す
る。プロジェクト管理（ガントチャート）、対象・目的を意識し
て伝達・発信。交渉する。交渉の準備をする。協働的で建
設的な話し合い。対立の調整　[８]

㉑～㉖企画実現に向けて見通しを持って主体的に活動する。対
象・目的を意識して伝達・発信。交渉する。ポスター表現、プレゼ
ン、言葉・音楽・身体表現を組み合わせた発信、ＳＮＳ、画像（動
画）を組み合わせた発信　［６］　　　　　　　　　　　　　　　　休日・
夏休み等課外活動㉗～㉚企画を実践する［６］

㉝㉞プロジェクト実施報告（発表）に向けて準備する。対
象・目的を意識した視覚的効果を考えた伝達・発信の準
備、協働的な話し合い　[２]　　　　　　　　　　　　　　　　　　㉟
～㊱プロジェクト実施の成果報告会　　対象・目的を意識し
た視覚効果を考えた伝達・発信、プレゼン
ふり返り　　[２]

課題設定[Ａ論]ウ(ア)問
題を分割して目的と目標
明確[Ａ論]ウ(イ)目標達
成の手順とスケジュール

「おくのほそ
道」

新しい価値観
のもとで

因数分解[Ａ論]
イ(ウ)多面的な
見方

水溶液とイオン
[C伝]ア(ウ)可
視化する

弦楽器の演奏
に親しみ、色々
な楽器と組み
合わせて合奏 伝統文化を説

明する文章を
書き、発表する
［Ｃ伝］イ(ア)目
的に合わせた
効果的な表現

陸上
体育大会種目
リレー[Ｂ対]ア
(ウ)話し合い、
イ(ウ)対立の解
消

ｴﾈﾙｷﾞｰ変換と
利用
エネルギーの
伝達

自主研究①下級生へアド
バイス②[Ａ論]ウ(イ)目標
達成の手順とスケジュー
ル[Ｃ伝]ア(ア)図書検索
(イ)イインターネット

俳句を詠む、
鑑賞する、句
会[Ｃ伝]イ(ア)
効果的な表現

近代国家への
歩み
帝国主義と日
本

平方根
酸・アルカリと
イオン

ブラス・キーホ
ルダー制作
使う人を想定し
たアイディア[C
伝]イ(ア)目的
に応じた表現

身近な幼児の
観察
幼児の成長[Ａ
論]ウ(ア)問題
の所在に気付
き具体的に考
え共有すること

自主研究③～⑥[Ａ論]ア
(イ)多面的に思考、ウ(ウ)
行動を俯瞰的に捉え修
正・解決

「物語」の文章
構成と論理の
展開

「一等国」の光
と影

２次方程式
運動とエネル
ギー[Ａ論]ア
(ウ)条件制御

音楽の要素を
とらえながら鑑
賞・表現しよう

幼児を取り巻く
人的環境

自主研究⑦[Ｃ伝]イ(ア)
目的に合わせた表現　[Ａ
論]ウ(ウ)進捗状況を俯
瞰的の捉え

「高瀬舟」

ジャガイモの収
穫

自主研究⑧グループ内
発表会[Ｃ伝]イ(ウ)プレゼ
ンソフトを用いた資料作
成
講堂発表会（発表者は[Ｃ
伝]Cイ(ア)目的に合わせ
た表現）

幼児の衣・住・
おもちゃ作り

軍国主義と日
本の行方

アジアと太平
洋に広がる戦
争
敗戦から立ち
直る日本[Ａ論]
イ(ウ)多面的な
見方

２次関数
生物の成長と
殖え方（前期）

男女共同参画
レポート

外国人の先生
にインタビュー
をする［Ｂ対］ア
(イ)目的、相
手、場に応じた
伝え方の工夫

尊敬する人な
どを紹介する
文章を書き、発
表する［Ｃ伝］
イ(ア)目的に合
わせた効果的
な表現

高まるデモクラ
シーの意義

力学的エネル
ギー

ラウンドテーブル発表者
[Ｃ伝]イ(エ)目的に合わ
せた表現の組み合わせ、
[Ａ論]ウ(ウ)自らの行動を
俯瞰的仁に捉え

経済大国日本

現代社会と私
たちの生活（前
期）[Ｂ対]イ(ウ)
対立の解消

相似な図形（前
期）[Ｃ伝]イ(ア)
効果的な表現

天体の動きと
地球の自転・
公転

自主研究集録の執筆[Ａ
論]イ(イ)判断を構成する
要素、[Ｃ伝]イ(エ)目的に
合わせた表現の組み合
わせ

「月の起源を探
る」の論理展開

人間の尊重と
日本国憲法

円周角と中心
角

太陽系と恒星

２つのものを比
べて、どちらが
よいか話し合う
[Ａ論]イ（イ）論
理的な表現や
批判的な吟味

科学技術と人
間[Ａ論]イ(ウ)
多面的複眼的
な見方

教科

新聞の社説の
比較読み[Ａ論]
ア(ア)比較・分
類、[Ｃ伝]イ(イ)
表現を批判的
に吟味
「君待つと」古
典を味わう

卒業式の音楽

エネルギー効
率のよい利用
法

ペースランニン
グ

幼児と触れ合
おう

「誰かの代わり
に」の論理的
表現



国 記号 返り点〔レ点，一二点，等〕，
音読・朗読台本〔＜だんだん大きく，等〕

数 記号
算術記号〔＋，－，×，÷，等〕
関係（演算）記号〔＝，≠，≒，≡，∽，//，⊥，等〕
順序構造記号〔＜，＞，≦，≧，等〕
図形表記記号〔△，□，∠，等〕

理 記号 元素記号，回路図用記号，天気記号

理 モデル 粒子のモデル（原子，分子，イオン），遺伝子のモデ
ル，天体のモデル，電流の流れのモデル

数 数式 数，文字を用いた式，等式，不等式，方程式

理 数 数値〔実測値〕 →誤差，小数，有効数字，単位

理 式 化学式，化学反応式，公式，定義を表す式〔Ｐ＝ＦＳ等〕，
関係を表す式〔Ｖ＝ＲＩ等〕

社 図表 地図，略地図，
年表，系図，関係図

理 図
断面図，視点を意識した図〔上からみた図，等〕
樹形図，模式図，近似
フローチャート

数 図 アレイ図，線分図，数直線図，面積図，樹形図
見取図，展開図，投影図，断面図，立体模型

数 表 ２次元表，対応表

理 表
グラフ

観点や項目，独立変数・従属変数
比例とそれ以外（グラフの形を想定する）

数 グラフ
絵グラフ，棒グラフ，帯グラフ，円グラフ，
折れ線グラフ，ドットプロット，座標平面，
ヒストグラム，度数折れ線，相対度数折れ線，
箱ひげ図

社 グラフ 雨温図

国 文型
話型

主張と理由〔○○だ。なぜなら…〕，
順序〔はじめに，次に〕，列挙〔ナン
バリング：一つ目は，二つ目は…〕，
比較〔〇〇の観点で比べると…〕

数 事柄の
説明

命題〔○○ならば△△である．〕
限定・場合分け〔～のとき，～ならば，
～において〕

理 言語 科学的根拠をもとに結論を述べる
（課題→仮説→考察）

英 文型
話型

論理展開に基づいた文章構造
文構造・あいまいさを回避する表現

国 発表 プレゼンテーション資料

英 発表 プレゼンテーション資料，show＆tell

社 発表 フィールドワークの写真

美 メディ
ア

写真，アニメーション

技 ディジ
タル プレゼンテーション，フロー，等

英 対話
発表

＊ノンバーバル・コミュニケーション・スキル
アイコンタクト，ジェスチャー
リアクション〔うなずく，くり返し〕

保
体

言語的
非言語的

身体表現の言語化〔説明・オノマトペ・絵〕
模倣身体表現（まねしてやってみる）
試行身体表現（試してみる）

英 音声 緩急，大小・強弱，間，
声に感情を表す

国 音声 緩急，大小・強弱，高低，
間，色合い〔明暗・喜怒哀楽〕

音 歌唱 独唱，重唱，合唱，
楽器との組み合わせ

音 創作

リズム・メロディ・ハーモ
ニー・テクスチュア
即興的表現・考えを構築して完
成させる表現
標題音楽・絶対音楽

音 器楽

発音原理〔打つ，吹く，はじく，
こする〕
音の組み合わせ，材質による音
色の違いと奏法の違い
減退する音・持続する音・無音
それらの組み合わせ

美 デザイン 色と形の構成，文字デザイン，
イラストレーション．ポスター制作，絵本

美 絵画 【スケッチ，鉛筆，絵の具，墨，人物，静物，
風景，想像，抽象】で描く

美 彫刻 粘土，木，石

美 工芸 木，金属，陶芸，紙

美 版画 木版，銅版，シルクスクリーン，石版
家 調理 レシピ，

日常食，郷土料理，行事食

家 被服 小物制作，衣服

家 感覚
五感【視覚・聴覚・嗅覚・触
覚・味覚（五味：甘味，塩味，
苦味，酸味，うま味）】
言葉（オノマトペ）

技 ものづくり 製図，作業分解，製作

ことばの組み立て

音

もの
体の動き

資料づくり

記号・モデル

数式

図表

表・グラフ

教科固有の
「表現」一
覧


