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࣮ࣝࣝࡢᆅᙧᅗࠉ�
ࡾྲྀࡳㄞ㢮✀ࡢ㢟ᅗࠉ�
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ᆅᅗ࣒ࢸࢫࢩᆅ⌮ሗࠉ�
࠙ᆅᅗྍࡢ⬟ᛶࡔࡲࡔࡲࠊࡣᗈࠚࠋࡿࡀ
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㈠᫆ࡿࡍᣑࠉ��
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ࡋࡽᬽࡢࠎேᩍ᐀ࠉ��
࠙᐀ᩍ᰿ᩥࡸ័⩦ࠊࡓࡋࡊࠚࠋࡿ࠶ࡀ

��㹼�� ۔ ۑ ۑ

ࡋࡽᬽࡢᒣᆅࠉ��
ࡋࡽᬽࡢᖹ㔝ࠉ��
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ࡋࡽᬽࡢᾏᓊࠉ��
ศᕸࡢࡑẼೃ࡞ከᵝࠉ��
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ࡋࡽᬽࡢࠎேࡢளᐮᖏ࣭ᐮᖏࠉ�� ��㹼�� ۔ ۑ ۑ

࣭ᅜᐙ㛫ࡧ⤖ࡢࡢࡑࡁᙺ࡚࠸ࡘ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭ከᴟࡿࡍୡ⏺ࡢኚࠋࡿ࠼⪄࡚࠸ࡘ

࣭ᆅᇦᩥ࡚ࡗࡼ࡚࠸ࡘ⏤⌮ࡿ࡞␗ࡀ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭ᩥࡣᣢ⥆୍ࡿ࠶ࡶࡇࡿࡍ᪉࡛ࠊኚᐜࢆࡇࡿ࠶ࡶࡇࡿࡍ⌮ゎ
ࠋࡿࡍ

࣭ୡ⏺ࡢ᐀ᩍࡢศᕸ࡚࠸ࡘ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭᐀ᩍࡈ≉ᚩⓗ࡞⏕ά⩦័ࡸつ⠊ࢆࡇࡿ࠶ࡀ⌮ゎࠋࡿࡍ

࣭Ꮫ⩦ෆᐜࡸ฿㐩┠ᶆࠊᏛ⩦ࡢ㐍ࡵ᪉ࡓࡵࡲࢆ㈨ᩱࢆసᡂࠊࡋ&ODVVURRP࡛ඹ᭷ࡍ
ࠋࡿ

࣭ᆅ㍈ࡢഴࡸࡁ⮬㌿࣭බ㌿ࡿࡼᙳ㡪ࢆ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭ᆅ⌫ୖࡣᖖኪࡀᏑᅾࢆࡇࡿࡍ⌮ゎࠊࡋᕪࡢᙳ㡪ࢀࡑࡸ
ࠋࡿ࠼⪄ࢆᕤኵࡿࡍᑐ
࣭ᆅᅗ࡞ࡲࡊࡲࡉࡣ✀㢮ࡀᏑᅾ࡚࠸ࡘࡇࡿࡍ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭ᆅ⌫ࢆᖹ㠃ࡢᆅᅗ࡛ࡣṇ☜ࢆࡇ࠸࡞ࡁ࡛⌧⾲⌮ゎࠊࡋᆅᅗࡢ✀
㢮ᛂࡓࡌ⏝㏵ࡢከᵝᛶࠋࡿ࠼⪄ࢆ

࣭᪥ᮏࡢ⨨㡿ᇦ࡚࠸ࡘ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭ⓗ⤒῭Ỉᇦ࡚࠸ࡘ⌮ゎࡢࡑࠊࡋ㔜せᛶࠋࡿ࠼⪄࡚࠸ࡘ

ࠋࡿࡍゎ⌮ࢆࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝ࡀᆅᅗ࡞ࡲࡊࡲࡉά⏕ࡢࡕࡓ⚾࣭
࣭ከᵝ࡞ᆅᅗࡀ⏕άࢆ౽ࢆࡇࡿ࠸࡚ࡋ⌮ゎࠊࡋᆅᅗ⏝ࡲࡉࡢ
ࠋࡿ࠼⪄ࢆᛶ⬟ྍ࡞ࡲࡊ

࣭ᆅᙧᅗࡽㄞ࡚࠸ࡘࡇࡿࢀྲྀࡳ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭ᆅ⌮㝔ᆅᅗࡢ≉ᚩࢆ⌮ゎࠊࡋ⣬ࡢᆅᙧᅗࡢ㐪࡚࠸ࡘ࠸⪃ᐹࡍ
ࠋࡿ
࣭㢟ᅗ࡞ࡲࡊࡲࡉࡣ⾲⌧᪉ἲࢆࡇࡿ࠶ࡀ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭㢟ᅗࡢ⾲⌧᪉ἲࡢ≉ᚩࢆ⌮ゎࠊࡋ⏝㏵ᛂ࠺ࡼࡢ࡚ࡌ࠸ศ
ࠋࡿࡍᐹ⪄ࢆࡢࡿࡅ

࣭ᆅ⌮ሗ࣒ࢸࢫࢩ㸦*,6㸧ࡀᖜᗈ࠸ศ㔝࡛࡚࠸ࡘࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ
⌮ゎࠋࡿࡍ
ࠋࡿ࠼⪄ࢆᙳ㡪ࡢά⏕ࡢࡕࡓ⚾ࠊࡋゎ⌮ࢆఱࡣ6,*࣭

࣭㏻ᡭẁࡢከᵝᛶࡢࡑ㛗ᡤ࣭▷ᡤ࡚࠸ࡘ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭㏻ᡭẁࡢⓎ㐩ࡿࡼ⏕άࡢኚࠋࡿ࠼⪄ࢆ
࣭㏻ಙሗᢏ⾡㸦,&7㸧ࡢⓎ㐩࡚࠸ࡘ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭㏻ಙ⥙ࡢⓎ㐩ࡿࡼ⏕άࡢኚࡓࡌ⏕ㄢ㢟ࠋࡿ࠼⪄࡚࠸ࡘ

࣭ᅜቃࡿ࠼ࡇࢆே࡚࠸ࡘࡁືࡢࠎ⌮ゎࠋࡿࡍ
ࠋࡿ࠼⪄ࢆࡿࡍື⛣ࡇࡽࡇࡀࠎே࡛⏤⌮࡞࠺ࡼࡢ࣭
࣭ୡ⏺ࡢ㈠᫆࡞ࡲࡊࡲࡉᆅᇦ㈠᫆ᅪ࡚࠸ࡘ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭ᅜ㝿ศᴗ⏘ᴗࡢኚࠋࡿ࠼⪄࡚࠸ࡘ

࣭ᒣᆅ࡞ࡲࡊࡲࡉࡿࡅ࠾ᬽࡢࡋࡽᕤኵ࡚࠸ࡘ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭ᒣᆅࡿࡅ࠾⮬↛ⓗᩥࠊⓗࡳࡄࡵ࡞Ẽ࡙ࡢࡑࠊࡁ⏝࡚࠸ࡘ
⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭Ἑᕝࡿࡃࡘࡀᖹ㔝ࡢᑠᆅᙧ࡚࠸ࡘ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭Ꮿᆅࡿࡼᅵᆅ⏝ࡢኚ࡞࠺ࡼࡢࠊࡀᙳ㡪ࡿ࠸࡚ࡋࡽࡓࡶࢆ
ࠋࡿࡍゎ⌮ࢆ

ࠋࡿࡍゎ⌮࡚࠸ࡘ⏝ࡢࡑᆅᙧࡢᾏᓊ࡞ࡲࡊࡲࡉ࣭
࣭ᾏᓊࡢᆅᙧࡀ⮬↛ⓗࠊேⅭⓗせᅉ࡚ࡗࡼኚࢆࡇࡿ࠸࡚ࡋ⌮ゎ
ࠋࡿࡍ

࣭Ẽࡢᚠ⎔ࡿࡌ⏕࡚ࡗࡼẼᅽᖏ࡚࠸ࡘ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭Ẽ ࡸ㝆Ỉ㔞ᆅᇦᕪࡿࡌ⏕ࡀཎᅉࢆ⌮ゎࡀࡽࢀࡑࠊࡋ⾰㣗ఫ
ࠋࡿ࠼⪄ࢆᙳ㡪ࡿ࠼

࣭⇕ᖏྛࡢẼೃ༊ࡿࡅ࠾Ẽ ࣭㝆Ỉ㔞ࠊ㢼ࡢ࡞Ẽೃせ⣲ࡢ≉ᚩ
ࠋࡿࡍゎ⌮࡚࠸ࡘ
࣭⇕ᖏࡿࡅ࠾ᅵተࡢ⏕᳜ࡸ≉ᚩࢆ⌮ゎࠊࡋேࡢࠎ⏕άᩥࡸ࠼
ࠋࡿ࠼⪄ࢆᙳ㡪ࡿ
࣭⇱ᖏྛࡢẼೃ༊ࡿࡅ࠾Ẽ ࣭㝆Ỉ㔞ࠊ㢼ࡢ࡞Ẽೃせ⣲ࡢ≉ᚩ
ࠋࡿࡍゎ⌮࡚࠸ࡘ
࣭⇱ᖏࡿࡅ࠾ᅵተࡢ⏕᳜ࡸ≉ᚩࢆ⌮ゎࠊࡋேࡢࠎ⏕άᩥࡸ
ࠋࡿ࠼⪄ࢆᙳ㡪ࡿ࠼

࣭ ᖏྛࡢẼೃ༊ࡿࡅ࠾Ẽ ࣭㝆Ỉ㔞ࠊ㢼ࡢ࡞Ẽೃせ⣲ࡢ≉ᚩ
ࠋࡿࡍゎ⌮࡚࠸ࡘ
࣭ ᖏࡿࡅ࠾ᅵተࡢ⏕᳜ࡸ≉ᚩࢆ⌮ゎࠊࡋேࡢࠎ⏕άᩥࡸ࠼
ࠋࡿ࠼⪄ࢆᙳ㡪ࡿ

࣭ளᐮᖏ࣭ᐮᖏྛࡢẼೃ༊ࡿࡅ࠾Ẽ ࣭㝆Ỉ㔞ࠊ㢼ࡢ࡞Ẽೃせ⣲
ࠋࡿࡍゎ⌮࡚࠸ࡘᚩ≉ࡢ
࣭ளᐮᖏ࣭ᐮᖏࡿࡅ࠾ᅵተࡢ⏕᳜ࡸ≉ᚩࢆ⌮ゎࠊࡋேࡢࠎ⏕άᩥࡸ
ࡿ࠼ᙳ㡪ࠋࡿ࠼⪄ࢆ
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࣭Ꮫ⩦ෆᐜࡸ฿㐩┠ᶆࢆ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭Ꮫ⩦ࡢ㐍ࡵ᪉ࢆ⌮ゎࠋࡿࡍ
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ࠋࡿࡅ㌟ࢆ⬟ᢏࡿࡵ

༢ㄆᐃ᪉ἲ つᐃᅇᩘ௨ୖࡢ㠃᥋ᣦᑟฟᖍࠊつᐃᅇᩘ࡚ྜࢺ࣮࣏ࣞࡢ᱁㸦��Ⅼ௨ୖ㸧ࢆ᮲௳༢ㄆᐃヨ㦂ཷࢆ㦂ྜࠊࡋ᱁㸦��Ⅼ௨ୖ㸧ࡓࡋሙྜ༢ࢆㄆᐃࠋࡿࡍ

⛉┠ෆᐜ
ୡ⏺ࡢ⏕άᩥࡢከᵝᛶࠊࡸ⮬↛⎔ቃ㜵⅏ࠊᆅᇦࡸᆅ⌫ⓗㄢ㢟㸦ᆅ⌫⎔ቃၥ㢟ࠊ㈨※࣭࣮ࢠࣝࢿ࢚ၥ㢟ࠊேཱྀ࣭㣗ᩱၥ㢟ࠊᒃఫ࣭㒔ᕷၥ㢟࡞㸧࡚࠸ࡘᏛࡓࡲࠋࡪᆅᅗࡸᆅ⌮ሗࠊ࡚࠸⏝ࢆ࡞࣒ࢸࢫࢩᆅ⌮㛵ࡿࡍሗ࡚ࡵࡲࢆከ㠃
ⓗ⪃ᐹ࣭⾲⌧ࠊ࡛ࡇࡿࡍㅖㄢ㢟ࢆయⓗゎỴࡿࡍ࠺ࡼࡋጼໃࠊᅜᅵᑐࡿࡍឡࠊୡ⏺ࡢከᵝᩥ࡞ࢆᑛ㔜ࡿࡍែᗘࢆ㣴ࠋ࠺

ղᆅ⌮㛵ࡿࢃ㇟ࡢពࡸព⩏ࠊ≉Ⰽࡸ┦ࡢ㛵㐃ࠊࢆ⨨ࡸศᕸࠊሙᡤࠊே㛫⮬↛⎔ቃࡢ┦౫Ꮡ㛵ಀࠊ✵㛫ⓗ┦౫Ꮡస⏝ࠊᆅᇦࠊ࡚ࡋ┠╔࡞ᴫᛕࢆ࡞ά⏝࡚ࡋከ㠃ⓗ࣭ከゅⓗ⪃ᐹࠊࡾࡓࡋᆅ⌮ⓗ࡞ㄢ㢟ࡢゎỴ࡚ࡅྥᵓ
ࡿࡍࡾࡓࡋຊࠊࡸ⪃ᐹࠊᵓࢆࡇࡓࡋຠᯝⓗㄝ᫂ࢆࡽࢀࡑࠊࡾࡓࡋᇶ㆟ㄽࡿࡍࡾࡓࡋຊࢆ㣴ࠋ࠺

ճᆅ⌮㛵ࡿࢃㅖ㇟࠸ࡼࡾࡼࠊ࡚࠸ࡘ♫ࡢᐇ⌧ࢆど㔝࡛ࡇࡑぢࡿࢀࡽㄢ㢟ࢆయⓗ㏣✲ࠊゎỴࡿࡍ࠺ࡼࡋែᗘࢆ㣴ࠊࡶ࠺ከ㠃ⓗ࣭ከゅⓗ࡞⪃ᐹ࠸῝ࡸ⌮ゎࢆ㏻࡚ࡋᾰ㣴ࡿࢀࡉ᪥ᮏᅜẸࡢ࡚ࡋ⮬ぬࠊᡃࡀᅜࡢᅜᅵᑐࡿࡍ
ឡࠊୡ⏺ࡢㅖᆅᇦࡢከᵝ࡞⏕άᩥࢆᑛ㔜ࡢࡇࡿࡍ࠺ࡼࡋษࡢ࡚࠸ࡘࡉ⮬ぬࠋࡿࡵ῝ࢆ࡞

⏝ᩍ⛉᭩࣭ᩍᮦ➼ ᮾி᭩⡠ࠕᆅ⌮⥲ྜࠖ�ᆅ⥲����

㠃᥋ᣦᑟᐇ᪥ ๓ᮇ㸸�࣭�࣭�᭶ࠉᚋᮇ㸸��࣭��࣭��᭶ࡢ➨�㔠᭙᪥ ๓ᮇ㸸�᭶ୖ᪪ࠉᚋᮇ㸸�᭶ୖ᪪

ᑐ㇟ࣝࢱࢫ

࣭ୡ⏺ྛᆅࠊࡿࡅ࠾ኴ㝧㧗ᗘࡸኪࡢ㛫ࡢᏘ⠇ኚࠊᶆ‽ࢆ☜ㄆࠊࡋ⦋ᗘࡸ
⤒ᗘࡢ㛵ಀࠋࡿ࠼⪄࡚࠸ࡘ
࣭ᕪࢆ⏝࡞ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡓࡋάືࡢࢆᢕᥱࠋࡿࡍ㈨ᩱ࡚ࡵࡲ&ODVVURRP࡛ඹ
᭷ࠋྍࡶࡇࡿࡍ

࣭㡿ᅵၥ㢟Ⓨ⏕ࡢ⫼ᬒࡀᅜ┈ࠊ࠼ࡲࡩࢆࡇࡿ࠶✺⾪ࡢၥ㢟ࢆᖹⓗゎỴࡓࡿࡍ
ࠋྍࡶࡇࡿࡍODVVURRP࡛ඹ᭷&࡚ࡵࡲ㈨ᩱࠋࡿ࠼⪄࡚࠸ࡘ᪉ἲࡢࡵ

࣭ᆅᙧᅗ࡚࠸⏝ࢆᅵᆅ⏝ࠊ㊥㞳ࠊ㠃✚࡞ᇶ♏ⓗ㡯࡚࠸ࡘㄞࠋࡿྲྀࡳ㈨ᩱࡲ
ࠋྍࡶࡇࡿࡍODVVURRP࡛ඹ᭷&࡚ࡵ

࣭,&7ᶵჾ࡞ࡿ࠸⏝ࢆᆅ⌮ሗ࣒ࢸࢫࢩ㸦*,6㸧ࡢά⏝ࢆ☜ㄆࠋࡿࡍ
࣭,&7ᶵჾ࡞ࡿ࠸⏝ࢆ᫇ࣉࢵ࣐RQ�WKH�ZHEࢆ᧯సࠊ࡛ࡇࡿࡍᆅ⌮ሗ࣒ࢸࢫࢩ
ࠋࡿࡍᢕᥱࢆᚩ≉ࡢ

࣭ሗ㏻ಙᢏ⾡㸦,&7㸧ࡢᬑཬ≧ἣࡢ᥎⛣ࡸᆅᇦⓗ࡞ഴྥࢆㄞࠊ࡛࠼࠺ࡓࡗྲྀࡳሗ
㏻ಙᢏ⾡ࡢᬑཬ࠺࡞ࡶⅬㄢ㢟ࢆ⪃ᐹࠋࡿࡍ㈨ᩱ࡚ࡵࡲ&ODVVURRP࡛ඹ᭷
ࠋྍࡶࡇࡿࡍ

ࠔ⏬㏻ಙᩍ⫱ᐇィࠓ

⛉┠ྡ

࣭㢟ᅗࡸ⤫ィ㈨ᩱࢆㄞࠊࡾྲྀࡳᅜ㝿⛣ືࡢ⌧ἣࢆ⪃ᐹࠋࡿࡍ㈨ᩱ࡚ࡵࡲ
&ODVVURRP࡛ඹ᭷ࠋྍࡶࡇࡿࡍ
࣭㢟ᅗࡸ⤫ィ㈨ᩱࢆㄞࠊࡾྲྀࡳほගᐈࡢᅜ㝿⛣ືࡢ≉ᚩࠊほගᐈᩘࡢቑຍࡢ♫ⓗ
⫼ᬒㄢ㢟࡚࠸ࡘ⪃ᐹࠋࡿࡍ㈨ᩱ࡚ࡵࡲ&ODVVURRP࡛ඹ᭷ࠋྍࡶࡇࡿࡍ

࣭㢟ᅗࠊ࡚࠸⏝ࢆᅜᐙ⩌࣭ᆅᇦᅪࡢኚ㑄ࡸㄢ㢟ࢆ⪃ᐹࠋࡿࡍ㈨ᩱ࡚ࡵࡲ
&ODVVURRP࡛ඹ᭷ࠋྍࡶࡇࡿࡍ
࡚ࡵࡲ㈨ᩱࠋࡿࡍᐹ⪄ࢆㄢ㢟Ⅼࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ㇟࡞ලయⓗࡢࣝࣂ࣮ࣟࢢ࣭
&ODVVURRP࡛ඹ᭷ࠋྍࡶࡇࡿࡍ

࣭,&7ᶵჾ࡞ࡿ࠸⏝ࢆ┿࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡚࠸⏝ࢆ᐀ᩍࡘࡶࡢ≉ᚩࢆᢕᥱࠋࡿࡍ
࣭ᆅᅗࠊ࡚࠸⏝ࢆୡ⏺ࡢ᐀ᩍศᕸ࡚࠸ࡘṔྐⓗ⫼ᬒ࡚ࡵྵࢆ⌮ゎࠋࡿࡍ㈨ᩱࡲ
ࠋྍࡶࡇࡿࡍODVVURRP࡛ඹ᭷&࡚ࡵ

࣭,&7ᶵჾ࡞ࡿ࠸⏝ࢆ┿ࡸᆅᅗࠊ࡚࠸⏝ࢆἙᕝࡿࡃࡘࡢᆅᙧࡢࡑ⏝࡚࠸ࡘ
⌮ゎࠋࡿࡍ㈨ᩱ࡚ࡵࡲ&ODVVURRP࡛ඹ᭷ࠋྍࡶࡇࡿࡍ

࣭ᆅᅗࠊ࡚࠸⏝ࢆẼ ࡢ㧗࠸�ప࠸ᆅᇦࡸ㝆Ỉ㔞ࡢከ࠸�ᑡ࠸࡞ᆅᇦࡢศᕸ࠼ࡽࢆ
ࠋࡿ
࣭,&7ᶵჾ࡞ࡿ࠸⏝ࢆ┿ࠊ࡚࠸⏝ࢆᆅᇦࡿࡼẼೃࡢከᵝᛶࢆ⌮ゎࠋࡿࡍ

࣭㞵 ᅗࢆㄞࠊࡾྲྀࡳẼೃ༊ࡢࡈ≉ᚩࢆ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭,&7ᶵჾ࡞ࡿ࠸⏝ࢆ┿ࡸᶍᘧᅗࠊ࡚࠸⏝ࢆ⮬↛⎔ቃࢀࡑᑐᛂࡿࡍேࡢࠎ⏕
άࡢᵝᏊࢆᢕᥱࠋࡿࡍẼೃ༊ࡢࡈ≉ᚩࢆ⌮ゎࠋࡿࡍ

࣭㞵 ᅗࢆㄞࠊࡾྲྀࡳẼೃ༊ࡢࡈ≉ᚩࢆ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭,&7ᶵჾ࡞ࡿ࠸⏝ࢆ┿ࠊ࡚࠸⏝ࢆ⮬↛⎔ቃࢀࡑᑐᛂࡿࡍேࡢࠎ⏕άࡢᵝᏊ
ࠋࡿࡍᢕᥱࢆ

࣭㞵 ᅗࢆㄞࠊࡾྲྀࡳẼೃ༊ࡢࡈ≉ᚩࢆ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭,&7ᶵჾ࡞ࡿ࠸⏝ࢆ┿ࠊ࡚࠸⏝ࢆ⮬↛⎔ቃࢀࡑᑐᛂࡿࡍேࡢࠎ⏕άࡢᵝᏊ
ࠋࡿࡍᢕᥱࢆ
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ホ౯ࡢほⅬ

ศᕸࡢ㎰ᴗ㣗⏕άࠉ��
ኚࡢᕤሙ❧ᆅࠉ��

��㹼��

��㹼��
۔ ۑ ۑ

ά⏕ࡢࠎேᴗ❧ᆅၟࠉ��
ኚࡢάᩥ⏕Ⓨ㐩ࡢሗ⏘ᴗࠉ��

���㹼��� ۔ ۑ ۑ

���ᆅ⌫⎔ቃၥ㢟ࠉ���❶�➨⦆�➨ ���㹼��� ۔ ۑ ۑ

���ᆅ⌫⎔ቃၥ㢟ࠉ�� ���㹼��� ۔ ۑ ۑ

��೫ᅾࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚࣭※㈨ࠉ
࣮ࢠࣝࢿ࢚⬟ྍ⏕ࡽ▼⇞ᩱࠉ��

���㹼��� ۔ ۑ ۑ

ேཱྀၥ㢟ࡢⓎᒎ㏵ୖᅜࠉ��
ேཱྀၥ㢟ࡢඛ㐍ᅜࠉ��

���㹼��� ۔ ۑ ۑ

ၥ㢟ࡿࡄࡵࢆ⤥㣗ᩱ㟂ࠉ��
ᒃఫ࣭㒔ᕷၥ㢟ࡢⓎᒎ㏵ୖᅜࠉ��

���㹼���

���㹼���
۔ ۑ ۑ

ᒃఫ࣭㒔ᕷၥ㢟ࡢඛ㐍ᅜࠉ��
Ẹ᪘ၥ㢟࣭㞴Ẹၥ㢟ࠉ��

���㹼��� ۔ ۑ ۑ

ᅜ㝿༠ຊᆅ⌫ⓗㄢ㢟ࠉ��

Ⰽ≉ࡢᆅᙧࡢ᪥ᮏࠉ���❶�➨⦆�➨
��Ⰽ≉ࡢẼೃࡢ᪥ᮏࠉ

���㹼���

���㹼���
۔ ۑ ۑ

ࠉ
���ᆅ㟈⅏ᐖ࣭ὠἼ⅏ᐖࠉ��
���ᆅ㟈⅏ᐖ࣭ὠἼ⅏ᐖࠉ��
ࡳࡄࡵ⅏ᐖࡢⅆᒣࠉ��

���㹼��� ۔ ۑ ۑ

㢼ྎࡉᬬ࣭ࡉᐮࠉ���Ẽ㇟⅏ᐖࠉ��
ὥỈ࣭ᅵ◁⅏ᐖ㞵ࠉ���Ẽ㇟⅏ᐖࠉ��

���㹼��� ۔ ۑ ۑ

⅏ᐖ↛⮬㒔ᕷࠉ��
⯆ᪧ࣭㜵⅏࣭ῶ⅏ࠉ��

���㹼���

���㹼���
۔ ۑ ۑ

タᐃࡢ࣐࣮ࢸㄪᰝࠉ��ࠉ❶�➨⦆�➨
ᆅᇦㄪᰝ㸯㸦㈨ᩱㄪᰝ㸧ࠉ��

���㹼��� ۔ ۑ ۑ

��ᆅᇦㄪᰝ㸰㸦㔝እㄪᰝ㸧ࠉ
ࠚࠋࡔษࡀ⏬ィࠋࡃ⪺ㄡ࡚࠸Ṍࢆࡇ࠙

���㹼��� ۑ ۔ ۑ

⾲Ⓨࡵࡲࠉ��
࠙ᆅᇦࠊࢆࡽࢀࡇࡢⓙ࡛⪃ࠚࠋࡵࡓࡃ࠸࡚࠼

���㹼��� ۑ ۑ ۔

࣭㌟㏆࡞ᆅᇦࡢㄪᰝᚲせ࡞㈨ᩱ㞟ࡢ᪉ἲ࡚࠸ࡘ⩦ᚓࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠋࡿࡍඹ᭷
ࠋྍࡶࡇࡿࡍODVVURRP࡛ඹ᭷&ࠋ࠺⾜ࢆඹ᭷ࡢయ࡛ࢫࣛࢡ
࣭㌟㏆࡞ᆅᇦࡢㄢ㢟ࡢゎỴᚲせ࡞௬ㄝࡢタᐃ᳨࣭ドࡢ᪉ἲࠊ࡚࠸ࡘ㈨ᩱㄪᰝࢆ㏻
ࡍODVVURRP࡛ඹ᭷&ࠋ࠺⾜ࢆඹ᭷ࡢయ࡛ࢫࣛࢡඹ᭷ࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠋࡿࡍᚓ⩦࡚ࡋ
ࠋྍࡶࡇࡿ

࣭㌟㏆࡞ᆅᇦࡢㄪᰝᚲせ࡞㔝እㄪᰝࡢ᪉ἲ࡚࠸ࡘ⩦ᚓࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠋࡿࡍඹ᭷
ࠋྍࡶࡇࡿࡍODVVURRP࡛ඹ᭷&ࠋ࠺⾜ࢆඹ᭷ࡢయ࡛ࢫࣛࢡ
࣭㌟㏆࡞ᆅᇦࡢㄢ㢟ࡢゎỴᚲせ࡞௬ㄝࡢタᐃ᳨࣭ドࡢ᪉ἲࠊ࡚࠸ࡘ㔝እㄪᰝࢆ㏻
ࡍODVVURRP࡛ඹ᭷&ࠋ࠺⾜ࢆඹ᭷ࡢయ࡛ࢫࣛࢡඹ᭷ࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠋࡿࡍᚓ⩦࡚ࡋ
ࠋྍࡶࡇࡿ

࣭㌟㏆࡞ᆅᇦࡿࡅ࠾ㄪᰝ࡛ᚓࡓ⤖ᯝࢆศᯒࡿࡍどⅬ࡚࠸ࡘ⩦ᚓ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠋࡿࡍ
ࠋྍࡶࡇࡿࡍODVVURRP࡛ඹ᭷&ࠋ࠺⾜ࢆඹ᭷ࡢయ࡛ࢫࣛࢡඹ᭷ࡢ
࣭ㄪᰝෆᐜࡢศᯒ⤖ᯝࢆⓗ☜ࡿࡵࡲ᪉ἲ࡚࠸ࡘ⩦ᚓࠋ࠺⾜ࢆࡵࡲࠊࡋ
࣭㌟㏆࡞ᆅᇦࡿࡅ࠾ㄪᰝࡢᡂᯝᰯࢆෆᰯࡣࡃࡋࡶእ࡛Ⓨ⾲ࡿࡍ᪉ἲ࡚࠸ࡘ⩦ᚓ
ࠋࡿࡍ⾲ෆ࡛Ⓨᰯࡣࡃࡋࡶෆࢫࣛࢡࠊࡋ
࣭㌟㏆࡞ᆅᇦࡿࡅ࠾ㄪᰝ࡛᫂ࡓࡗ࡞ࡽᆅᇦࡢᢪࡿ࠼ㄢ㢟ࠊ࠼ࡲࡩࢆᣢ⥆ྍ⬟࡞
ᆅᇦ♫ࡾ࠶ࡢ᪉ࡢࡑᐇ⌧ࡓࡅྥ♫ཧ⏬ࡢព⩏࡚࠸ࡘㄆ㆑ࠋࡿࡍ

࣭ⅆᒣ⅏ᐖࡍࡽࡓࡶࡀேཬࡍࡰ⿕ᐖ࡚࠸ࡘලయࡽࡀ࡞ࡆ࠶ࢆ⪃ᐹࠋࡿࡍ㈨ᩱ
ࠋྍࡶࡇࡿࡍODVVURRP࡛ඹ᭷&࡚ࡵࡲ
࣭ⅆᒣ⅏ᐖࠊ࡚࠸ࡘ࣒ࢬࢽ࣓࢝ࡢᅗ7&,ࡸᶵჾ࡞ࡿ࠸⏝ࢆ┿࡚࠸⏝ࢆ⪃ᐹࡍ
ࠋྍࡶࡇࡿࡍODVVURRP࡛ඹ᭷&࡚ࡵࡲ㈨ᩱࠋࡿ
࣭ⅆᒣࡍࡽࡓࡶࡢᜠᜨ࡚࠸ࡘලయࡽࡀ࡞ࡆ࠶ࢆ⪃ᐹࠋࡿࡍ㈨ᩱ࡚ࡵࡲ
&ODVVURRP࡛ඹ᭷ࠋྍࡶࡇࡿࡍ

࣭㞵ྛࡍࡽࡓࡶࡀ✀⅏ᐖࠊ࡚࠸ࡘ࣒ࢬࢽ࣓࢝ࡢࡽࢀࡑᶍᘧᅗ࡚࠸⏝ࢆ⪃ᐹࡍ
ࠋྍࡶࡇࡿࡍODVVURRP࡛ඹ᭷&࡚ࡵࡲ㈨ᩱࠋࡿ
࣭㞵ྛࡍࡽࡓࡶࡀ✀⮬↛⅏ᐖࡢ⿕ᐖࡢ≧ἣࠊ࡚࠸ࡘᆅᙧᅗ࡚࠸⏝ࢆ⪃ᐹࠋࡿࡍ㈨
ᩱ࡚ࡵࡲ&ODVVURRP࡛ඹ᭷ࠋྍࡶࡇࡿࡍ
࣭㞵ྛࡍࡽࡓࡶࡀ✀⮬↛⅏ᐖࡢ㍍ῶࡓࡅྥᑐᛂ⟇7&,ࠊ࡚࠸ࡘᶵჾ࡞ࡿ࠸⏝ࢆ
ࡇࡿࡍODVVURRP࡛ඹ᭷&࡚ࡵࡲ㈨ᩱࠋࡿࡍᐹ⪄࡚࠸⏝ࢆࣉࢵ࣐ࢻ࣮ࢨࣁࡸ┿
ࠋྍࡶ

࣭㜵⅏࣭ῶ⅏ྛࡓࡅྥᆅᇦࠊ࡚࠸ࡘࡳ⤌ࡾྲྀࡿࡅ࠾⮬ຓ࣭ඹຓ࣭බຓࡢほⅬ
ࡿࡍODVVURRP࡛ඹ᭷&࡚ࡵࡲ㈨ᩱࠋࡿࡍᐹ⪄࡚࠸⏝ࢆ┿࡞ࡿ࠸⏝ࢆ7ᶵჾ&,ࡽ
ࠋྍࡶࡇ
࣭㜵⅏࣭ῶ⅏ࡓࡅྥබຓࡣࡳ⤌ࡾྲྀࡢ㝈⏺ࠊࡾ࠶ࡀ⮬ຓ࣭ඹຓࡢほⅬࡽព㆑ࢆ
㧗ࡿࡵᚲせᛶࢆࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࢆࡇࡿ࠶ࡀᴫほ࡛ࡇࡿࡍ⪃ᐹࠋࡿࡍ㈨ᩱ
ࠋྍࡶࡇࡿࡍODVVURRP࡛ඹ᭷&࡚ࡵࡲ

࣭ၟᴗࡢ❧ᆅࡢ㐪࡚࠸ࡘ࠸⌮ゎࠋࡿࡍ
ࡢࡓࡌ⏕ࡀኚ࡞࠺ࡼࡢᴗၟࠊࡾࡼᬑཬࡢࢺࢵࢿ࣮ࢱ࣭ࣥ
ࠋࡿࡍゎ⌮ࢆ
࣭㏻ಙ⏘ᴗࡢⓎᒎࡿࡼୡ⏺ࡢኚࠊ⏘ᴗࡢሗ࡚࠸ࡘ⌮ゎࡍ
ࠋࡿ
࣭ሗ♫ࡿࡅ࠾ാࡁ᪉ࠋࡿ࠼⪄࡚࠸ࡘ

࣭⮬↛⎔ቃࡢ㠃ࠊࡽ㣗⏕άࡢᆅᇦᕪ࡚࠸ࡘ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭♫⎔ቃࡢ㠃ࠊࡽ㎰ᴗᙧែࡢᆅᇦᕪ࡚࠸ࡘ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭㣗ᩥከᵝᛶ࡚࠸ࡘ⏤⌮ࡿࡌ⏕ࡀ⌮ゎࠋࡿࡍ

࣭ᕤᴗ❧ᆅ࡚࠸ࡘ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭ປാ㞟⣙ⓗ࡞ᕤᴗࡢ❧ᆅࢆ⏤⌮ࡿࡍື⛣ࡀ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭᪂⯆ᕤᴗᅜඛ㐍ᅜࡢᕤᴗ㐪࡚࠸ࡘ⏤⌮ࡿࡌ⏕ࡀ࠸⌮ゎࡍ
ࠋࡿ

ࠋࡿࡍゎ⌮࡚࠸ࡘ࠸㐪ࡢෆᆅ㟈ࢺ࣮ࣞࣉቃ⏺ᆅ㟈ࢺ࣮ࣞࣉ࣭
࣭㟈※ࡢ⨨ࡸᅵᆅࡢ᮲௳ࠊ࡚ࡗࡼᘬࡁ㉳ࡿࢀࡉࡇ⿕ᐖࡶ㐪ࡀ࠸
ࠋࡿࡍゎ⌮ࢆࡇࡿ࠶
࣭㐣ཤࡢ⅏ᐖࡢグ㘓ࡀᚋࡢ⅏ᐖࡢ㍍ῶࡾࡀ࡞ࡘᚓࢆࡇࡿ⌮ゎࡍ
ࠋࡿ
ྲྀࡳㄞࢆᛶ⬟ྍࡢ⅏ᐖ↛⮬ࡢᆅᇦ࡞㌟㏆ࠊࡋ⏝ࢆࣉࢵ࣐ࢻ࣮ࢨࣁ࣭
ࠋࡿ
࣭᪥ᮏิᓥ࡚࠸࠾ⅆᒣάືࡀάⓎࢆ⏤⌮࡞⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭ⅆᒣάື࠺࡞ࡶ⅏ᐖࡢ✀㢮ࢆ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭ⅆᒣάືࡀ㛵ಀࢆࡳࡄࡵ࡞ࡲࡊࡲࡉࡿࡍ⌮ゎࠋࡿࡍ

࣭ᆅ⌫つᶍࡢ⎔ቃၥ㢟ࠊࡀே㛫ࡢάື࡚ࡗࡼᘬࡁ㉳ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉࡇ
ࠋࡿࡍゎ⌮ࢆ
࣭⏕⏘࣭ᾘ㈝άືࡾࡼ⎔ቃၥ㢟ࡀⓎ⏕ࢆࡇࡿࡍ⌮ゎࠊࡋゎỴἲࢆ
ࠋࡿ࠼⪄

ࡍゎ⌮࡚࠸ࡘᚩ≉ࡢࡑẼ㇟⅏ᐖ࠸ࡍࡸࡋ⏕Ꮨ⠇࡛Ⓨࡢࢀࡒࢀࡑ࣭
ࠋࡿ
ࠋࡿ࠼⪄ࢆせᅉ࣭ᙳ㡪ࡢẼ㇟⅏ᐖ࠸ࡍࡸࡋ⏕Ꮨ⠇࡛Ⓨࡢࢀࡒࢀࡑ࣭
࣭㞵ࡸ㞟୰㞵࡚ࡗࡼⓎ⏕ࡿࡍὥỈ⅏ᐖ࠺ࡼࡢࠊࡣⓎ⏕ࡿࡍ
ࠋࡿࡍゎ⌮ࢆཎᅉࡢࡑࠊࡢ
࣭ᅵ◁⅏ᐖࡢⓎ⏕ࢆ࣒ࢬࢽ࣓࢝ࡢ⌮ゎ࡛ࡇࠊࡋ⿕ᐖ࠸ࡍࡸࡅཷࢆ
ࠋࡿ࠼⪄ࢆ

࣭᳃ᯘࡢῶᑡࡸ◁₍ࡢ㐍⾜࡚࠸ࡘ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭᳃ᯘࡢῶᑡࡸ◁₍ࡀே㛫ࡢάື࡚ࡗࡼᘬࡁ㉳ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉࡇ
ࠋࡿ࠼⪄ࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡓࡅྥᨵၿࠊࡋゎ⌮ࢆ

࣭㈨※࣭ࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚⏕⏘ᆅᾘ㈝ᆅࡣᆅ⌮ⓗ㞳ࢆࡇࡿ࠸࡚ࢀ⌮
ゎࠋࡿࡍ
࣭᪂⯆ᅜ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢ㟂せࡢቑຍࢆ⌮ゎࠊࡋ㈨※ࢆᕠࡿᑐ❧ࡿࡌ⏕ࡀ
せᅉࠋࡿ࠼⪄ࢆ
ࠋࡿࡍゎ⌮࡚࠸ࡘ㢮✀ࡢ※㈨࣮ࢠࣝࢿ࢚࣭
࣭⏕ྍ⬟ࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚㛵ᚰࡀ㧗ࡓࡗࡲ⫼ᬒࢆ⌮ゎࠊࡋ⏕ྍ⬟࢚
ࠋࡿ࠼⪄ࢆせᅉ࠸࡞ࡋᣑࡀྜࡢ࣮ࢠࣝࢿ

࣭��ୡ⣖ᚋ༙௨㝆ࡽ⌧ᅾࡢ࡚ࡅୡ⏺ࡢேཱྀ᥎⛣ࡢࡑ⫼ᬒࢆ⌮
ゎࠋࡿࡍ
࣭Ⓨᒎ㏵ୖᅜࡀᢪࡿ࠼ேཱྀၥ㢟ࢆ⌮ゎࡢࡑࠊࡋせᅉ࣭ᙳ㡪ࠋࡿ࠼⪄ࢆ
࣭ඛ㐍ᅜ࡚࠸࠾ᑡᏊ㧗㱋ࡀ㐍ࡴ⫼ᬒࡢࡑᙳ㡪࡚࠸ࡘ⌮ゎࡍ
ࠋࡿ
࣭ᑡᏊ㧗㱋ᑐ⟇࡚ࡋඛ㐍ᅜ࡛⾜ࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡿࢀࢃ⌮ゎࡢࡑࠊࡋᡂ
ᯝࡸㄢ㢟ࠋࡿ࠼⪄ࢆ

࣭㣗ᩱၥ㢟ࡿࡌ⏕ࡀ⫼ᬒ࡚࠸ࡘ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭㣗ࡢᏳ㛵ࡿࡍၥ㢟ࡢࡑࠊࡾ▱࡚࠸ࡘᑐ⟇࡚࠸ࡘ⌮ゎࠋࡿࡍ

࣭Ⓨᒎ㏵ୖᅜ࡛㐍ࡴ㒔ᕷேཱྀࡢቑຍࡢ⫼ᬒࢆ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭Ⓨᒎ㏵ୖᅜࡢ㒔ᕷࡿࡅ࠾⏕άࡸ㒔ᕷ⎔ቃࡢኚࡽᒃఫၥ㢟
ࠋࡿࡍゎ⌮࡚࠸ࡘ

࣭ᆅ⌫つᶍ࡛ྲྀࡁࡴ⤌ࡾㄢ㢟ࠊࡀ┦㛵㐃ࢆࡇࡿ࠸࡚ࡗ࠶ࡋ⌮
ゎࠋࡿࡍ
࣭ඛ㐍ᅜⓎᒎ㏵ୖᅜࡢᑐ❧࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡞ㄢ㢟ࢆࡇࡿ࠶ࡀ⌮ゎ
ࠋࡿ࠼⪄ࢆゎỴἲࡢࡵࡓࡢ㛤Ⓨ࡞⬟ྍ⥆ᣢࠊࡋ

࣭᪥ᮏࡢᆅᙧࡢ≉ᚩ࡚࠸ࡘ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭᪥ᮏࡢᆅᙧࡢ≉ᚩࡀἙᕝࡸᾏᓊࡢ≉ᚩ࡞࠺ࡼࡢᙳ㡪ࢆ࠸࡚࠼
ࠋࡿࡍゎ⌮ࢆࡿ
࣭᪥ᮏࡢኟ⛅ࡢࢀࡒࢀࡑᏘ⠇ࢆ≉ᚩ࡙ࡿࡅኳೃ࣭Ẽೃࡢせᅉࢆ⌮
ゎࠋࡿࡍ
࣭᪥ᮏྛᆅࡢᆅᇦࡢࡈẼೃࡢ≉ᚩࢆ⌮ゎࠋࡿࡍ

࣭㒔ᕷᆺ⅏ᐖࢆࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࡣ⌮ゎࠋࡿࡍ
ࡋ⏕Ⓨࡀ㒔ᕷᆺ⅏ᐖࠊ࠼⪄ࢆせᅉ࣭ᙳ㡪ࡢ㒔ᕷᆺ⅏ᐖࠊ࡛࠼࠺ࡢࡑ࣭
ࠋࡿ࠼⪄ࢆࡁࡿࢆື⾜࡞࠺ࡼࡢ㝿ࡓ

࣭つᶍ⅏ᐖࡢᑐᛂࠊ࡚࠸ࡘ⮬ຓ࣭ඹຓ࣭බຓࡢどⅬ࠺ࡼࡢࡽ
ࠋࡿࡍゎ⌮ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀࡇ࡞
ࡢࠊ࡚࠸࠾ຓ࣭ඹຓ⮬ࠊ≉ࠊࡋ⏕ࢆᩍカࡢ⅏ᐖࡢ࡛ࡲࢀࡇ࣭
ࠋࡿ࠼⪄ࢆࡁࡃ࠸࡚ࡌㅮࢆ⟇ᑐ࡞࠺ࡼ

࣭㌟㏆࡞ᆅᇦࡢኚ㑄ࢆ᪂ᪧᆅᙧᅗࡢㄞࡽ࡞ࡾྲྀࡳ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭㌟㏆࡞ᆅᇦࡢㄢ㢟ᑐࡾ⧊ࢆ࣮ࣝࢣࢫࡿ࡞␗࡚ࡋ࡚ࡐ⪃ᐹࠊࡋㄪ
ᰝࢆ࣐࣮ࢸタᐃࠋࡿࡍ
࣭㌟㏆࡞ᆅᇦࡢሗࢆᚓ࡞ࡲࡊࡲࡉࡢࡵࡓࡿᡭẁὀពⅬࢆ⌮ゎࡍ
ࠋࡿ
࣭㌟㏆࡞ᆅᇦ࡛⏕ࡿ࠸࡚ࡌㄢ㢟ࡢせᅉ࡞ࡲࡊࡲࡉࢆゅᗘࡽศᯒࠊࡋ
௬ㄝࢆタᐃࠋࡿࡍ

࣭㔝እㄪᰝࡢ┠ⓗᛂࡓࡌ᪉ἲࢆ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭㔝እㄪᰝࢆィ⏬ࠊࡋᐇࠋࡿࡍ

࣭ᆅᇦㄪᰝࡵࡲࡢ᪉࡚࠸ࡘ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭ㄪᰝ⤖ᯝᛂࡵࡲࠊࡓࡌ᪉ࡸⓎ⾲ᙧᘧࢆ㑅ᢥࠊࡋ㌟㏆࡞ᆅᇦࡢㄢ
㢟ゎỴࡓࡅྥⓎ⾲ࠋ࠺⾜ࢆ

࣭ඛ㐍ᅜࡢ㒔ᕷ㑹እ࡚ࡋࡑࠊ㒔ᕷ㛤Ⓨࢀࡒࢀࡑࡁືࡢ࡛ࡲ
ࠋࡿࡍゎ⌮࡚࠸ࡘᬒ⫼ࡢ
࣭ඛ㐍ᅜࡢᒃఫ࣭㒔ᕷၥ㢟ࢆ㑹እࡸ㒔ᕷ㛤Ⓨࠋࡿ࠼⪄ࡽ
࣭㞴ẸẸ᪘ၥ㢟࡚࠸ࡘ⌮ゎࠋࡿࡍ
࣭Ẹ᪘ၥ㢟ࡢ⫼ᬒࠋࡿ࠼⪄࡚࠸ࡘ

ഛࠉ⪃ ࣭ᖺᗘ㏵୰࡛ࡢධᏛ⪅ࠊࡣ࡚࠸ࡘ㐺ᐅ⿵⩦࠸⾜ࢆධᏛ௨๓ࡢᤵᴗෆᐜࢆ⿵ሸࠊࡓࡲࠋࡿࡍᩍဨ┦ㄯࢺ࣮࣏ࣞ࠼࠺ࡢᥦฟ᭶ࢆኚ᭦ࠋࡿࡍ

ᚋᮇ

࣭⇕ᖏᯘ◚ቯࡸ◁₍ࡓࢀࡉࡽࡓࡶ࡚ࡗࡼၥ㢟ࠊ࠼ࡲࡩࢆၥ㢟ゎỴࡾ࠶ࡢ᪉࠸ࡘ
࡚㏣✲ࠋࡿࡍ
࣭,&7ᶵჾ࡞ࡿ࠸⏝ࢆ┿࡚࠸⏝ࢆ᳃ᯘῶᑡࢆ≦⌧ࡢ⌮ゎࠊࡋᶍᘧᅗ࡚࠸⏝ࢆ◁₍
ࢆ࣒ࢬࢽ࣓࢝ࡢ⪃ᐹࠋࡿࡍ㈨ᩱ࡚ࡵࡲ&ODVVURRP࡛ඹ᭷ࠋྍࡶࡇࡿࡍ

࣭,&7ᶵჾ࡞ࡿ࠸⏝ࢆ┿ࠊ࡚࠸⏝ࢆࣇࣛࢢࡸᆅ⌫♫ࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࠺࠸ほⅬ
ࡿࡍODVVURRP࡛ඹ᭷&࡚ࡵࡲ㈨ᩱࠋࡿࡍᐹ⪄࡚࠸ࡘ⟇ᨻ࣮ࢠࣝࢿ࢚࠸ࡋࡲᮃࡽ
ࠋྍࡶࡇ

࣭ேཱྀࡢࢻࢵ࣑ࣛࣆసᡂࡸ⤫ィࡢㄞࢆࡾྲྀࡳ㏻ࠊ࡚ࡌඛ㐍ᅜࡢᢪࡿ࠼ேཱྀၥ㢟ࢀࡑ
ࠋྍࡶࡇࡿࡍODVVURRP࡛ඹ᭷&࡚ࡵࡲ㈨ᩱࠋࡿࡍᐹ⪄࡚࠸ࡘ⟇ᑐࡢ

࣭㒔ᕷၥ㢟Ⓨ⏕ࡢせᅉࠊࢆ㒔ᕷࡢ㐣⛬ࡢ㛵ࡽࡾࢃ⪃ᐹࠊࡶࡿࡍၥ㢟ゎỴ
ࠋࡿࡍᢕᥱࢆࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ලయⓗࡢ࡚ࡅྥ

࣭㞴ẸࡀⓎ⏕ࡿࡍᆅᇦ㞴Ẹࡅཷࢆධࡿࢀᆅᇦࡢᆅ⌮ⓗ㛵ಀࢆ⪃ᐹࠋࡿࡍ㈨ᩱࡲ
ࠋྍࡶࡇࡿࡍODVVURRP࡛ඹ᭷&࡚ࡵ
࣭Ẹ᪘ၥ㢟ࡢṔྐⓗ⫼ᬒࠊ࡚࠸ࡘලయⓗ࡞࡚ࡆ࠶ࢆ⪃ᐹࠋࡿࡍ㈨ᩱ࡚ࡵࡲ
&ODVVURRP࡛ඹ᭷ࠋྍࡶࡇࡿࡍ

࣭᪥ᮏิᓥࡢᆅᖏᵓ㐀ࡢࢺ࣮ࣞࣉቃ┠ࡢ㢟ᅗࠊ࡚࠸⏝ࢆ᪥ᮏࡢᆅᙧࡢ≉ᛶ࠸ࡘ
࡚⪃ᐹࠋࡿࡍ㈨ᩱ࡚ࡵࡲ&ODVVURRP࡛ඹ᭷ࠋྍࡶࡇࡿࡍ
࣭ᆅᙧࡢ≉ᛶ⮬↛⅏ᐖࡢ㛵ಀᛶࠊ࡚࠸ࡘ㢟ᅗࡸ⾨ᫍ⏬ീ࡚࠸⏝ࢆ࡞⪃ᐹࡍ
ࡢά⏕ࡢࠎேᛶ≉ࡢᆅᙧ࣭ࠋྍࡶࡇࡿࡍODVVURRP࡛ඹ᭷&࡚ࡵࡲ㈨ᩱࠋࡿ
㛵ಀᛶࠊ࡚࠸ࡘ㢟ᅗࡸ⾨ᫍ⏬ീ࡚࠸⏝ࢆ࡞⪃ᐹࠋࡿࡍ㈨ᩱ࡚ࡵࡲ
&ODVVURRP࡛ඹ᭷ࠋྍࡶࡇࡿࡍ

࣭,&7ᶵჾ࡞ࡿ࠸⏝ࢆ┿࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡚࠸⏝ࢆᕤᴗࡢ≉ᚩࢆᢕᥱࠋࡿࡍ
࣭㢟ᅗࠊ࠸⏝ࢆᅜࡸᆅᇦࡢࡈᕤᴗࡢ㐪ࡢࡑࠊ࠸せᅉࢆ⪃ᐹࠋࡿࡍ㈨ᩱࡵࡲ
࡚&ODVVURRP࡛ඹ᭷ࠋྍࡶࡇࡿࡍ

࣭,&7ᶵჾ࡞ࡿ࠸⏝ࢆ┿ࡸᅗࠊ࡚࠸⏝ࢆሗᢏ⾡࡞ࡲࡊࡲࡉࡀ⏘ᴗࡢሗᐤ
ࢆࡇࡿ࠸࡚ࡋᢕᥱࠋࡿࡍ

࣭㢟ᅗ࡚࠸⏝ࢆᆅ⌫⎔ቃၥ㢟࡚࠸ࡘ≦⌧ࡢどぬⓗᤊࠋࡿ࠼
࣭⤫ィࡽᆅ⌫ ᬮࢆ≦⌧ࡢᢕᥱࡢࡑࠊࡋ⫼ᬒ࣭せᅉࡍࡽࡓࡶࡀࢀࡑၥ㢟࠸ࡘ
࡚⪃ᐹࠋࡿࡍ㈨ᩱ࡚ࡵࡲ&ODVVURRP࡛ඹ᭷ࠋྍࡶࡇࡿࡍ





















































































































⚟♴ ᅇᩘࢢ࣮ࣥࣜࢡࢫ ᅇᩘࢺ࣮࣏ࣞ ༢ᩘ

ྛᮇ��㐌ࠊᖺ㛫��㐌
๓ᮇ㸸�᭶㹼�᭶ࠉᚋᮇ㸸��᭶㹼�᭶

ᥦฟ᪥ࢺ࣮࣏ࣞ ヨ㦂ᮇ㛫

ࣝࢱࢫ>$'�ࠊࣝࢱࢫ>$'�

Ꮫᮇ 㐌

▱
㆑
࣭
ᢏ
⬟

ᛮ
⪃
࣭
ุ
᩿
࣭
⾲
⌧


య
ⓗ

Ꮫ
⩦


ྲྀ
ࡾ
⤌
ࡴ
ែ
ᗘ

ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ 㸫 ۔ ۑ ۑ

ఱࡣ♴⚟ ��㹼�� ۔ ۑ ۑ

࡚࠸ࡘ࣮ࣜࣇࣜࣂ ��㹼�� ۔ ۑ ۑ

♫ಖ㞀ไᗘࡣ ۔ ۑ ۑ

♫ಖ㝤࡚࠸ࡘ ��㹼�� ۔ ۑ ۑ

♫⚟♴࡚࠸ࡘ ��㹼�� ۔ ۑ ۑ

බⓗᢇຓ࡚࠸ࡘ ��㹼�� ۔ ۑ ۑ

ಖ་⒪࣭බ⾗⾨⏕࡚࠸ࡘ ۔ ۑ ۑ

࠙ㄢ㢟◊✲ࠚ
ಶே᥈✲ձ

ۑ ۑ ۔

࠙ㄢ㢟◊✲ࠚ
ಶே᥈✲ղ

ۑ ۑ ۔

࠙ㄢ㢟◊✲ࠚ
ಶே᥈✲ճ

ۑ ۑ ۔

࠙ㄢ㢟◊✲ࠚ
ಶே᥈✲մ

ۑ ۑ ۔

๓ᮇᏛ⩦ෆᐜࡾࡩࡢ㏉ࡾձ ۑ ۑ ۔

๓ᮇᏛ⩦ෆᐜࡾࡩࡢ㏉ࡾղ ۑ ۑ ۔

ࢺࣥࣜࣉ⩦ࢺ࣮࣏ࣞ ۔ ۑ ۑ

Ꮫࡢࡧᡂᯝࡢࡕࡢࠊࡵࡓࡿࡍ⌮ᩚࢆඹ᭷㸦࢘
ࢆ᪉ࡵࡲࡢ㈨ᩱ࡚ࡋぢ㉺ࢆᶵࡿࡍ㸧ࢺࢵࣉࢺ
ලయⓗᥦ♧ࠋࡿࡍ
ͤ*RRJOH⣔0ࡸ࣮ࣝࢶHWD0R-Lά⏝᥎ዡ

බⓗᢇຓ࡚࠸ࡘ▱㆑ࡢ⩦ᚓࠋࡿࡍࢆ

♫⚟♴࡚࠸ࡘ▱㆑ࡢ⩦ᚓࠋࡿࡍࢆ

♫ಖ㝤࡚࠸ࡘ▱㆑ࡢ⩦ᚓࠋࡿࡍࢆ

ࠊᇶࢆෆᐜࡔࢇᏛ࡚ࡋ㏻ࢆᐇᢏࡸ⩦Ꮫࡢ࡛ࡲࢀࡇ
ಶேู᥈✲࠸⾜ࢆ༢ඖᑐࡿࡍ⌮ゎࡿࡵ῝ࢆ

㸧᥈✲࣭Ⓨ⾲ࠕ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛࡞ࢇࠊᕤኵࡾࡼࡿ࠶ࡀᬽࡿ࡞ࡃࡍࡸࡋࡽ
ࠖࡢ
㸧᥈✲࣭Ⓨ⾲♴⚟ࠕᦠࡿࢃ⫋ᴗࡾࡼ࡚࠸ࡘලయⓗᏛࠖࡪ
㸧᥈✲࣭Ⓨ⾲ࡿ࠼⪄ࡀ⚾ࠕ᪂࠸ࡋ♫ಖ㝤ไᗘࠖ

�᭶

�᭶

�᭶

ࠋࡿࡵ㧗ࢆព㆑ࡢ♴⚟ࠊࢀゐ࡚࠸ࡘ࣮ࣜࣇࣜࣂ

♫ಖ㞀ࡣఱ▱㆑ࡢ⩦ᚓࠋࡿࡍࢆ

⏝ᩍ⛉᭩࣭ᩍᮦ➼ ⚟♴㸦᪥ᮏᩍ⫱ࢺ࢚ࣜࢡ㸧

ホ౯᪉ἲ ῧ๐ᣦᑟࠊ㠃᥋ᣦᑟཬࡧᐃᮇヨ㦂ࢆᇶ⥲ྜⓗホ౯ࠋࡿࡍ

༢ㄆᐃ᪉ἲ つᐃᅇᩘ௨ୖࡢ㠃᥋ᣦᑟฟᖍࠊつᐃᅇᩘ࡚ྜࢺ࣮࣏ࣞࡢ᱁㸦��Ⅼ௨ୖ㸧ࢆ᮲௳༢ㄆᐃヨ㦂ཷࢆ㦂ྜࠊࡋ᱁㸦��Ⅼ௨ୖ㸧ࡓࡋሙྜ༢ࢆㄆᐃࠋࡿࡍ
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通信教育実施計画 

ベーシックスタイル・スタンダードスタイル・ネットスタイル 

※キャンパスごとに開講科目が異なります。詳細は各キャンパスにお問い合わせください。 

 

  



現代の国語 スクーリング回数 2 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
表

現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1
・こそそめスープ

・ルリボシカミキリの青
6～16 〇 〇 ◎

2
・未来をつくる想像力

・水の東西
24～38 〇 ◎ 〇

3
・スキマが育む都市と生命のつながり

・無彩の色
68～86 ◎ 〇 〇

4
・鍋洗いの日々
・森で染める人
・真夏のひしこ漁

94～121 〇 ◎ 〇

5
・美しさの発見
・りんごのほっぺ

142～158 ◎ 〇 〇

6
・不思議な拍手
・真の自立とは

166～187 〇 ◎ 〇

《通信教育実施計画》

科目名 2

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容
現代の社会生活に必要とされる論理的な文章及び実用的な文章を用いて、実社会における国語によるあらゆる活動に必要な資質・能力を身につけることを目標とする。言葉の特徴や使い方、情報の扱い方、日本
の言語文化に関する事項を話す・聞く、書く、読むといった言語活動を通して学ぶ。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

言葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で的確に理解し効果的に表現する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

１．実社会に必要な国語の知識や技能を身に付けるようにする。

２．論理的に考える力や深く共感したり豊かに想像したりする力を伸ばし、他者との関わりの中で伝え合う力を高め、自分の思いや考えを広げたり深めたりすることができるようにする。

使用教科書・副教材等 ３．言葉がもつ価値への認識を深めるとともに、生涯にわたって読書に親しみ自己を向上させ、我が国の言語文化の担い手としての自覚をもち、言葉を通して他者や社会に関わろうとする態度を養う。

評価の観点

前期：5月
後期：10月

前期：5月
後期：10月

前期：6月
後期：11月

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・グループ内で意見交換・感想共有の際はGoogle
フォームなどを用いて実施し、匿名で実施しても
構わない。
・接続語の役割、読み取り方について確認する。
・「色」について自分自身の好きな色・嫌いな色
と理由を発表する機会を設ける。
発言しやすいようにPadletを用いた匿名の投稿で
も良い。

評価方法 東京書籍「新編現代の国語」（現国701）

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

前期：6月
後期：11月

前期：7月
後期：12月

前期：7月
後期：12月

・自分の道を切り開いた筆者の体験談から、仕事に対する思いを読み取
る。
・自然や社会の中で生きる意味を考えながら働く筆者の思いに触れ、働く
ということについて考える。
・海での漁の様子を伝える文章を読み、自然の中での労働について理解を
深める。

・レポート内の慣用句「場数を踏む」「息をの
む」といった文章を作らせ、全体に共有する活動
を行う。（※匿名での共有も可とする。）
・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・グループ内で意見交換・感想共有の際はGoogle
フォームなどを用いて実施し、匿名で実施しても
構わない。

・「美」という抽象的な題材について論じた文章を読み、その展開を論理
的に捉え、筆者の価値観を理解する。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・グループ内で意見交換・感想共有の際はGoogle
フォームなどを用いて実施し、匿名で実施しても
構わない。
・季語・季節の知識について確認する。（レポー
ト第5回目一〔一〕）
・戦時下の人々の状況について理解を深めるた
め、調べてまとめるとよい。（Google Classroom
の活用も可）
・レポート第5回目四〔一〕や〔四〕の問題を題材
にGoogle classroom等で意見を共有する。

・人間の心・意識について体験を踏まえつつ考察する文章を読み、人間へ
の認識を深める。
・「自立」の在り方について考察する文章を読み、自分の考えを持ち、視
野を広げる。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・グループ内で意見交換・感想共有の際はGoogle
フォームなどを用いて実施し、匿名で実施しても
構わない。
・レポートの第6回目四〔三〕〔四〕の問題を題材
に意見を共有するとよい。（Google Classroomの
活用も可）

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

・筆者独自の考え方を読み取り、人それぞれが持つ意識の世界に思いをは
せる。
・筆者の少年時代の体験について書かれた文章を読み、自分に当てはめて
考える。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・漢字の読み書き、語句・語彙の意味を調べる際
の辞書の活用方法を確認する。
・グループ内で意見交換・感想共有の際はGoogle
フォームなどを用いて実施し、匿名で実施しても
構わない。
・指示語の役割・読み取り方について確認する。
（レポート第1回目一〔三〕）

・情報と想像力の関係を論じた文章を読み、意見の根拠を的確に理解して
筆者の主張をつかむ。
・「水」を巡る日本と西洋の文化の比較を通じて、日本文化の特質につい
て理解を深める。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・鹿おどしや日本文化についてなどインターネッ
トを活用し、調べる活動を行ってもよい。
・グループ内で意見交換・感想共有の際はGoogle
フォームなどを用いて実施し、匿名で実施しても
構わない。
・接続語の役割、読み取り方について確認する。

・身近な植物を観察してきた成果を述べる文章を読み、提示された新しい
視点について理解する。
・色について論じた文章を、具体例の役割を押さえながら読み、筆者の価
値観と主張をつかむ。



言語文化 スクーリング回数 2 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
表

現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1

読む
さくらさくらさくら

読む
とんかつ

10～15

24～35
◎ 〇 〇

2

読む
柳あをめる【短歌】

読む
雪の深さを【俳句】

読む
冬が来た

50～53

54～57

58～59

○ 〇 ◎

3

読む
羅生門

読む
夢十夜

72～92

94～106
〇 ◎ ○

4

徒然草

枕草子

折々のうた

138～145

146～147

154～163

◎ 〇 〇

5

伊勢物語

平家物語

奥の細道

170～177

179～188

190～195

◎ 〇 〇

6

読む
訓読の基本

読む
故事成語－三編〔言語〕

読む
絶句と律詩－七首【春望】

読む
論語－八章

210～219

220～226

228～233

238～246

◎ 〇 〇

前期：6月
後期：11月

前期：7月
後期：12月

前期：7月
後期：12月

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有するとよい。
・関連するデジタルコンテンツがDマイスター内に
用意されているので、適宜利用するとよい。
・歴史的仮名遣いについて、文語の品詞、品詞の
活用の種類などは早見表や資料をGoogle
Classroomで共有するとよい。
・教科書P124～P136古文学習のしるべ１（古文の
言葉と仮名遣い）、古文学習のしるべ２（古語を
調べるために）、古文学習のしるべ3（用言の活用
／係り結び／仮定条件と確定条件）、教科書P154
～P168 古文学習のしるべ5（和歌）を有効に活用
するとよい。

・歴史的仮名遣いについて理解し、歴史的仮名遣いで書かれた文章を読む
ことができる。
・文語の品詞について理解し、文節ごとに区切り品詞を教科書を見ながら
識別ができる。古語辞典を引くことができる。
・文語の活用について理解し、品詞・活用の種類を教科書を見ながら識別
ができる。
・随筆に表れた作者の考えを、叙述を基に的確に捉える。
・作品の内容を自分と関係づけながら、ものの見方、感じ方、考え方を深
める。
・詩歌に表れたものの見方、感じ方、考え方を読み取る。
・本歌取りや見立てなどの我が国の言語文化に特徴的な表現の技法とその
効果について理解する。

前期：5月
後期：10月

前期：5月
後期：10月

前期：6月
後期：11月

・時代背景や作者に関する補足資料などはGoogle
Classroomで共有するとよい。
・『羅生門』を取り上げる場合、「下人の行方
は、誰も知らない。」という終わりを踏まえて、
「下人」がこの後、どうなったのかを想像し、話
し合う。（Google Classroom等で共有してもよ
い。）

・古典の世界に親しむために、古典を読むために必要な文語のきまりや古
典特有の表現などについて理解する。
・歌物語に描かれている内容を、叙述を基に的確に捉える。
・軍記物語特有の表現に注意しながら、登場人物の言動や心情を読み取
る。
・構成に注目しながら、作品にこめられた思いを読み取る。

《通信教育実施計画》

科目名 2

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 昔から近現代に受け継がれてきたわが国の言語文化への理解を深めることを目標とする。古典だけでなく、日本の伝統と文化や古典に関する近代以降の文章などを扱い、日本の言語文化への理解を深めていく。

レポート
提出月

学習内容 ページ 学習のねらい

学習の到達目標

言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で的確に理解し効果的に表現する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

1.生涯にわたる社会生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに，我が国の言語文化に対する理解を深めることができるようにする。

3.言葉がもつ価値への認識を深めるとともに，生涯にわたって読書に親しみ自己を向上させ，我が国の言語文化の担い手としての自覚をもち，言葉を通して他者や社会に関わろうとする態度を養う。

使用教科書・副教材等 東京書籍「新編言語文化」（言文701）

・引用歌や体験談に注意しながら、日本独特の桜に対する感性について理
解を深める。
・会話や行動の描写に着目して、登場人物の心情とその変化を読み取る。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有するとよい。
・言語活動においては古語辞典や国語辞典アプリ
を活用するとよい。
・作者については教科書デジタルコンテンツがDマ
イスター内にあるため適時、活用するとよい。
・「桜」についてどのように感じているかを各自
で考え、グループ内で共有してもよい。

・短歌独自の特徴と表現効果を理解し、言葉にこめられた情景や心情を読
み取る。
・俳句独自の特徴と表現効果を理解し、想像力を働かせて句の主題を読み
取る。
・比喩とリフレーンの効果を理解して詩を読み味わい、作者のものの感じ
方について考える。

・重要な点は資料にまとめてClassroomで共有する
とよい。
・筆者自作の短歌三首について、それぞれの歌の
内容と詠まれた心情を考え、鑑賞文を共有すると
よい。（Google Classroom等活用）
・言語活動においては古語辞典や国語辞典アプリ
を活用するとよい。
・五・七・五の定型・季語・切れ（切れ字）・取
り合わせなど俳句の基礎知識、概念を確認する。
・短歌や俳句の読解・鑑賞をして共有し合う際に
Google classroomを活用してもよい。（レポート
第2回目一〔五〕・〔六〕）

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

レポート
該当回

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

2.論理的に考える力や深く共感したり豊かに想像したりする力を伸ばし，他者との関わりの中で伝え合う力を高め，自分の思いや考えを広げたり深めたりすることができるようにする。

・漢文の特色を知り、訓読のきまりを理解するとともに、格言に親しむ。
・故事成語の元になった話を読むことを通して、漢文の読解に慣れ親し
む。
・漢詩の詩形ときまりを理解し、漢詩に描かれた情景や心情を読み取る。
・孔子の学問・人間・政治に対する考え方を知り、孔子の思想に興味を持
つとともに、ものの見方や考え方を豊かにする。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有するとよい。
・関連するデジタルコンテンツがDマイスター内に
用意されているので、適宜利用するとよい。
・漢和辞典を用いて漢字の読みと意味を調べる。
（漢和辞典または漢和辞典アプリを用いる）
・訓点に従って正確に読み、それぞれの故事成語
の意味を確認する。「五十歩百歩」「虎の威を借
る（狐）」という故事成語を用いた短文を作成
し、共有する。（Google classroomを活用しても
よい）（レポート第6回目四〔一〕〔二〕）

・極限状態にある登場人物の心情の変化を、場面の展開に即して読み取
り、主題を考える。
・表現に即して小説を丁寧に読み味わい、そこに展開する独自の世界を味
わう。

・各作品と作者について、概略、現代語訳などを
まとめたものをGoogle Classroomで共有すると良
い。
・様々な日本の歌の中から、後世に伝えたいと思
う作品を1つ選び、紹介文を書いてみる。（グルー
プ内で共有してもよい）

備考

評価の観点



文学国語 スクーリング回数 4 レポート回数 12 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・

表

現

主

体

的

に

学

習

に

取

り

組

む

態

度

1
・光の窓

・雨月物語
8～14
15～18

○ ○ ◎

2
・窓

・言葉を生きる
34～38
44～49

○ ◎ ○

3
・山椒魚

・沖縄の手記から
58～70
71～91

○ ◎ ○

4
・永訣の朝
・硝子の駒

・モードの変遷

98～103
104～107
108～113

◎ ○ ○

5 こころ 116～148 ○ ◎ ○

6
・文学のふるさと

・文学の未来
・鞄

150～160
161～170
172～179

◎ ○ ○

7
・国語から旅立って

・檸檬
190～198
206～216

○ ◎ ○

8
・コンビニの母

・小諸なる古城のほとり
217～222
230～231

○ ○ ◎

9 ・空っぽの瓶
・クレールという女

248～254
255～264

○ ◎ ○

10 舞姫 292～264 ○ ◎ ○

11 演技する「私」 330～334 ○ ◎ ○

12
・葉桜と魔笛

・蠅
348～361
362～371

○ ◎ ○

１　生涯にわたる社会生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに、我が国の言語文化に対する理解を深めることができるようにする。

前期：7月
後期：12月

・筆者の主張の展開を押さえ、小説における作者と小説内の「私」と
の関係について考えを深める。
・取り上げられている作品と作者について、確認する。

・重要な点は資料にまとめて事前にClassroomに共有しておくと良い。
・漢字の読み書き、語句、語彙の意味を調べる際は辞書の活用方法やタブレットでの検索方法
などを確認する。国語辞典アプリを事前ダウンロードさせる。
・グループ内で意見交換・感想共有の際はgoogle formやMetamoJi,googleスライドなどを用い
て実施し、匿名で実施しても構わない。
・本文の内容を踏まえて、これまでに読んだ「語り手が『私』で作者その人を連想させる」小
説について、改めて「私」と「作者その人」の関係を考え、文章にまとめる。

前期：7月
後期：12月

・物語の展開を把握しつつ、そこに浮かび上がる人間の心の奥深さを
味わう。
・視点の移動に注意しながら、描かれた場面や状況を読み取り、作品
の主題について考える。

・重要な点は資料にまとめて事前にClassroomに共有しておくと良い。
・漢字の読み書き、語句、語彙の意味を調べる際は辞書の活用方法やタブレットでの検索方法
などを確認する。国語辞典アプリを事前ダウンロードさせる。
・グループ内で意見交換・感想共有の際はgoogle formやMetamoJi,googleスライドなどを用い
て実施し、匿名で実施しても構わない。
・登場人物である「私」、妹、父の三者が、「魔笛」を巡ってそれぞどのような思いを抱いた
かについて考える。
・馬車が転落し、「蠅」が飛び去る結末から読み取れることを考える。

前期：7月
後期：12月

・人称を巡る筆者の体験や考えを読み取り、言葉と存在の関わりにつ
いて考える。
・長い時間をかけて深まっていった筆者の読書体験を読み取り、人間
の生き方について考える。

・重要な点は資料にまとめて事前にClassroomに共有しておくと良い。
・漢字の読み書き、語句、語彙の意味を調べる際は辞書の活用方法やタブレットでの検索方法
などを確認する。国語辞典アプリを事前ダウンロードさせる。
・グループ内で意見交換・感想共有の際はgoogle formやMetamoJi,googleスライドなどを用い
て実施し、匿名で実施しても構わない。
・人称について筆者の考えをもとに、言葉と存在の関わりについて、自分の考えをまとめ、他
者と共有する。
・筆者の『人間のしるし』についての考えから、人間の生き方について自分の考えをまとめ、
共有する。

前期：7月
後期：12月

・構成や時代背景に注意しながら主人公の葛藤を読み取り、人生の選
択について考える。
・作者や作品が発表された時代について確認する。

・重要な点は資料にまとめて事前にClassroomに共有しておくと良い。
・漢字の読み書き、語句、語彙の意味を調べる際は辞書の活用方法やタブレットでの検索方法
などを確認する。国語辞典アプリを事前ダウンロードさせる。
・グループ内で意見交換・感想共有の際はgoogle formやMetamoJi,googleスライドなどを用い
て実施し、匿名で実施しても構わない。
・太田豊太郎の考え方や行動について、どのように考えるか、時代背景なども踏まえて話し合
う。

前期：6月
後期：11月

・筆者の多言語体験に基づく随筆を読み、言葉と自分との関係につい
て考えを深める。
・登場人物の言動・心理を表現に即して読み取り、「檸檬」の持つ意
味について考える。

・重要な点は資料にまとめて事前にClassroomに共有しておくと良い。
・漢字の読み書き、語句、語彙の意味を調べる際は辞書の活用方法やタブレットでの検索方法
などを確認する。
・グループ内で意見交換・感想共有の際はgoogle formなどを用いて実施し、匿名で実施して
も構わない。
・筆者が「国語から旅立って」というタイトルを付けた理由を考えまとめ、近くの人と考えを
共有する。
・作中の檸檬の役割（の変化）を捉える。

前期：6月
後期：11月

・登場人物の言動・心理を表現に即して読み取り、現代社会における
人間関係について考える。
・文語の響きや五七調のリズムに親しみ、詩に描かれた情景や心情を
読み取る。

・重要な点は資料にまとめて事前にClassroomに共有しておくと良い。
・漢字の読み書き、語句、語彙の意味を調べる際は辞書の活用方法やタブレットでの検索方法
などを確認する。
・グループ内で意見交換・感想共有の際はgoogle formなどを用いて実施し、匿名で実施して
も構わない。
・年齢や立場の違うさまざまな状況にある人々を想定し、「福平さん」の接客態度をそれぞれ
がどのように受け止めるか考えをまとめ、グループで話し合う。（ペアでも可）
・文語の響きや五七調のリズムに注意しながら音読し、この詩の形式や表現の特徴をまとめ
る。

《通信教育実施計画》

科目名 4

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 「現代の国語」及び「言語文化」により育成された資質・能力を基盤とし、主として「思考力、判断力、表現力等」の感性・情緒の側面の力を伸ばす科目として、深く共感したり豊かに想像したりして、書いたり読んだりする資質・能力を養う。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

言葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で的確に理解し効果的に表現する資質・能力を次の通り育成することを目指す。

２　深く共感したり豊かに想像したりする力を伸ばすとともに、創造的に考える力を養い、他者との関わりの中で伝え合う力を高め、自分の思いや考えを広げたり深めたりすることができるようにする。

３　言葉がもつ価値への認識を深めるとともに、生涯にわたって読書に親しみ自己を向上させ、我が国の言語文化の担い手としての自覚を深め、言葉を通して他者や社会に関わろうとする態度を養う。

使用教科書・副教材等 東京書籍「文学国語」(文国701）

評価の観点

前期：5月
後期：10月

前期：5月
後期：10月

前期：5月
後期：10月

・重要な点は資料にまとめて事前にClassroomに共有しておくと良い。
・漢字の読み書き、語句、語彙の意味を調べる際は辞書の活用方法やタブレットでの検索方法
などを確認する。国語辞典アプリを事前ダウンロードさせる。
・グループ内で意見交換・感想共有の際はgoogle formやMetamoJi,googleスライドなどを用い
て実施し、匿名で実施しても構わない。
・この作品に込められた寓意について考え、他者と意見交換をしながら、理解を深める。
・感想を交換し、主題について話し合いを行い、考えを深める。

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

前期：5月
後期：10月

前期：6月
後期：11月

前期：6月
後期：11月

・表現された内容を読み取り、描かれた行動や言葉から「わたくし」
の妹に対する思いを解釈する。
・短歌独自の特徴と表現効果を理解し、言葉に込められた情景や心情
を読み取る。
・具体例として挙げられた短歌の表現の特質を理解し、時代の変化と
の関わりを考える。

・重要な点は資料にまとめて事前にClassroomに共有しておくと良い。
・漢字の読み書き、語句、語彙の意味を調べる際は辞書の活用方法やタブレットでの検索方法
などを確認する。国語辞典アプリを事前ダウンロードさせる。
・グループ内で意見交換・感想共有の際はgoogle formやMetamoJi,googleスライドなどを用い
て実施し、匿名で実施しても構わない。
・妹の詩を扱った他の作品と読み比べたり、妹の死を境として、その体験以前と以後の作品を
読み比べたりする。
・レポートに出題されている短歌を一首ずつ、それぞれの歌の表現に着目し、リズムを味わい
ながら音読する。
・「モードの変遷」において、筆者が、近代以降に関して、短歌のモードはどのような変化を
してきたと捉えているかを読み取る。

・人物の関係性と心情を的確に捉え、人の心のありようについて考え
を深める。
・場所・時などの変化に注意して事の経緯をまとめ、「私」とＫの性
格や生き方の違いについて考える。

・重要な点は資料にまとめて事前にClassroomに共有しておくと良い。
・漢字の読み書き、語句、語彙の意味を調べる際は辞書の活用方法やタブレットでの検索方法
などを確認する。
・グループ内で意見交換・感想共有の際はgoogle formなどを用いて実施し、匿名で実施して
も構わない。
・この小説の主題（例えばエゴイズムなど）について、考えたことを話し合う。

・具体例と筆者の主張との関係に注意して評論を読み、文学のよりど
ころについて理解を深める。
・本文中における引用の役割を押さえて筆者の主張を理解し、文学の
意義について理解を深める。
・寓意に注意しながら、小説を読み、「現代」という時代について考
えを深める。

・重要な点は資料にまとめて事前にClassroomに共有しておくと良い。
・漢字の読み書き、語句、語彙の意味を調べる際は辞書の活用方法やタブレットでの検索方法
などを確認する。
・グループ内で意見交換・感想共有の際はgoogle formなどを用いて実施し、匿名で実施して
も構わない。
・「文学のふるさと」において、具体例の三作品（赤頭巾、狂言、伊勢物語）とそこから導か
れている筆者の考えを読み取る。
・「文学の未来」において文学作品と読者の豊かな関係についての筆者の考えを読み取る。
・鞄の象徴するものを手がかりに、作品の主題について考える。

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

・筆者のものの見方や感じ方を読み取り、言葉と感覚との関係につい
て考える。
・筆者の考え方の変化を捉え、「雨月物語」が筆者にどのような影響
を与えたのかを考える。

・重要な点は資料にまとめて事前にClassroomに共有しておくと良い。
・漢字の読み書き、語句、語彙の意味を調べる際は辞書の活用方法やタブレットでの検索方法
などを確認する。国語辞典アプリを事前ダウンロードさせる。
・グループ内で意見交換・感想共有の際はgoogle formやMetamoJi,googleスライドなどを用い
て実施し、匿名で実施しても構わない。
・自分の好きな絵を選び、その絵の魅力を自分自身の感覚と関連付けながら他者に向けて発表
する。
・「物語」に対する自分の考えをまとめ、他者と共有する。

・場面や登場人物の設定における特徴を捉え、作中の「短編小説」が
象徴するものについて考える。
・筆者の考えを表現に即して読み取り、「生きること」と「言葉」の
関係について理解を深める。

・重要な点は資料にまとめて事前にClassroomに共有しておくと良い。
・漢字の読み書き、語句、語彙の意味を調べる際は辞書の活用方法やタブレットでの検索方法
などを確認する。国語辞典アプリを事前ダウンロードさせる。
・グループ内で意見交換・感想共有の際はgoogle formやMetamoJi,googleスライドなどを用い
て実施し、匿名で実施しても構わない。
・自分自身の記憶の風景を思い出し、文章を書く。
・｢悲しみの経験」について筆者の捉え方を理解し、グループで話し合う。

・登場人物の心情を理解しつつ、現代社会に生きる私たちが抱える問
題について考える。
・戦争の中に生きる登場人物の生き方や考え方を捉え、人間の生と死
について考えを深める。



論理国語 スクーリング回数 4 レポート回数 12 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
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現
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に

取

り
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む

態

度

1

対話とは何か

世界を作り替えるために
8～22 〇 〇 ◎

2

少女たちの「ひろしま」

「ふしぎ」ということ
26～43 〇 ◎ 〇

3
学ぶことと人間の知恵

ラップトップを抱えた「石器人」
56～72 ◎ 〇 〇

4
思考の肺活量

安心について
76～91 ◎ 〇 〇

5
弱肉強食は自然の摂理か

複数のわたし
102～121 ◎ 〇 〇

6

はじめに「言葉」がある

楽に働くこと、楽しく働くこと
124～137 ◎ 〇 〇

7

最初のペンギン

豊かさと生物多様性
168～184 ◎ 〇 〇

8
物語の外から

カフェの開店準備
186～199 〇 ◎ 〇

9

鏡としてのアンドロイド

ロボットが隣人になるとき
210～227 〇 〇 ◎

10
言葉は「ものの名前」ではない

科学的「発見」とは
232～248 ◎ 〇 〇

11

知識における作者性と構造性

もう一つの知性
262～279 〇 ◎ 〇

12
ホンモノのおカネの作り方

未来のありか
282～301 〇 〇 ◎

《通信教育実施計画》

科目名 4

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容
実社会に必要な国語の知識や技能を身に付けるため、論理的、批判的に考える力を伸ばすとともに、創造的に考える力を養い、他者との関わりの中で伝え合う力を高め、自分の思いや考えを広げたり深めたりす
ることができる力を養う。

学習の到達目標

1.実社会に必要な国語の知識や技能を身に付けるようにする。

2.論理的、批判的に考える力を伸ばすとともに、創造的に考える力を養い、他者との関わりの中で伝え合う力を高め、自分の思いや考えを広げたり深めたりすることができるようにする。

3.言葉がもつ価値への認識を深めるとともに、生涯にわたって読書に親しみ自己を向上させ、我が国の言語文化の担い手としての自覚を深め、言葉を通して他者や社会に関わろうとする態度を養う。

使用教科書・副教材等 東京書籍「新編論理国語」（論国701）

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ 学習のねらい 備考

評価の観点

前期：5月
後期：10月

・対話についての筆者の考えを捉え、日常のコミュニケーションの在り方
を振り返る。
・学ぶことの意味について、筆者の主張を読み取り、自分に引き寄せて考
える。

・普段の生活の中でどんなときに「おしゃべり」
をし、どんなときに「対話」をしているかを振り
返り、話し合い全体共有するとよい。
・自分の中にある、学ぶことに関する「種」につ
いて、個人で考えグループで話し合い、全体共有
するとよい。

前期：5月
後期：10月

・戦時下に生きた人々の日常と悲劇に思いを巡らし、時代や社会について
考える態度を養う。
・挙げられている話題を関連づけて読み取り、「ふしぎ」ということにつ
いて考えを深める。

・筆者の認識の変化が最もよく示されている部分
を捉え、MetaMoJiにまとめさせ全体共有してもよ
い。
・本文を通読し、子供の頃「ふしぎ」に思ったこ
とについてMetaMoji等にまとめ全体発表してもよ
い。

・経済の仕組みについて他教科で学習したことを
整理してまとめ、本文の内容との関連について話
し合う。
・本文の内容を踏まえて、「未来」について考え
たことを自由に話し合いまとめ、全体発表すると
よい。

前期：5月
後期：10月

・文のつながりに着目して主張を読み取り、人間の思考や学ぶことの意義
について理解を深める。
・事実と主張の関係に注意して文章を読み、人間の脳の働きについて考え
る。

・「コンピューター」と「人間」の違いについ
て、考えたことを話し合い全体共有するとよい。
・「学ぶことと人間の知恵」と「ラップトップを
抱えた『石器人』」を読み比べ、「人間の脳の特
性」について自分の知識や体験などと関連づけな
がら、考えたことを話し合い全体共有するとよ
い。

前期：7月
後期：12月

・言語と認識の関係について、具体例をもとに主張している評論を読み、
言葉の働きについて考える。
・本文中の二つの課題を追体験して読み、科学的視点の持ち方とその意義
を理解する。

・日本語と英語の場合について、筆者の考えを表
す具体例を本文以外の例で考え、話し合い全体共
有するとよい。
・「要約する力」（Ｐ158～161）を参考にしなが
ら、本文の中心的な「問い」と「主張」を
MetaMoJi等にまとめる。

前期：6月
後期：11月

前期：6月
後期：11月

・二人の語り部に共通する姿から、「語る」ということの本質について考
えを深める。
・日々の何気ない光景から広がっていく筆者の思考を手がかりにして、自
分の日常を見つめ直す。

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

前期：5月
後期：10月

前期：5月
後期：10月

前期：7月
後期：12月

・インターネットと本を比較しながら書かれた評論を読み、情報と知識に
ついて理解を深める。
・科学的思考とは異なる思考の在り方を理解し、現代社会を生きるうえで
必要な態度について考える。

・インターネット上の情報を、他の情報や知識と
の関係性の中で捉え直すためにはどうすればよい
か、具体的な方法を話し合い全体共有するとよ
い。
・筆者の提案する「ブリコラージュ」的な知の可
能性を、自分たちの生活にどう生かせるか話し合
い、全体共有するとよい。

前期：7月
後期：12月

・二つの例の対比に注意して論旨をたどり、貨幣の持つ不思議さについて
理解を深める。
・小見出しを参考にして各部分の内容と関係を読み取り、未来とは何かに
ついて考える。

・アンドロイドの研究を踏まえた評論を読んで、人間に対する筆者の考え
を捉える。
・哲学的な思考に沿って書かれた評論を読んで、人間の意志や自由につい
て理解を深める。

前期：6月
後期：11月

前期：6月
後期：11月

・筆者の考えを参考にしながら、「何かを作るこ
と」とは、どのようなことであると考えられるか
話し合い、全体共有するとよい。
・筆者が考えるような「自分の意志で自由に行動
するロボット」が生まれることは望ましいと考え
るかどうか、話し合い全体共有できるとよい。

・本文について、「情報の問い」「意味の問い」
「論証の問い」を意識しながら質問を考え、
MetaMoJi等にまとめ全体共有するとよい。
・日常生活の在り方について考え、四百字程度の
文章にまとめる。（MetaMoJi等に記載させると全
体共有ができてよい）

・本文について、「情報の問い」「意味の問い」
「論証の問い」を意識しながら質問を考え、まと
め、グループ内で発表できるとよい。
・現代という時代に、何に価値があると思うか、
MetaMoJi等に個人で考えを記載し、グループや全
体で共有するとよい。

・タイトルに象徴される筆者の考えを手がかりにして、自分の生き方につ
いて考える。
・論の展開に注意して読み、生物多様性の重要性と課題について理解を深
める。

・読み取ったことを手がかりに、「働くこと」と
「言葉」の関わりについて考えたことを話し合
い、全体共有するとよい。
・本文を読んで、「働くよろこび」について考え
たことを話し合い、全体共有するとよい。

・ハフェーカーの実験結果のグラフから、どのよ
うなことが読み取れるか、ペアやグループで話し
合うとよい。
「ブタを飼育した女性の労働に目を向けてこな
かった」という批判に対して、ストラザーンはど
のように反論しているか、「根拠」の接続表現を
用いてMetaMoJi等に記載してまとめグループ内共
有してもよい。

・本文の主張について「例示」の役割を持ってい
る段落がどこかをグループで話し合い、MetaMoJi
等にまとめ、全体共有できるとよい。
・子供にとっての「安心」とは何かを各自で考
え、グループで話し合い、MetaMoJi等にまとめ、
全体共有するとよい。

・比喩表現に注意して内容を読み取り、思考のあるべき姿について理解を
深める。
・文章構成に注意して筆者の考えを理解し、安心というものの本質につい
て考える。

・筆者の提示している問いや根拠に注意して読み、文章の論理展開を的確
に捉える。
・文章に示された考え方を手がかりに、「わたし」の捉え方について理解
を深める。

・筆者の仕事の経験を手がかりにして、働くことと言葉の関わりについて
考える。
・楽しく働くとはどういうことかについての筆者の考え方を理解する。



地理総合 スクーリング回数 2 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル
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1
第1編第2章 地図や地理情報システムの役割

7　地理情報システムと地図
【地図の可能性は、まだまだ広がる。】

28～31 ◎ ○ ○

2
9　情報通信の発達

【世界中が、ネットでつながりはしたけれど。】
42～43 ◎ ○ ○

3
22　亜寒帯・寒帯の人々の暮らし

【長い冬を過ごすための食料や、町の工夫と
は。】

86～87 ○ ◎ ○

4
30　化石燃料から再生可能エネルギーへ

【地球を、「電池切れ」にさせないために。】
132～133 ○ ◎ ○

5
41　地震災害・津波災害(2)

【くり返す地震を、災害史から学ぶ。】
184～185 ○ ○ ◎

6
45　都市と自然災害

【都市を襲う災害、危険はどこにある？】
192～193 ○ ○ ◎

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

・地形図から読み取れることについて理解する。
・地理院地図の特徴を理解し、紙の地形図との違いについて考察する。
・主題図の表現方法の特徴を理解し、用途に応じてどのように使い分け
るのかを考察する。
・地理情報システム（GIS）が幅広い分野で使われていることについて理
解する。
・GISとは何かを理解し、私たちの生活への影響を考える。

・通信情報技術（ICT）の発達について理解する。
・通信網の発達による生活の変化と生じた課題について考える。

・亜寒帯・寒帯の各気候区における気温・降水量、風などの気候要素の
特徴について理解する。
・亜寒帯・寒帯における土壌や植生の特徴を理解し、人々の生活や文化
に与える影響を考える。

前期：6月

後期：11月

前期：7月

後期：12月

前期：7月

後期：12月

・エネルギー資源の種類について理解する。
・再生可能エネルギーへの関心が高まった背景を理解し、再生可能エネ
ルギーの割合が拡大しない要因を考える。

・過去の災害の記録が今後の災害の軽減につながり得ることを理解す
る。
・ハザードマップを利用し、身近な地域の自然災害の可能性を読み取
る。

・都市型災害にはどのようなものがあるかを理解する。
・そのうえで、都市型災害の要因・影響を考え、都市型災害が発生した
際にどのような行動をとるべきかを考える。

評価の観点

前期：5月

後期：10月

前期：5月

後期：10月

前期：6月

後期：11月

・レポート1回目大問３を題材にして、地形図やWebGISを利用する。教科書P28～31
で「今昔マップon the web」「地理院地図」「RESAS」にアクセスをして例題と手
順に従って操作をする。例題をワークシートかMetaMojiで作成をして共有してもよ
い。
・例題を自分の住んでいる地域に置き換えて設定してもよい。

・情報通信技術（ICT）の普及状況の推移や地域的な傾向を読み取ったうえで，情
報通信技術の普及にともなう利点と課題を考察する。資料にまとめてClassroomで
共有することも可。

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

①	地理に関わる諸事象に関して、世界の生活文化の多様性や、防災、地域や地球的課題への取り組みなどを理解するとともに、地図や地理情報システムなどを用いて、調査や諸資料から地理に関するさまざまな情報を適切かつ効果的に
調べまとめる技能を身に付ける。

②	地理に関わる事象の意味や意義、特色や相互の関連を、位置や分布、場所、人間と自然環境との相互依存関係、空間的相互依存作用、地域などに着目して、概念などを活用して多面的・多角的に考察したり、地理的な課題の解決に向
けて構想したりする力や、考察、構想したことを効果的に説明したり、それらを基に議論したりする力を養う。

③	地理に関わる諸事象について、よりよい社会の実現を視野にそこで見られる課題を主体的に追究、解決しようとする態度を養うとともに、多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養される日本国民としての自覚、我が国の国土に
対する愛情、世界の諸地域の多様な生活文化を尊重しようとすることの大切さについての自覚などを深める。

使用教科書・副教材等 東京書籍「地理総合」(地総701)

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容
世界の生活文化の多様性や、自然環境と防災、地域や地球的課題（地球環境問題、資源・エネルギー問題、人口・食料問題、居住・都市問題など）について学ぶ。また地図や地理情報システムなどを用いて、地理に関する情報をまとめ
て多面的に考察・表現することで、諸課題を主体的に解決しようとする姿勢と、国土に対する愛情、世界の多様な文化を尊重する態度を養う。

・雨温図を読み取り，気候区ごとの特徴を理解する。
・ICT機器を用いるなど写真を用いて，自然環境とそれに対応する人々の生活の様
子を把握する。

・ICT機器を用いるなど写真やグラフを用いて，地球社会の持続可能性という観点
から望ましいエネルギー政策について考察する。資料にまとめてClassroomで共有
することも可。

・主題図やICT機器を用いるなど写真を用いて，地震や津波の発生頻度とその周期
性について考察します。資料にまとめてClassroomで共有することも可。
・地震災害の軽減へ向けた取り組みについて具体例をあげながら考察する。資料に
まとめてClassroomで共有することも可。
・自宅もしくは学校周辺地域のハザードマップを用いながら災害時に取るべき避難
行動について考察する。資料にまとめてClassroomで共有することも可。

・都市における各種災害の発生要因について，ICT機器を用いるなど写真や地理院
地図を用いて多面的に考察する。資料にまとめてClassroomで共有することも可。
・都市における各種災害がもたらす被害の状況について，ICT機器を用いるなど写
真や地理院地図を用いて多面的に考察する。資料にまとめてClassroomで共有する
ことも可。
・都市における各種災害がもたらす被害の軽減に向けた対応策について，ハザード
マップやICT機器を用いるなど写真を用いて考察する。資料にまとめてClassroomで
共有することも可。

《通信教育実施計画》

科目名 2



歴史総合 スクーリング回数 2 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・

表

現

主

体

的

に

学

習

に

取

り

組

む

態

度

1、2
第1章歴史の扉「歴史と私たち」 7、42～43 ◎ ○ ○

2、3 第2章4節「近代化と現代的な諸課題」 78～83 ◎ ○ ○

3、4
第3章2節　「第一次世界大戦と大衆社会」

2　第一次世界大戦の展開
84～121 ○ ◎ ○

4、5 第3章4節「国際秩序の変化や大衆化と現代的な諸
課題」

136～141 ○ ◎ ○

5、6 第4章3節　「世界秩序の変容と日本」
5　拡散する地域紛争

180～183 ○ ○ ◎

5、6 第4章4節　「現代的な諸課題の形成と展望」 192～195 ○ ○ ◎

・グローバル化の負の側面をどのように解消し、持続可能な社会を
作っていくのかを、これまで学んできたことを踏まえて、自分の考え
をまとめる。
・人と自分の考えを共有する。

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

・教科書P7の「写真４枚について気づいたこと」をワークシートに記入す
る。Metamojiで発表内容を共有してもよい。
・教科書P7の中学校のふり返りで「学んだことを思い出してみよう」のQR
コードを読む。この『Dマーク』を活用していく。Dマークのシュミレー
ションの中にある問いを元にワークシートを作成して配布してもよいし、
Metamojiで共有してもよい。
・DマークP7「時期や年代の表し方」DマークP12「資料の種類」Dマーク
P16「年表」DマークP20「年表」DマークP22「問いの立て方のヒント」の
いずれかをふれるとよい。
・DマークP22「問いの立て方のヒント」の実践例としてレポート第１回目
大問4を題材にして、教科書P42の「よみとり」の問いを考察する。

・教科書P78～83にある自由・制限，平等・格差，開発・保全，統合・分
化，対立・協調の観点から１つ選んで、「考えてみよう・調べてみよう」
の問いに答えていく、調べるのはICT機器を用いて行ってもよい。発表は
Metamojiを使用して、内容を共有できればよい。ワークシートでも可能。
・レポート第2回目大問5を題材にして、対立・協調の観点を採用し、帝国
主義について考察する。

・教科書P85の中学校のふり返りで「学んだことを思い出してみよう」の
チェック項目を確認していく。そしてQRコードを読み、Dマークを活用し
ていく。
・DマークP94の動画を見て、第一次世界大戦の「塹壕戦」について理解す
る。
・レポート第3回目大問1を題材に「第一次世界大戦は、なぜ世界大戦とい
われるのだろうか」の問いを元にワークシートを作成して配布してもよい
し、Metamojiで共有してもよい。

・教科書P136～141にある自由・制限，平等・格差，開発・保全，統合・
分化，対立・協調の観点から１つ選んで、「考えてみよう・調べてみよ
う」の問いに答えていく。調べるのはICT機器を用いて行ってもよい。発
表はMetamojiを使用して、内容を共有できればよい。ワークシートでも可
能。
・レポート第4回目大問4を題材にして、対立・協調の観点を採用し、アメ
リカと日本の関係について考察させてもよい。

・レポート第6回目大問2を題材にして、「冷戦終結後も民族紛争が絶えな
いのはなぜだろうか」について，考察する。
・教科書P5にあるDマークのQRコードを読み、Dマーク180ページ動画資料
「9.11事件」」を見て、アメリカ同時多発テロが起こった経緯について考
察する。
・教科書P183にある「資料をよみとる」の「よみとってみよう」の問いを
ワークシートにして、考察させる。またMetamojiで共有してもよい。

学習のねらい 備考

・諸資料を活用し、私たちの生活や身近な地域などに見られる諸事象
が、日本や日本周辺の地域および世界の歴史とつながっていることを
理解する。

・自由・制限、平等・格差、開発・保全、統合・分化、対立・協調な
どの観点を基に主題を設定し、事象の背景や原因、結果や影響などに
着目して、多面的・多角的に考察し、表現することを通して、現代的
な諸課題の形成に関わる近代化の歴史を理解する。

・第一次世界大戦はどのように展開したのかについて理解する。
・第一次世界大戦後の国際協調体制について理解する。

・自由・制限、平等・格差、開発・保全、統合・分化、対立・協調な
どの観点を基に主題を設定し、事象の背景や原因、結果や影響などに
着目して、多面的・多角的に考察し、表現することを通して、現代的
な諸課題の形成に関わる国際秩序の変化や大衆化の歴史を理解する。

評価の観点

・MetamojiやICTを活用し、持続可能な社会の実現のための考えをまとめ
発表する。

・冷戦終結後に世界各地で起きた地域紛争や、それらに対する国際社
会の動きについて理解する。
・冷戦終結後に進んだグローバル化と地域統合について理解する。
・グローバル化や地域統合、民主主義が抱えた問題点について理解す
る。

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

①近現代の歴史の変化に関わる諸事象について、世界とそのなかの日本を広く相互的な視野から捉え、現代的な諸課題の形成に関わる近現代の歴史を理解するとともに、ICT機器を用いるなど、諸資料から歴史に関するさまざまな情報を
適切かつ効果的に調べまとめる技能を身につけるようにする。

②近現代の歴史の変化に関わる事象の意味や意義、特色などを、時期や年代、推移、比較、相互の関連や現在とのつながりなどに着目して、概念などを活用して多面的・多角的に考察したり、歴史に見られる課題を把握し解決を視野に
入れて構想したりする力や、考察、構想したことを効果的に説明したり、それらを基に議論したりする力を養う。

③近現代の歴史の変化に関わる諸事象について、よりよい社会の実現を視野に課題を主体的に追究、解決しようとする態度を養うとともに、多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養される日本国民としての自覚、我が国の歴史に
対する愛情、他国や他国の文化を尊重することの大切さについての自覚などを深める。

使用教科書・副教材等 東京書籍「新選歴史総合」(歴総701)

前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容
現代の諸課題に関わる近現代の歴史について、世界と日本の相互的な視点から学ぶ。近現代の歴史の変化（歴史的出来事の意味や意義、特色など）や現代とのつながりに注目することで、よりよい社会の実現に向けて課題を解決しよう
とする態度を養い、我が国の歴史に対する感情や、他国・他国の文化を尊重することの大切さについて学ぶ。

前期：5月
後期：10月

前期：6月
後期：11月

前期：7月
後期：12月

《通信教育実施計画》

科目名 2

面接指導実施日



日本史探究 スクーリング回数 3 レポート回数 9 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・

表

現
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に

学
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に

取
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む

態

度

1

第1章　先史社会の生活と文化
1　旧石器時代の日本

2　縄文文化
3　弥生文化と小国家の形成

第2章　歴史資料と先史・古代の展望
1　先史・古代の歴史を組み立てる資料の特質

3　木簡が語る律令国家の実態

第3章　古代社会の形成と展開
1節　律令国家の形成と古代文化の展開

1　大和王権と古墳文化
2　飛鳥の朝廷と文化

8～33 ◎ ○ ○

3

2節　武家支配の広がりと国際交流
1　南北朝の動乱と室町幕府の成立

2　倭寇と東アジア国際交流
3　室町時代の社会と経済活動

4　自立する戦国大名
5　室町文化

第3編　近世の日本と世界
第1章　近世社会の形成

1　地球的世界の形成と日本
2　織豊政権による全国統一

3　桃山文化

第2章　歴史資料と近世の展望
1　参勤交代と幕藩体制

98～143 ◎ ○ ○

5

第4編　近現代の地域・日本と世界
第1章　近代社会の幕開け

1　開国と開港
2　幕府の崩壊と明治維新

第2章　歴史資料と近現代の展望
1　資本主義の発展と生活
2　国民国家と政治参加

3　世界のなかの近現代日本

第3章　近現代社会の展開
1節　近代的制度の導入と新しい国際関係

1　制度改革と殖産興業政策
2　文明開化と教育制度の整備

3　東アジア世界のなかの明治政府
4　政府専制への批判

188～217 ○ ◎ ○

6

2節　国民国家と資本主義の成立
1　立憲政治の成立

2　対外関係の変容と日清戦争
3　産業革命と資本主義の定着

4　教育制度の整備と新しい文化
5　日露戦争と帝国日本

6　日露戦争後の社会と政治

218～239 ○ ◎ ○

7

3節　両大戦間期の日本
1　都市化・重工業化と生活の変化

2　政党政治とデモクラシー
3　国際社会のなかの日本

4節　第二次世界大戦と日本
1　昭和恐慌と立憲政治の動揺

2　中国侵略と戦時体制への移行
3　戦時体制の強化と第二次世界大戦の展開

240～268 ○ ○ ◎

8

5節　占領と改革
1　占領と日本国憲法の成立
2　冷戦の開始と経済復興

6節　国際社会への復帰と高度経済成長
1　国際社会への復帰と対米協調

2　高度経済成長

270～289 ○ ○ ◎

・1項「1970年代の国際社会と日本」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、対外政策に関するや写
真などの資料から読み取る。

・2項「安定成長への転換」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、新聞記事やグラフなどの資料か
ら読み取る。

・1項「激変する世界と日本」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、写真やグラフなどの資料から
読み取る。その結果をICT機器を用いり、metamojiを活用してワークシート等に取り組み、Classroomで提出させる。提出後、教員は添削・FBする
ことが望ましい。

・「世界のなかの日本」をテーマに、持続可能な社会の実現を視野に入れ、「日本の国際協力はどうあるべきだろうか」などの主題を設定し、自
分なりの仮説を立て、諸資料を活用して探究する。

・「伝統や文化の継承と創造」をテーマに、持続可能な社会の実現を視野に入れ、「伝統文化はなぜ大切なのか」などの主題を設定し、自分なり
の仮説を立て、諸資料を活用して探究する。その結果をICT機器を用いり、metamojiを活用してワークシート等に取り組み、Classroomで提出させ
る。提出後、教員は添削・FBすることが望ましい。

・2節「武家支配の広がりと国際交流」に関する主題を設定し、どのようなことが明らかにできるかについて見通しを持つ。

・1項「南北朝の動乱と室町幕府の成立」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、当時の書物などの
資料から読み取る。

・2項「倭寇と東アジア国際交流」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、絵画や遺物などの資料か
ら読み取る。

・3項「室町時代の社会と経済活動」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、絵画や遺物などの資料
から読み取る。

・4項「自立する戦国大名」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、当時の記録や分国法などの資料
から読み取る。

・5項「室町文化」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、当時の記録や現在に伝わる文化財などの
資料から読み取る。

・アジア各地やヨーロッパ諸国と日本の交流に関する資料を基に、「鉄砲やキリスト教が日本に伝わることで、どのような変化が生じたのだろう
か」などの課題（問い）を設定し、国内の社会の変容について考察し、表現する。

・織豊政権に関する資料を基に、「織田信長・豊臣秀吉は、どのような政策によって全国統一をなしとげたのだろうか」などの課題（問い）を設
定し、織豊政権による諸政策の目的や意義について考察し、表現する。

・桃山文化に関する資料を基に、「桃山文化の新しさには、どのようなものがあげられるだろうか」などの課題（問い）を設定し、国内の文化の
変容について考察し、表現する。

・参勤交代と幕藩体制に関する資料から、近世の特色を示す情報を読み取る。その結果をICT機器を用いり、metamojiを活用してワークシート等
に取り組み、Classroomで提出させる。提出後、教員は添削・FBすることが望ましい。

・百姓たちの生活世界に関する資料から、近世の特色を示す情報を読み取る。

・江戸時代の対外関係に関する資料から、近世の特色を示す情報を読み取る。

・1節「幕藩体制の確立」に関する主題を設定し、どのようなことが明らかにできるかについて見通しを持つ。

・1項「江戸幕府と大名・朝廷」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、各種法度などの資料から読
み取る。

・2項「近世の身分と人々の暮らし」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、当時の人々を描いた絵
画などの資料から読み取る。

・3項「アジアのなかの幕藩体制」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、貿易に関する絵画や法令
などの資料から読み取る。

・4項「武断政治から文治政治へ」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、当時の幕府の政策に関す
る資料などから読み取る。

・5項「幕藩体制下の社会の発展」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、当時の絵画や出版物、現
存する文化財などの資料から読み取る。その結果をICT機器を用いり、metamojiを活用してワークシート等に取り組み、Classroomで提出させる。
提出後、教員は添削・FBすることが望ましい。

・欧米諸国の進出によるアジア諸国の変化に関する資料を基に、「どのような経緯で、日本は世界の経済のなかに組みこまれていったのだろう
か」などの課題（問い）を設定し、外交政策の転換とその影響について考察し、表現する。

・幕府の崩壊から明治維新に関する資料を基に、「どのように江戸幕府は倒れ、新政府が成立したのだろうか」などの課題（問い）を設定し、国
内の政治の変容について考察し、表現する。

・資本主義の発展と生活に関する資料から、近現代の特色を示す情報を読み取る。その結果をICT機器を用いり、metamojiを活用してワークシー
ト等に取り組み、Classroomで提出させる。提出後、教員は添削・FBすることが望ましい。

・国民国家と政治参加に関する資料から、近現代の特色を示す情報を読み取る。

・世界のなかの近現代日本に関する資料から、近現代の特色を示す情報を読み取る。その結果をICT機器を用いり、metamojiを活用してワーク
シート等に取り組み、Classroomで提出させる。提出後、教員は添削・FBすることが望ましい。

・1項「制度改革と殖産興業政策」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、絵画や写真などの資料か
ら読み取る。

・2項「文明開化と教育制度の整備」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、当時の出版物や絵画な
どの資料から読み取る。

・3項「東アジア世界のなかの明治政府」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、条約の条文や写真
などの資料から読み取る。

・4項「政府専制への批判」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、法令の条文や風刺画などの資料
から読み取る。

・1項「立憲政治の成立」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、大日本帝国憲法や諸法典の条文な
どの資料から読み取る。その結果をICT機器を用いり、metamojiを活用してワークシート等に取り組み、Classroomで提出させる。提出後、教員は
添削・FBすることが望ましい。

・2項「対外関係の変容と日清戦争」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、結ばれた条約などの資
料から読み取る。

・3項「産業革命と資本主義の定着」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、写真やグラフなどの資
料から読み取る。

・4項「教育制度の整備と新しい文化」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、出版物や絵画などの
資料から読み取る。その結果をICT機器を用いり、metamojiを活用してワークシート等に取り組み、Classroomで提出させる。提出後、教員は添
削・FBすることが望ましい。

・1項「都市化・重工業化と生活の変化」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、出版物や写真など
の資料から読み取る。その結果をICT機器を用いり、metamojiを活用してワークシート等に取り組み、Classroomで提出させる。提出後、教員は添
削・FBすることが望ましい。

・2項「政党政治とデモクラシー」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、法令や出版物、写真など
の資料から読み取る。

・3項「国際社会のなかの日本」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、条約や新聞記事などの資料
から読み取る。

・1項「昭和恐慌と立憲政治の動揺」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、新聞記事や写真などの
資料から読み取る。

・2項「中国侵略と戦時体制への移行」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、新聞記事や写真など
の資料から読み取る。

・3項「戦時体制の強化と第二次世界大戦の展開」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、当時の国
際関係や政策などに関する資料から読み取る。その結果をICT機器を用いり、metamojiを活用してワークシート等に取り組み、Classroomで提出さ
せる。提出後、教員は添削・FBすることが望ましい。

・1項「占領と日本国憲法の成立」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、当時の写真や憲法などの
資料から読み取る。

・2項「冷戦の開始と経済復興」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、当時の写真や政策に関する
資料などから読み取る。

・1項「国際社会への復帰と対米協調」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、さまざまな条約の条
文などの資料から読み取る。

・2項「高度経済成長」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、写真やグラフなどの資料から読み取
る。

《通信教育実施計画》

科目名 3

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 原始・古代～近現代までの日本史について、地理的条件や世界の歴史とも関連付けながら深く学習する。日本の歴史の流れや歴史的事象のみならず、文化や伝統についても理解し、歴史と現代とのつながりに着目しながら学ぶ。

学習の到達目標

我が国の歴史の展開に関わる諸事象について、地理的条件や世界の歴史と関連付けながら総合的に捉えて理解するとともに、諸資料から我が国の歴史に関する様々な情報を適切かつ効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。

我が国の歴史の展開に関わる事象の意味や意義、伝統と文化の特色などを、時期や年代、推移、比較、相互の関連や現在とのつながりなどに着目して、概念などを活用して多面的・多角的に考察したり、歴史に見られる課題を把握し解決を視野に入れて構想したりする力や、考察、構想したことを効果的に説明したり、それらを基に議論したりする力を
養う。

我が国の歴史の展開に関わる諸事象について、よりよい社会の実現を視野に課題を主体的に探究しようとする態度を養うとともに、多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養される日本国民としての自覚、我が国の歴史に対する愛情、他国や他国の文化を尊重することの大切さについての自覚などを深める。

使用教科書・副教材等 東京書籍「日本史探究」（日探701)

評価の観点

前期：5月
後期：10月

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容

3　律令国家の形成と白鳳文化
4　平城京と天平文化

2節　摂関政治と貴族文化
1　平安遷都と唐風文化
2　貴族社会と摂関政治

3　国風文化

第2編　中世の日本と世界
第1章　中世社会の成立

1　朝廷政治の変容
2　武士の政治進出

第2章　歴史資料と中世の展望
1　武家権力による日本社会の変容

2　厳しい自然環境での人々の生存戦略
3　中世日本の国際交流

第3章　中世社会の展開
1節　武家政権の成立と朝廷

1　鎌倉幕府の誕生
2　執権による政治

3　モンゴル襲来と社会の変貌
4　鎌倉の仏教と文化

34～96

学習のねらい 備考

・都市化・重工業化と生活の変化に関する課題を設定し、第一次世界大戦期の産業や文化の発展を資料から多角的に分析すること
で、近代日本の生活と社会構造の変化を理解する。
・政党政治とデモクラシーをテーマに、大正期における政治改革や社会運動の高まりを資料を用いて考察し、日本社会における民主
主義の展開を把握する。
・国際社会のなかの日本に焦点を当て、大正期の日本の対外政策を資料から読み解き、アジアや欧米諸国との関係の変化を理解す
る。
・両大戦間期の日本の学習を振り返り、大衆社会の形成や国際関係の変容を総合的に検討し、時代の特徴を表現する。
・昭和恐慌と立憲政治の動揺に関する課題を設定し、経済政策と政治の変化を多面的に検討することで、昭和初期の日本の課題を把
握する。
・中国侵略と戦時体制への移行をテーマに、満洲事変や日中戦争の背景と展開を資料から考察し、当時の日本の国際的動向を理解す
る。
・戦時体制の強化と第二次世界大戦の展開に関する課題を設定し、大戦の経過やその影響を資料から多角的に検討し、戦争が日本の
政治・社会・国民生活に与えた影響を把握する。
・第二次世界大戦と日本の学習を振り返り、大戦に至る過程とその中での政治・社会・文化の変容を総合的に理解する。

前期：5月
　後期：10月

前期：7月
後期：12月

ページ

・人類の出現や旧石器時代の日本列島に暮らす人々の生活に関する資料を基に、「旧石器時代の日本列島の人々は、いつごろから、どのような環
境のもとで、どのような生活を送っていたのだろうか」などの課題（問い）を設定し、旧石器時代の日本について考察し、表現する。ICT機器を
用いて、資料を検索してみてもよい。

・縄文時代の人々の生活に関する資料を基に、「土器や道具など縄文文化を特徴づけるものはどのように生まれ、人々の生活や文化にどのような
変化をもたらしたのだろうか」などの課題（問い）を設定し、縄文文化ついて考察し、表現する。ICT機器を用いて、資料を検索してみてもよ
い。

・弥生時代の人々の生活に関する資料を基に、「日本列島において、水稲耕作はどのように広まり、その後の社会にどのような影響をおよぼした
のだろうか」などの課題（問い）を設定し、弥生文化の特色と小国家の形成の関係について考察し、表現する。ICT機器を用いて、資料を検索し
てみてもよい。

・木簡から、古代国家の特色を示す情報を読み取る。

・1項「大和王権と古墳文化」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、中国の史書や遺物などの資料
から読み取る。その結果をICT機器を用いり、metamojiを活用してワークシート等に取り組み、Classroomで提出させる。提出後、教員は添削・FB
することが望ましい。

・2項「飛鳥の朝廷と文化」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、『日本書紀』や現在に伝わる文
化財などの資料から読み取る。その結果をICT機器を用いり、metamojiを活用してワークシート等に取り組み、Classroomで提出させる。提出後、
教員は添削・FBすることが望ましい。

・3項「律令国家の形成と白鳳文化」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、『日本書紀』や現在に
伝わる文化財などの資料から読み取る。

・4項「平城京と天平文化」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、『続日本紀』や絵図、現在に伝
わる文化財などの資料から読み取る。

・2節「摂関政治と貴族文化」に関する主題を設定し、どのようなことが明らかにできるかについて見通しを持つ。

・3項「国風文化」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、当時の日記や編纂物、現在に伝わる文化
財などの資料から読み取る。その結果をICT機器を用いり、metamojiを活用してワークシート等に取り組み、Classroomで提出させる。提出後、教
員は添削・FBすることが望ましい。

・院政の特色や荘園公領制の成立に関する資料を基に、「朝廷のもとでの政治や土地支配のしくみは、どのように変容していったのだろうか」な
どの課題（問い）を設定し、朝廷政治や土地支配の変容について考察し、表現する。

・武家権力による日本社会の変容に関する資料から、中世の特色を示す情報を読み取る。

・中世日本の国際交流に関する資料から、中世の特色を示す情報を読み取る。

・1項「鎌倉幕府の誕生」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、当時の書状や日記などの資料から
読み取る。その結果をICT機器を用いり、metamojiを活用してワークシート等に取り組み、Classroomで提出させる。提出後、教員は添削・FBする
ことが望ましい。

・2項「執権による政治」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、『吾妻鏡』や絵図などの資料から
読み取る。

・3項「モンゴル襲来と社会の変貌」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、絵巻物などの絵画資料
から読み取る。

・4項「鎌倉の仏教と文化」に関わる課題（問い）を設定し、その課題（問い）を解決するために必要な情報を、当時の書物や絵画、現在に伝わ
る文化財などの資料から読み取る。

◎ ○ ○

4
前期：6月
後期：11月

2　百姓たちの生活世界
3　江戸時代の対外関係

第3章　近世社会の展開
1節　幕藩体制の確立

1　江戸幕府と大名・朝廷
2　近世の身分と人々の暮らし
3　アジアのなかの幕藩体制
4　武断政治から文治政治へ
5　幕藩体制下の社会の発展

2節　近世社会の成熟と幕藩体制の動揺
1　享保の改革と経済の発展

2　近世社会の成熟と危機の始まり
3　幕藩体制の立て直し

4　幕藩体制の動揺

145～185 ○

2
前期：5月
後期：10月

◎ ○

前期：6月
後期：11月

前期：6月
後期：11月

・開国と開港による日本社会、経済、文化の変化を多面的に理解する。
・江戸幕府の崩壊から明治維新に至る歴史的過程を整理し、把握する。
・近世から近代への時代の転換を通観し、近代日本の特色を考察する。
・資本主義の発展が人々の生活に及ぼした影響を資料を用いて分析する。
・国民国家の形成と政治参加の進展について資料を活用して理解を深める。
・世界との関わりを背景に、近現代日本の位置づけを考える技能を身に付ける。
・制度改革と殖産興業政策に関する課題を設定し、明治初期の政策とその意義を多角的に考察する。
・文明開化と教育制度の整備について課題を設定し、文化や教育の進展を分析する。
・自由民権運動の展開とその社会的影響を多面的に考察する。
・「近代的制度の導入と新しい国際関係」の学習を振り返り、国際関係や制度改革の意義を理解する。

・立憲政治の成立に関する課題を設定し、資料を用いて多面的に分析することで、日本における立憲制確立の意義を理解する。
・対外関係の変容と日清戦争をテーマに、条約改正交渉や戦争の経緯を資料から考察し、近代日本の外交の動きを把握する。
・産業革命と資本主義の定着を背景に、明治期の産業発展の具体的事例を通じて、資本主義社会形成の過程を理解する。
・教育制度の整備と新しい文化をテーマに、教育普及や文化の進展を資料から読み解き、その社会的意義を考察する。
・日露戦争と帝国日本に関する課題を設定し、戦争の経過や日本の帝国主義進展を多角的に検討する。
・日露戦争後の社会と政治について、20世紀初頭の国内外の動きを資料から分析し、当時の政治や社会の特色を把握する。
・「国民国家と資本主義の成立」に関する学習の振り返りを通じ、立憲体制の形成、国民国家の成立、産業の発展、文化の特色を総
合的に理解する。

前期：7月
後期：12月

9
前期：7月
後期：12月

7節　アジア情勢の変化と経済大国日本
1　1970年代の国際社会と日本

2　安定成長への転換

8節　新しい国際秩序と日本の課題
1　激変する世界と日本

2　21世紀の日本

4章　現代の日本の課題の探究
1　社会や集団と個人
2　世界のなかの日本

3　伝統や文化の継承と創造

292～313

・アジア情勢の変化と経済大国日本をテーマに、1970年代から現代までの日本と世界の変化を捉え、資料を基にその背景と影響を考
察することで、現代社会の枠組みを理解する。
・1970年代の国際社会と日本について、冷戦期の政治的動向や経済的関係性を探究し、日本が国際社会で果たした役割を分析する。
・高度経済成長から安定成長への転換に焦点を当て、その背景にある社会的・経済的要因を多角的に分析し、日本の政治経済の変化
を考察する。
・20世紀末の世界と日本を振り返り、冷戦の終結や国際秩序の変容における日本の対応を資料を用いて分析する。
・21世紀の日本をテーマに、グローバル化や持続可能な社会への転換が政治・経済・国民生活に与えた影響を考察し、現代社会の課
題を理解する。
・「社会や集団と個人」をテーマに、地域社会や身の回りの事象に着目し、現代日本の社会構造や課題について、多角的に検討す
る。
・「世界のなかの日本」をテーマに、グローバル化や国際的課題への対応について、日本の歴史的背景と現代的展望を探究し、持続
可能な未来像を構想する。
・「伝統や文化の継承と創造」に関する探究を通して、日本の文化的アイデンティティを再考し、地域文化と現代社会のつながりに
ついて分析・表現する。
・近現代の学習を総括し、現代日本の課題を多面的に考察することで、次の学習への発展的視点を見出し、歴史を通して持続可能な
社会の実現を模索する。

○ ○ ◎

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

・人類の出現と旧石器時代の日本列島について学ぶ。
・縄文文化の特徴や日本人の起源を理解する。
・弥生文化の特徴と小国家形成について理解する。
・先史社会から古代への転換を多角的に考察し、歴史の全体像を掴む。
・歴史資料や木簡から情報を収集・解釈する技能を習得する。
・大和王権と古墳文化について資料を用いて多面的に考察し理解する。
・飛鳥時代の政治と文化について資料を基に考察し理解する。

・律令国家の形成過程や律令制の特徴を理解する。
・奈良時代の政治と文化を多面的に考察し理解する。
・先史から古代の政治・社会や文化の特色を振り返り学ぶ。
・平安時代初期の政治と唐風文化を理解する。
・貴族社会、摂関政治、藤原氏の台頭と武士の出現を理解する。
・国風文化の特色を考察し理解する。
・律令体制の再編、古代社会と文化の変容を学ぶ。
・院政、土地支配の変容について理解する。
・武士の台頭と平氏政権の政治・文化を理解する。
・古代から中世への時代転換と中世の特色を考察する。
・武家権力による社会変容について資料を収集し解釈する技能を習得する。
・鎌倉幕府の支配構造を多面的に考察し理解する。
・執権政治の特色を理解する。
・モンゴル襲来による社会変化を理解する。
・鎌倉時代の仏教と文化を考察し理解する。
・武家政権の発展、社会や文化の特色を振り返り学ぶ。
・中世日本の国際交流や自然環境での生存戦略について学び、資料解釈技能を向上させる。

・時代を通観する問いや仮説を立て、「武家支配の広がりと国際交流」の学習を見通す。
・鎌倉幕府滅亡から室町幕府成立までの幕府と朝廷の動きを理解する。
・室町時代の倭寇や東アジア国際交流について考察し理解する。
・室町時代の社会や経済活動を多面的に理解する。
・戦国大名の分国支配や都市の発達について学ぶ。
・室町文化の特色を考察し理解する。
・地域権力の成長や社会・文化の変容を振り返る。
・アジアやヨーロッパとの交流が日本に与えた影響を理解する。
・織豊政権による全国統一の政策やその意義を学ぶ。
・桃山文化の特色について理解する。
・中世から近世への時代転換と近世の特色を多角的に考察する。
・参勤交代や幕藩体制に関する資料から情報を収集し解釈する技能を習得する。

・百姓の生活世界や江戸時代の対外関係に関する資料から情報を収集し、読み取る技能を習得する。
・幕藩体制の確立について仮説を立て学習の見通しを持つ。
・江戸幕府の支配構造や対外政策を多面的に考察し理解する。
・近世の身分制度と村・町での生活について学ぶ。
・武断政治から文治政治への転換を理解する。
・幕藩体制下での産業発達や文化の興隆を考察する。
・幕藩体制の確立と近世社会・文化の特色を振り返る。
・享保の改革と経済発展の意義を理解する。
・18世紀中後期の政治・社会・文化の成熟について考察する。
・18世紀末から19世紀初頭の幕藩体制の立て直しを理解する。
・19世紀前半の政治・社会・文化の動揺を考察する。
・幕藩体制の変容や近世庶民生活・文化の特色を振り返る。
・近世日本の特色や近代へのつながりを多角的に考察し表現する。
・「近世の日本と世界」の学習を通して、次の学習テーマに繋げる。

・占領と日本国憲法の成立に関する課題を設定し、占領下の政治改革や日本国憲法の意義を資料を用いて多面的に考察し、戦後日本
の再出発について理解する。
・冷戦の開始と経済復興をテーマに、冷戦体制の影響と戦後日本の復興過程を資料から分析し、国内外の状況との関係性を明確にす
る。
・占領と改革の学習を振り返り、再出発した日本の政治・経済・対外関係を総合的に考察し、時代の画期を表現する。
・国際社会への復帰と対米協調をテーマに、日本の主権回復とその後の政治的な動きを資料から考察し、戦後日本の国際的立場を理
解する。
・高度経済成長に焦点を当て、その背景や影響を多角的に分析し、経済成長が社会や国民生活に与えた変化を把握する。
・国際社会への復帰と高度経済成長の学習を振り返り、戦後日本の政治・経済・国際関係の発展を総合的に考察し、歴史の流れを捉
える力を養う。



公共 スクーリング回数 2 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
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現

主

体

的

に
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習
に

取

り

組

む

態

度

1
現代社会における青年期と自己形成／進路

三大世界宗教／功利主義と義務論
先哲の思想

7～35 ○ ○ ◎

2
民主主義・立憲主義・人権保障や日本国憲法

民主政治
政治の仕組み

36～83 ○ ◎ ○

3
法のはたらき
市民生活と法

司法
84～111 ◎ ○ ○

4
現代の経済と市場

市場経済における金融の働き
財政の役割と持続可能な社会保障制度

112～145 ○ ◎ ○

5
労働

国際社会のルールとしくみ
国際社会と平和主義

146～173 ◎ ○ ○

6
国際平和への課題

グローバル化する国際社会
今日の国際経済とその課題

174～212 ○ ○ ◎

・青年期の特徴や発達課題の理解を手がかりに、青年期に生きる自己形成
の課題について調べて考える。
・行為選択の理由づけについて、目的論と義務論の考え方があることを理
解する。
・先人の思想を手がかりに、思考実験を用いて、課題解決の方法について
考察し議論する。

・平和憲法をもつ日本として、国際平和に向けてどのような姿勢で何をな
すべきか、多面的・多角的に考察し議論する。
・自由貿易と保護貿易、自由貿易の推進に向けた体制、国際収支統計の意
味について、実際の経済的事象とも
　関連させながら理解する。
・構造的な問題としての南北問題、人口・食料問題の解決には、どのよう
な取り組みが考えられるか考察し議論する。

『青年期』に関しては、自身の経験や特徴・捉え
方とも重ね合わせながら、自己理解にも繋がるよ
うに考えさせられると良い。

『政治の働き』に関しては、実際の政治運営の現
状と課題について調べ、MetamojiやGoogleスライ
ド等を使用して、まとめさせると良い。

『法の性格や役割』に関しては、法の分類や歴
史・対象等に関して調べ、ICTツールを使用してま
とめ、発表させると良い。

『少子高齢化』に関しては、現在の社会保障制度
を踏まえ、今後どのような対策が必要か？自分な
らどうするか？等を考え、発表や全体議論ができ
ると良い。

『雇用環境の変化』に関しては、現代のさまざま
な労働問題を理解するのみならず、その上でどの
ような取り組みができるかを、様々な視点（自
己・企業・行政等）で考えさせられると良い。

『平和憲法』・『自由貿易と保護貿易』に関して
は、国際的な問題・課題において、今後どのよう
な取り組みができるか、どのような対策ができる
かを考え、発表や全体議論ができると良い。

・雇用環境の変化、現代のさまざまな労働問題、働きやすい労働環境につ
いて、実際の職業や労働のあり方とのかかわりも含めて理解する。
・国際社会の成立とその特色、国際法の意義と役割、国際社会の主体の変
化などについて、実際の国際的な事象と関連させながら理解する。
・核軍縮が進まない理由を、多面的・多角的に考察し議論する。

・経済活動の意義、経済主体と経済循環、グローバル化のなかの経済活動
の動きについて、実際の経済事象とも関連させながら理解する。
・貨幣の役割と通貨制度、直接金融と間接金融、金融システム、金融市場
と金利の動きについて、実際の経済事象とも関連させながら理解する。
・少子高齢化の進展の中で、今後の社会保障制度をどのように展望するか
諸外国の例も参考に考える。

《通信教育実施計画》

科目名 2

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 法律や消費者の権利、社会参画等について学習する。現代に起きている様々な問題を解決する活動を通して、国際社会で主体的に生きるために必要な資質・能力を学ぶ。

学習内容 ページ

学習の到達目標

1、現代の諸課題を捉え考察し、選択・判断するための手がかりとなる概念とともに、諸資料から、倫理的主体などとして活動するために必要となる情報を適切かつ効果的に調べまとめる
　 技能を身に付ける。

2、現実社会の諸課題の解決に向けて、選択・判断の手がかりとなる考え方や公共的な空間における基本的原理を活用して、事実を基に多面的・多角的に考察し公正に判断する力や、
　 合意形成や社会参画を視野に入れながら構想したことを 議論する力を養う。

3、よりよい社会の実現を視野に、現代の諸課題を主体的に解決しようとする態度を養うとともに、多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養される、現代社会に生きる人間としての
　 在り方生き方についての自覚や、公共的な空間に生き国民主権をになう公民として、自国を愛し、その平和と繁栄を図ることや、各国が相互に主権を尊重し、各国民が協力し合うことの
　 大切さについての自覚などを深める。

使用教科書・副教材等 東京書籍「2　東書　公共」(701　公共)

評価の観点

前期：5月
後期：10月

前期：6月
後期：11月

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

レポート
該当回

・法の性格や役割、法の分類、法がその成立の歴史や対象などによって区
分されることについて調べて考える。
・契約自由の原則、契約の種類、契約自由の原則の修正などについて理解
する。
・司法権とその独立、裁判制度のしくみ、違憲審査権について理解する。

レポート
提出月

・公共的な空間における基本的原理の一つである、人間の尊厳と平等につ
いて、その意義、歴史的展開、現代の動向について理解する。
・政治の働き、民主主義の具体的な姿について理解するとともに、現代の
民主主義の課題について調べて考える。
・政治のしくみと制度を前提として展開される実際の政治の運営の現状と
課題について調べて考える。

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

前期：6月
後期：11月

前期：7月
後期：12月

前期：7月
後期：12月

前期：5月
後期：10月



政治・経済 スクーリング回数 2 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル
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・
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・
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り
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む
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度

1
民主主義の基本原理

日本国憲法の制定と基本原理
基本的人権の保障

4～47 ◎ ○ ○

2
立法と行政
裁判所と司法

地方自治と現代社会の特質と課題
48～79 ◎ ○ ○

3
現代の資本主義経済
現代経済のしくみ

国民所得と経済成長／金融・財政のしくみと課題
80～118 ○ ◎ ○

4
日本経済の発展と現状

福祉社会と日本経済の課題
労働問題と社会保障

119～155 ○ ◎ ○

5
現代日本の課題

国際政治
現代国際政治と日本の諸課題

156～203 ○ ◎ ○

6
貿易・国際収支・国際経済体制

世界経済の現状と課題
国際社会の諸課題

204～254 ○ ○ ◎

・政治の役割や、民主政治において権力分立がなぜ重要か理解する。
・大日本帝国憲法および日本国憲法の特徴について理解する。
・基本的人権と自分の生活との関係、新しい人権の確立が求められている
背景について理解する。

・『大日本帝国憲法』においては、大日本帝国憲
法および日本国憲法のそれぞれの特徴を理解する
と同時に、その特徴をICTツールを活用し、まと
め・共有・発表等の活動に繋げられると良い。

・国会の権限や組織・運営、また内閣の権限、内閣と国会の関係について
理解する。
・司法権の独立の必要性、裁判のしくみ、裁判員裁判について理解する。
・地方自治の規定や住民の権利について理解する。

・『国会の権限』・『司法権の独立』において
は、国会・内閣・裁判所のそれぞれの役割や機
能、またそれらの関係性（権力分立・三権分立）
について理解し、まとめられると良い。

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

・貿易の意義や、国際収支の各項目に反映される経済取引について理解
し、為替レートがどのような要因によって変動するか考える。
・経済のグローバル化の進展や、近年の国際金融の変化について理解し、
どのような課題を抱えているか考える。
・SDGs達成にむけた取り組みについて理解し、達成にむけて自分たちに何
ができるか考え、表現する。

・『SDGｓ達成』においては、SDGsより自身の興味
のあるテーマを選択し、そのテーマについて調べ
ながらICTツールを使用してまとめ、発表・表現が
できると尚良い。

・資本主義経済と社会主義経済の成立と発展について理解し、
　資本主義経済の課題について考える。
・企業の活動や、株式会社の特徴について理解し、現代の企業に
　求められているもとは何か考える。
・インフレーションやデフレーションが国民生活にどのような影響を
　与えるかを考える。

・『インフレデフレ』においては、物価変動と私
たちの暮らしで、損をする場合、得をする場合を
考えさせると実生活に結びついた学びとなる。

学習のねらい 備考

前期：6月
後期：11月

前期：7月
後期：12月

前期：7月
後期：12月

評価の観点

前期：5月
後期：10月

前期：5月
後期：10月

前期：6月
後期：11月

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

社会の在り方に関わる現実社会の諸課題の解決に向けて探究するための手掛かりとなる概念や理論について理解し、諸資料から、社会の在り方に関わる情報を適切かつ効果的に調べまとめる技能を習得する。

国家及び社会の形成者として必要な選択・判断の基準となる考え方や政治・経済に関する概念や理論を活用し、現実社会に見られる複雑な課題を把握する力や説明する力、身に付けた判断基準を根拠に構想する
力、構想したことの妥当性や効果、実現可能性などを指標にして議論し公正に判断して、合意形成や社会参画に向かう力を養う。

よりよい社会の実現のために現実社会の諸課題を主体的に解決しようとする態度を養うとともに、多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養される、国民主権を担う公民として、自国を愛し、その平和と繁
栄を図ることや、我が国及び国際社会において国家及び社会の形成に、より積極的な役割を果たそうとする自覚を深める。

使用教科書・副教材等 東京書籍「2 東書 政経」(701 政治経済)

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 政治や経済活動、税金の意義等を学習する。正解が一つではない社会課題を把握し、解決するための学習態度を身に付けながら、自立し主体的に生きる力や他者の意見をまとめる力を学ぶ。

・戦後復興から高度経済成長の終焉までの変遷と産業構造の変化について
理解し、バブル経済が発生した理由と終わりを迎えた理由について考え
る。
・戦後日本の農業政策の展開や、林業や漁業が抱える課題について理解
し、日本の農業と食料はどうあるべきか考える。
・労働問題の発生理由や憲法や法律が保障する労働者の権利について理解
し、これからの日本の雇用のあり方について考える。

・『労働問題』においては、雇用・労働問題を取
り巻く状況を理解し、どのような対策が考えられ
るかをICTツールを使用してまとめ、これからの労
働・雇用のあり方についてグループ討論等ができ
ると尚良い。

・日本の子育て支援の現状について理解し、どうあるべきかについて考
え、表現する。
・集団安全保障のしくみが必要とされた背景を理解し、国際連合の取り組
みや課題について考える。
・国境を超えたテロリズムが多発している理由について理解し、地域紛争
を予防し解決するためにはどうすればよいか、日本は難民問題についてど
のように向き合うべきかを考える。

・『国境を越えたテロリズム』においては、日本
の難民受け入れはどうあるべきか、各自治体の取
り組み等を調べ、自身の考えをまとめられると良
い。

《通信教育実施計画》

科目名 2



数学Ⅰ スクーリング回数 3 レポート回数 9 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
表

現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1 文字と式 32～47 ◎ ○ ○

2 実数 48～57 ◎ ○ ○

3 方程式と不等式 58～71 〇 ◎ 〇

4
2次関数

～2次関数とそのグラフ～
74～91 〇 〇 ◎

5 2次関数の値の変化 92～101 〇 ◎ 〇

6
三角比

～鈍角の三角比～
104～116 ◎ 〇 〇

7 三角比の応用 117～127 〇 〇 ◎

8 データ分析 130～147 〇 ◎ 〇

9 集合と論証 150～160 ◎ 〇 ○

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

7
12

7
12

5
10

5
10

5
10

6
11

集合と命題に関する基本的な概念を理解できるようにする。
図などを用いて、集合に関する基本的な事項を理解する。また、集合の考
え方を用いて必要条件、十分条件、対偶などを学習し、論理的な思考力を
伸ばす。さらに、事象を論理的に表現する際の基礎となる知識や技能を身
につけ、いろいろな事象や数学的諸概念を多面的に見たり統合的に見たり
することができるようにする。

Dマイスター、KAHOOTを活用し、学習の定着を図る
Dマイスターの10分テストで復習を行う。
（MetaMoJiでの配布を積極的に活用）
グループに分かれ、Googleclassroomを活用し、相
互作問シェアなどを授業で行う。

２次関数とそのグラフについて理解し、２次関数を用いて数量の関係や変
化を表現することの有用性を認識するとともに、それらを事象の考察に活
用できるようにする。

Dマイスター、GRAPES（グラフ作成ソフト）を活用
する。
Dマイスターの10分テストで復習を行う。
（MetaMoJiでの配布を積極的に活用）
グループに分かれ、Googleclassroomを活用し、相
互作問シェアなどを授業で行う。

２次関数の値の変化について、グラフを用いて考察し、関数の最大値・最
小値を求めることができるようにする。また、２次関数を用いて数量の変
化を表現することの有用性を認識し、それらを具体的な事象の考察に活用
できるようにする。

Dマイスター、GRAPES（グラフ作成ソフト）を活用
する。
Dマイスターの10分テストで復習を行う。
（MetaMoJiでの配布を積極的に活用）
グループに分かれ、Googleclassroomを活用し、相
互作問シェアなどを授業で行う。

Dマイスターを活用する。
Dマイスターの10分テストで復習を行う。
（MetaMoJiでの配布を積極的に活用）
グループに分かれ、Googleclassroomを活用し、相
互作問シェアなどを授業で行う。

数を実数まで拡張する意義に関する基本的な概念を理解できるようにす
る。また、式を多面的にみたり処理したりするとともに、１次不等式を事
象の考察に活用できるようにする。

・参考資料のDマイスターPPTを活用も可
・Dマイスターの10分テストで復習を行う。
（MetaMoJiでの配布を積極的に活用）
・グループに分け作問を相互に行い、スライド等
の機能を使いシェア。（相互に解き合う）

不等式の解の意味や不等式の性質について理解し、１次不等式の解を求め
たり１次不等式を事象の考察に活用したりすることができるようにする。

数を実数まで拡張する意義に関する基本的な概念を理解できるようにす
る。また、式を多面的にみたり処理したりするとともに、１次不等式を事
象の考察に活用できるようにする。

・参考資料のDマイスターPPTを活用も可
・Dマイスターの10分テストで復習を行う。
・（MetaMoJiでの配布を積極的に活用）
・グループに分け作問を相互に行い、スライド等
の機能を使いシェア。（相互に解き合う）

6
11

レポート
提出月

学習内容 ページ

評価の観点

科目内容 数と式、図形と計量、二次関数及びデータの分析について基本的な概念や原理・方法を体系的に学ぶ。

レポート
該当回

Dマイスターを活用する。
Dマイスターの10分テストで復習を行う。
（MetaMoJiでの配布を積極的に活用）
グループに分かれ、Googleclassroomを活用し、相
互作問シェアなどを授業で行う。

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

6
11

三角比の意味やその基本的な性質について理解し、三角比を用いた計量の
考えの有用性を認識するとともに、それらを事象の考察に活用できるよう
にする。

学習の到達目標

数と式、図形と計量、二次関数及びデータの分析についての基本的な概念や原理・法則を体系的に理解するとともに、事象を数学化したり、数学的に解釈したり、数学的に表現・処理したりする技能を身に付け
るようにする。

命題の条件や結論に着目し、数や式を多面的にみたり目的に応じて適切に変形したりする力、図形の構成要素間の関係に着目し、図形の性質や計量について論理的に考察し表現する力、関数関係に着目し、事象
を的確に表現してその特徴を表、式、グラフを相互に関連付けて考察する力、社会の事象などから設定した問題についてデータの散らばりや変量間の関係などに着目し、適切な手法を選択して分析を行い、問題
を解決したり、解決の過程や結果を批判的に考察し判断したりする力を養う。

数学のよさを認識し数学を活用しようとする態度、粘り強く考え数学的論拠に基づいて判断しようとする態度、問題解決の過程を振り返って考察を深めたり、評価・改善したりしようとする態度や創造性の基礎
を養う。

使用教科書・副教材等 東京書籍「数学Ⅰ」(704)

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

《通信教育実施計画》

科目名 3

正弦定理や余弦定理、三角比の相互関係を利用して、三角形の面積や辺の
長さ、角の大きさなどを求めることができる。図形の計量の際に有効に活
用することができる。また，三角比を空間図形の計量に活用することがで
きる。

実生活（教室）の中で三角比を利用し、物の大き
さや高さを調査し、調査報告等をGoogleclassroom
で行う。（対話的な活動）
生徒の興味がありそうなデータをGoogleclassroom
で回収し、実際の数値を利用してデータの分析を
行う。

Dマイスターを活用する。
Dマイスターの10分テストで復習を行う。
（MetaMoJiでの配布を積極的に活用）
グループに分かれ、Googleclassroomを活用し、相
互作問シェアなどを授業で行う。

データや階級，度数，階級値，度数分布表，ヒストグラム，相対度数，定
義や意味を理解し，目的やデータに応じて，度数分布表，ヒストグラムな
どに表すことができる。
データの散らばり具合を表す四分位数，四分位範囲の定義や意味を理解す
る。また，それを箱ひげ図に表すことができる。

7
12



数学Ⅱ スクーリング回数 4 レポート回数 12 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
表

現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1
方程式・式と証明
～式の計算～

4～11 ◎ 〇 ○

2
方程式・式と証明
～2次方程式～

12～19 ◎ 〇 ○

3
方程式・式と証明

～高次方程式・式と証明～
20～32 ◎ 〇 ○

4
図形と方程式

～座標と直線の方程式～
33～51 ○ ◎ ○

5
図形と方程式

～円の方程式・軌跡と領域～
52～64 ○ ◎ ○

6 三角関数
65～77
82～83

○ 〇 ◎

7 三角関数 78～84 ○ 〇 ◎

8
指数関数と対数関数

～指数関数～
85～95 ◎ 〇 ○

9
指数関数と対数関数

～対数関数～
96～104 ○ ◎ ○

10
微分と積分

～微分係数と導関数～
106～115 ◎ 〇 ○

11
微分と積分

～導関数の応用～
116～123 ◎ 〇 ○

12
微分と積分
～積分～

124～133 ◎ 〇 ○

《通信教育実施計画》

科目名 4

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 いろいろな式，図形と方程式，指数関数・対数関数，三角関数及び微分・積分の考えについての基本的な概念や原理・法則を体系的に理解する

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

いろいろな式，図形と方程式，指数関数・対数関数，三角関数及び微分・積分の考えについての基本的な概念や原理・法則を体系的に理解するとともに，事象を数学化したり，数学的に解釈したり，数学的に表
現・処理したりする技能を身に付けるようにする。

数の範囲や式の性質に着目し，等式や不等式が成り立つことなどについて論理的に考察する力，座標平面上の図形について構成要素間の関係に着目し，方程式を用いて図形を簡潔・明瞭・的確に表現したり，図
形の性質を論理的に考察したりする力，関数関係に着目し，事象を的確に表現してその特徴を数学的に考察する力，関数の局所的な変化に着目し，事象を数学的に考察したり，問題解決の過程や結果を振り返っ
て統合的・発展的に考察したりする力を養う。

数学のよさを認識し数学を活用しようとする態度，粘り強く柔軟に考え数学的論拠に基づいて判断しようとする態度，問題解決の過程を振り返って考察を深めたり，評価・改善したりしようとする態度や創造性
の基礎を養う。

使用教科書・副教材等 東京書籍「数学Ⅱ」(717)

評価の観点

5
10

5
10

5
10

参考資料のDマイスターPPTを活用も可
Dマイスターの10分テストで復習を行う。
（MetaMoJiでの配布を積極的に活用）
グループに分け作問を相互に行い、スライド等の
機能を使いシェア。（相互に解き合う）

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

5
10

6
11

7
12

座標を用いて、平面上の線分を内分する点、外分する点の位置や二点間の
距離を表し、直線や円を方程式で表すことができるようにする。

参考資料のDマイスターPPTを活用も可
日常の事象や社会の事象を数学的に捉え、方程式
を活用するグループワークを行う。

軌跡について理解し、不等式の表す領域を不等式で表すことができるよう
にする。

参考資料のDマイスターPPTを活用も可
日常の事象や社会の事象を数学的に捉え、方程式
を活用するグループワークを行う。

不定積分及び定積分の意味について理解し、関数の定数倍、和及び差の不
定積分や定積分を求められるようにする。

参考資料のDマイスターPPTを活用も可
Dマイスターの10分テストで復習を行う。
（MetaMoJiでの配布を積極的に活用）
グループに分け作問を相互に行い、スライド等の
機能を使いシェア。（相互に解き合う）

7
12

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

三次の乗法公式及び、因数分解の公式を理解し、それらを用いて式の展開
や因数分解をできるようにする。多項式の除法や分数式や複素数の四則計
算の方法について理解する。二次方程式の解の種類の判別及び解と係数の
関係を理解する。因数定数について理解し、簡単な高次方程式について因
数定理などを用いてその解を求めることができるようにする。

参考資料のDマイスターPPTを活用も可
Dマイスターの10分テストで復習を行う。
（MetaMoJiでの配布を積極的に活用）
グループに分け作問を相互に行い、スライド等の
機能を使いシェア。（相互に解き合う）

三次の乗法公式及び、因数分解の公式を理解し、それらを用いて式の展開
や因数分解をできるようにする。多項式の除法や分数式や複素数の四則計
算の方法について理解する。二次方程式の解の種類の判別及び解と係数の
関係を理解する。因数定数について理解し、簡単な高次方程式について因
数定理などを用いてその解を求めることができるようにする。

参考資料のDマイスターPPTを活用も可
Dマイスターの10分テストで復習を行う。
（MetaMoJiでの配布を積極的に活用）
グループに分け作問を相互に行い、スライド等の
機能を使いシェア。（相互に解き合う）

三次の乗法公式及び、因数分解の公式を理解し、それらを用いて式の展開
や因数分解をできるようにする。多項式の除法や分数式や複素数の四則計
算の方法について理解する。二次方程式の解の種類の判別及び解と係数の
関係を理解する。因数定数について理解し、簡単な高次方程式について因
数定理などを用いてその解を求めることができるようにする。

6
11

角の概念を一般角まで拡張する意義や弧度法による角度の表し方について
理解する。三角関数の値の変化や特徴、性質を理解する。

実生活（時計の針や観覧車）の中で三角比を利用
し、物の大きさや高さを調査し、調査報告等を
Googleclassroomで行う。（対話的な活動）
生徒の興味がありそうなデータをGoogleclassroom
で回収し、実際の数値を利用してデータの分析を
行う。

微分係数や導関数の意味について理解し、関数の定数倍、和及び差の導関
数を求められるようにする。

参考資料のDマイスターPPTを活用も可
Dマイスターの10分テストで復習を行う。
（MetaMoJiでの配布を積極的に活用）
グループに分け作問を相互に行い、スライド等の
機能を使いシェア。（相互に解き合う）

7
12

指数関数の値の変化やグラフの特徴、対数の意味と性質を理解する。対数
関数の値の変化や特徴について理解する。

指数と対数を相互に関連図けて考察する。日常の
事象や社会の事象を数学的に捉え問題を解決した
り、解決の過程を振返って事象の数学的な特徴や
他の事象の関係を考察する。

6
11

指数を正の整数から有理数へ拡張する意義を理解し、指数法則を用いて数
や式の計算をできるようにする。指数関数の値の変化やグラフの特徴、対
数の意味と性質を理解する。

7
12

導関数を用いて関数の値の増減や極大・極小を調べ、グラフの概形をかく
方法を理解する。

参考資料のDマイスターPPTを活用も可
Dマイスターの10分テストで復習を行う。
（MetaMoJiでの配布を積極的に活用）
グループに分け作問を相互に行い、スライド等の
機能を使いシェア。（相互に解き合う）

6
11

加法定理や2倍角の公式、三角関数の合成について理解し活用できるよう
にする。

実生活（時計の針や観覧車）の中で三角比を利用
し、物の大きさや高さを調査し、調査報告等を
Googleclassroomで行う。（対話的な活動）
生徒の興味がありそうなデータをGoogleclassroom
で回収し、実際の数値を利用してデータの分析を
行う。

指数と対数を相互に関連図けて考察する。日常の
事象や社会の事象を数学的に捉え問題を解決した
り、解決の過程を振返って事象の数学的な特徴や
他の事象の関係を考察する。



数学A スクーリング回数 2 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・
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断

・
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現
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に

学

習

に

取

り

組

む

態

度

1 場合の数 4～21 ◎ 〇 〇

2

確率①
・事象と確率
・確率の計算

・排反事象の確率
・余事象の確率

22～29 〇 ◎ 〇

3

確率②
・独立な試行の確率
・反復試行の確率
・条件つきの確率

・期待値

30～37 〇 ◎ 〇

4 図形の性質 40～75 ◎ ○ ○

5 数学と人間の活動 78～87 〇 〇 ◎

6 数学と人間の活動 88～97 〇 〇 ◎

《通信教育実施計画》

科目名 2

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 図形の性質、場合の数と確率についての基本的な概念や原理・方法を体系的に学ぶ。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

図形の性質、場合の数と確率についての基本的な概念や原理・法則を体系的に理解するとともに、数学と人間の活動の関係について認識を深め、事象を数学化したり、数学的に解釈したり、数学的に表現・処理したりする技能を身に
付けるようにする。

図形の構成要素間の関係などに着目し、図形の性質を見いだし、論理的に考察する力、不確実な事象に着目し、確率の性質などに基づいて事象の起こりやすさを判断する力、数学と人間の活動との関わりに着目し、事象に数学の構造
を見いだし、数理的に考察する力を養う。

数学のよさを認識し数学を活用しようとする態度、粘り強く考え数学的論拠に基づいて判断しようとする態度、問題解決の過程を振り返って考察を深めたり、評価・改善したりしようとする態度や創造性の基礎を養う。

使用教科書・副教材等 東京書籍「数学A」(704)

評価の観点

５
１０

５
１０

６
１１

身近な例を使用して、確率のざまざま事象につい
て、Metamojiの共同学習モードを使用し、グルー
プワークを行い、違いについて理解する

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

６
１１

７
１２

７
１２

・平行線と角の関係を理解し、これらを利用して角の大きさを求めることができる。
・多角形の内角、外角の性質を理解し、これらを利用して角の大きさを求めることができる。
・三角形の合同条件、相似条件を理解し、これらを利用して辺の長さや角の大きさを求めることがで
きる。
・垂直二等分線、垂線、角の二等分線の作図方法を理解し、その作図ができる
・図形の性質を利用した平行線やいろいろな大きさの角を作図する方法を理解し、目的に合った図形
を作図することができる。
・三角形と比の性質や中点連結定理を理解し、それを用いて線分の長さを求めることができる。
・三角形の重心の性質を利用して、線分の長さや角の大きさを求めることができる。
・三角形の外心、内心の性質を利用して、線分の長さや角の大きさを求めることができる。
・三角形の角の二等分線と線分の比に関する定理を理解し、それらを用いて線分の長さを求めること
ができる。
・円の接線の性質、接線の長さについて理解し、それらを利用して、接線の長さや三角形の辺の長さ
を求めることができる。
・円周角の定理を理解し、それを利用して角の大きさを求めることができる。また、円周角の定理の
逆を理解し、・点が同一円周上にあるかどうか判断することができる。
・円に内接する四角形の性質を理解し、それを利用して角の大きさを求めることができる。また、四
角形が円に内接する条件を利用して、四角形が円に内接するかどうか判断することができる。
・接線と弦のつくる角の定理を理解し、それを利用して、角の大きさを求めることができる。
・円と・本の直線がつくる線分の長さの関係を考察し、方べきの定理が成り立つことを理解し、長さ
を求めることができる。
・つの円の位置関係を考察できる。
・直線、・平面、直線と平面の位置関係を理解する。
・多面体、正多面体を理解し、オイラーの多面体定理に触れ、空間図形に対する見方を豊かにする。

Dマイスターを利用し、視覚的に図形の性質につい
て理解する。また、実際に作図等をし、実体験で

学ばせる。

・古代の人々の記数法や漢数字による記数法について理解する。
・・0進法，・進法の数の表し方のしくみを調べ，法則を見つけることができる。
・・進法と・0進法の変換を行うことや・進法と・0進法を対比してみることで，記数法に対する理解
を深めることができる。また，・進法で表された数の計算ができる。
・平面上の点の位置を表す座標の考え方を理解する。また，その考えを空間内の座標へ拡張し，空間
内の点の位置を表すことができる。
・約数，倍数，素数，素因数分解などの整数に関する基本的概念について理解し，約数，倍数を求め
たり，素因数分解したりすることができる。

Dマイスターや身近な例を利用し、数学の不思議や
仕組みについて理解する。また、バラエティー番
組等で行っているクイズ等から出題し、生徒の興
味の引く内容で理解を深めていく。

・素因数分解を利用して最大公約数，最小公倍数を求めることができる。
・ユークリッドの互除法を理解し，これを用いて・つの正の整数の最大公約数を求めることができ
る。
・長さや面積の単位を調べることできる。また，タレスのピラミッドの高さの測量を通して，図形の
性質や三角比を用いた測量の方法について考察することできる。
・体積や重さの単位を調べることできる。
・古代の人々の時計や，暦（うるう年）について理解する。また，うるう年を決めた理由を考えるこ
とができる。

Dマイスターや身近な例を利用し、数学の不思議や
仕組みについて理解する。また、バラエティー番
組等で行っているクイズ等から出題し、生徒の興
味の引く内容で理解を深めていく。

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

・部分集合，全体集合，補集合，共通部分，和集合などの集合の表し方，用語，記号を，図を用いて
理解し，記号を使って表すことができる。
・補集合，和集合について，集合の要素の個数を求めることができる。
・具体的な事象に関する場合の数を樹形図や表に整理して調べることができる。
・和の法則や積の法則など数え上げの原則について具体例を用いて理解し，場合の数を効率よく求め
ることができる。
・樹形図を利用して順列の意味を理解し，その総数を求めることができる。
・順列の考え方をいろいろな場面に利用して，条件のついた順列の総数を求めることができる
・重複順列，円順列の意味を理解し，その総数を求めることができる。
・組合せの意味や性質を理解し，その総数を求めることができる。
・組合せの考え方をいろいろな場面に利用して，組合せの総数を求めることができる

metamojiやformで身近な例を題材に、協働学習で
きるシート等を使用して、場合の数について理解
する

・試行と事象，事象の確率について学び，確率の意味を知り，基本的な確率を求めることができる。
・場合の数をもとに，確率を求めることができる。
・確率の加法定理を理解し，排反事象の確率を求めることができる。
・余事象の確率を求めることができる。

身近な例を使用して、確率のざまざま事象につい
て、グループワークを行い、違いについて理解す
る

・独立な試行の意味を理解し，簡単な独立な試行の確率を求めることができる。
・反復試行について理解し，簡単な場合の反復試行の確率を求めることができる。
・条件つき確率の意味を理解する。また，確率の乗法定理を理解し，活用できる。
・期待値を求めることができる。また，期待値を意思決定に活用することができる。



科学と人間生活 スクーリング回数 8 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル
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1
１編　生命の科学

１章　微生物とその利用
14～37 〇 ◎

2
１編　生命の科学

２章　ヒトの生命現象
38～65 〇 ◎

3
２編　物質の科学

１章　材料とその再利用
66～93 〇 〇 ◎

4
２章　衣料と食品

95～115 ◎ 〇

5 ３編　光や熱の科学 138～157 〇 ◎

6 ４編　宇宙や地球の科学 158～179 〇 ◎ 〇

《通信教育実施計画》

科目名 2

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 自然に対する理解や科学技術の発展がこれまで私たちの日常生活や社会にいかに影響を与え、どのような役割を果たしてきたかについて学ぶ。「生物」「化学」「物理」「地学」を総合的に学ぶ。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

自然と人間生活との関わり及び科学技術と人間生活との関わりについての理解を深め、科学的に探究するために必要な観察、実験などに関する技能を身に付ける。

観察、実験などを行い、人間生活と関連付けて科学的に探究する力を養う。

自然の事物・現象に進んで関わり、科学的に探究しようとする態度を養うとともに、科学に対する興味・関心を高める。

使用教科書・副教材等 東京書籍「科学と人間生活」（科人701）

評価の観点

前期：5月
後期：10月

前期：5月
後期：10月

前期：6月
後期：11月

・身近でありながらも目視できない現象が多いので、
デジタル教材などを活用しイメージを捉えることがで
きるよう促す。
・プラスチックや繊維などは実在するもので、直接手
に触れながら違いを意識したりもできるので、生徒が
その違いを感じながら学習を進められるよう教材準備
を進めておくとよい。
・金属に関しては実験アプリを活用し、自身が試行錯
誤しながら問題に取り組めると尚良い。
・アプリ「BEAKER」を使用して金属の種類の違いによ
り反応の違いについて観察してもなお良い。

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

前期：6月
後期：11月

前期：7月
後期：12月

前期：7月
後期：12月

・繊維の種類とそれぞれの用途について理解する。
・合成繊維は石油を原料とすることや、モノマーとポリマー、重合（付加重
合、縮合重合）について理解する。また、さまざまな合成繊維のモノマーと
ポリマー、性質と用途について知る。
・油脂の構造と性質について理解する。
・エステルの加水分解と油脂のけん化について理解する。
デンプンは多数のグルコースが連なった高分子化合物であること、ヨウ素デ
ンプン反応で検出されることを理解する。
・デンプンの消化の進行を、ヨウ素デンプン反応やフェーリング液の還元反
応で確かめる。

・問題に連動しているアプリを紹介し、問題や教科書
上に提示される現象を視覚的に捉えることのできるよ
うあらかじめまとめておくと良い。
・環境保全など、今まで得た知識を活かしながら問題
を提起し、そこから解決策を見出すことができるよう
な自ら探究できる課題を準備するとなお良い。
・アプリケーション「潮位ナビ」や「windy」などを
活用し視覚的に変化を捉えられるようにするとなお良
い。

・温度による水の状態変化を基に、温度による物質の状態変化と原子や分子
の動きとの関係について問題を見いだす。
・原子や分子の熱運動と温度との関係について理解する。
・温度の表し方であるセ氏温度や絶対温度について理解する。
・熱平衡、熱量、熱容量について理解する。
・水の比熱が大きいことと人間生活とのかかわりについての理解を深める。
・熱量の保存について理解する。
・熱量の保存について理解する。
・計算演習を何度か実施し、熱量の計算式を身に着ける。また、概念を理解
する
・地球環境を保全するためのエネルギーの有効利用について調べ、科学技術
のあり方について判断するために必要な態度を身につける。

・計算演習が多く必要な単元であるので、公式を使用
した別課題などを用意し、理解を深め考え方を身に着
けられるようにできると良い。
・原子の運動などに関しては視覚的に捉えずらいの
で、アプリやデジタル教材を使用し、イメージを具体
化できると良い。

・同じ時刻に太陽や月が見える方位は日によって変化するのかを考え、太陽
や月の日周運動について問題を見いだす。
・潮位のデータを基に、潮位の変化の規則性について考察する
・既習の内容や生活経験などを基に、太陽が暖かく感じる理由に問題を見い
だす。
・太陽のエネルギー源、太陽活動の変動、太陽の放射エネルギーについて知
る
・熱帯低気圧の経路図を基に、台風の発生場所と移動経路の特徴について考
察する。

・問題に連動しているアプリを紹介し、問題や教科書
上に提示される現象を視覚的に捉えることのできるよ
うあらかじめまとめておくと良い。

・授業内で得た知識を活かしながら疑問をあげ、そこ
から実習を行い、結果より推測するような見出すこと
を自ら探究できる課題を準備するとなお良い。

・アプリケーション「潮位ナビ」や「windy」などを
活用し視覚的に変化を捉えられるようにするとなお良
い。

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

・カビは微生物であることを知り、微生物とはどのような生物かに問題を見
いだす。
・微生物を利用して、環境の浄化が行われていることを理解し、その利点を
考える。
・眼の網膜で受容した光の刺激を脳で処理することにより視覚が生じること
を理解する。
・ふだんの食事のメニューを想起し、エネルギー源である炭水化物は体内で
どのように利用されているかについて問題を見いだす。

・各現象においてデジタル教材の活用やその他推奨で
きる現象の視覚化が容易になるサイトの紹介などはま
とめておき、生徒に提示できるようにする。
・問題を解きながら起きている事象や法則がどのよう
なものか映像教材とリンクすることで理解を深める。
・デジタル顕微鏡を使用して観察などを取り入れると
なお良い。
製品情報：
https://www.amazon.co.jp/dp/B07FD7DTKX/ref=cm_sw
_r_tw_dp_dl_YGMDGQDBW8D4VC8Z7VY9?_encoding=UTF8&
psc=1 @amazonJPより

・ヒトの眼の構造を理解する。
・近くを見るときと遠くを見るときの調節の仕組みを理解する
・血糖濃度とそれを維持するための体内でのグルコースの流れについて理解
する。
・血糖濃度を調節するためにインスリンやグルカゴンがはたらいていること
を知る。
・食事の前後の血糖濃度、インスリン濃度、グルカゴン濃度のデータから、
それらのはたらきについて考察する。
・免疫とリンパ球のはたらきについて理解する。
・抗原抗体反応の仕組みと特徴について理解する。
・DNAの構造や遺伝子とDNAとの関係について理解する。
・プラスチックの再生利用の重要性について考えるとともに、プラスチック
のマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルについ
て理解する。

・身近でありながらも目視できない現象が多いので、
デジタル教材などを活用しイメージを捉えることがで
きるよう促す。
・プラスチックや繊維などは実在するもので、直接手
に触れながら違いを意識したりもできるので、生徒が
その違いを感じながら学習を進められるよう教材準備
を進めておくとよい。
・金属に関しては実験アプリを活用し、自身が試行錯
誤しながら問題に取り組めると尚良い。
・アプリ「BEAKER」を使用して金属の種類の違いによ
り反応の違いについて観察してもなお良い。

・金属と非金属の性質の違いを比較して、金属の構造について問題を見いだ
す。
・金属に特有の性質について理解する。
・金属の構造について理解し、それを基に金属特有の性質について考える。
・金属を区別するための方法を考えて実験を計画し、アルミニウム、鉄、銅
の性質をさまざまな方法で調べる。
・プラスチックと金属を比較して、プラスチックの性質や種類について問題
を見いだす。
・プラスチックの種類や特徴、用途について理解する。



化学基礎 スクーリング回数 8 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・
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能
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考

・
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断

・
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に
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り
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む

態

度

1
1編　化学と人間生活

2章　物質の成分と構成元素
12〜33 ◎ 〇 〇

2
2編　物質の構成

1章　原子の構造と元素の周期表
34〜47 〇 ◎ 〇

3
2編　物質の構成
2章　化学結合

48〜79 ◎ 〇 〇

4
3編　物質の変化

1章　物質量と化学反応式
80〜105 〇 ◎ 〇

5
3編　物質の変化
2章　酸と塩基

105〜135 ◎ 〇 〇

6
3編　物質の変化
3章　酸化還元反応

136〜167 ◎ 〇 〇

《通信教育実施計画》

科目名 2

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 物質とその変化に関する基本的な概念や原理・法則を学ぶ。当科目は「化学と人間生活」、「物質の構成」、「物質の変化とその利用」の3つの大項目から構成されている。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

(1)日常生活や社会との関連を図りながら、物質とその変化について理解するとともに、科学的に探究するために必要な観察、実験などに関する基本的な技能を身に付けるようにする。

(2)観察、実験などを行い、科学的に探究する力を養う。

(3)物質とその変化に主体的に関わり、科学的に探究しようとする態度を養う。

使用教科書・副教材等 東京書籍「新編化学基礎」（東書702）

評価の観点

前期：5月
後期：10月

前期：5月
後期：10月

前期：6月
後期：11月

・重要な点は資料にまとめてGoogleClassroomで共有すると
良い。
・時間に余裕がある場合、または自宅にて教科書のQRコード
から動画や資料を確認するように促す。
・観察、実習、実験などを通して用語と実際に起きている事
象を連動させ、理解を深めると尚良い。
・MetaMoJi上で組成式の問題を取り組ませ、様子をタイム
リーに確認し必要に応じて個別にフォローすると良い。

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

前期：6月
後期：11月

前期：7月
後期：12月

前期：7月
後期：12月

・天然に存在する多くの元素には一定の割合で同位体が存在するため、原子量はその加
重平均の値であることを理解する。
・原子量、分子量、式量のそれぞれが表す値を理解する。粒子の数に基づく量の表し方
が物質量であることを知る。
・物質量とその単位のmolの関係、さらに原子量・分子量・式量との関係やモル質量と
の関係がわかり、それらの単位変換を理解する。・モル濃度による溶液の濃度の表し方
を理解する。
・質量パーセント濃度とモル濃度の違いを考える。
・化学反応式やイオン反応式の書き方やそれが表している内容を理解する。
・化学反応式の係数が表している量的関係を考える。

・重要な点は資料にまとめてGoogleClassroomで共有すると
良い。
・時間に余裕がある場合、または自宅にて教科書のQRコード
から動画や資料を確認するように促す。
・観察、実習、実験などを通して用語と実際に起きている事
象を連動させ、理解を深めると尚良い。
・計算が難しい生徒には、数学の教科書やプリント等も参考
にしながら、問題解決に繋がる支援を行うと良い。
・P90の「物質量を中心とした量的関係」では、Classroomや
MetaMoJiなどのアプリを活用して、例題を出し、一旦「物質
量」を求める重要性を認識させると良い。
・p93の「質量パーセント濃度とモル濃度の違いを実感しよ
う」という実験を行い理解を深めると良い。

・アレーニウスやブレンステッド・ローリーの酸・塩基の定義を理解する。
・水溶液の酸性・塩基性は、水素イオン濃度の大小で表せることを知る。
・水溶液の水素イオン濃度は広い範囲で変化するため、ｐHでも表せることを理解す
る。
・ｐH指示薬と変色域により、水溶液のｐHが測定できることを知る。
・酸と塩基が完全に中和するときの変化を化学反応式で理解する。
・酸と塩基が完全に中和したときの塩の水溶液が中性になるとは限らないことがわか
る。
・中和の条件は、酸から生じるH＋の物質量と塩基から生じるOH－の物質量が等しくな
ることだとわかる。
・中和滴定に用いる器具の使い方がわかり、中和滴定の実験操作を理解する。

・重要な点は資料にまとめてGoogleClassroomで共有すると
良い。
・時間に余裕がある場合、または自宅にて教科書のQRコード
から動画や資料を確認するように促す。
・観察、実習、実験などを通して用語と実際に起きている事
象を連動させ、理解を深めると尚良い。
・計算が難しい生徒には、数学の教科書やプリント等も参考
にしながら、問題解決に繋がる支援を行うと良い。
・酸と塩基の定義の説明を行う際にイメージを膨らませるた
め、教科書のQRコードからアニメーションを確認するように
促すと良い。

・酸化と還元は常に同時に起こることを知る。
・酸素原子や水素原子が関係していない反応についても、酸化と還元が電子の授受に
よって統一的に説明できることを理解する。
・酸化数は、原子やイオンがどの程度の酸化や還元をされているのかを示す数値である
ことを理解する。反応前後の酸化数の増減により、酸化と還元が確認できることを理解
する。
・酸化還元反応の化学反応式の作ることができ、この反応の量的関係を理解する。
・金属と空気、水、酸などの反応性の違いは、金属のイオン化傾向と深い関係があるこ
とを理解する。
・実験観察を通して、金属のイオン化傾向と電流の流れる向きを比較し関係性を考え
る。
・ダニエル電池や身近に使われている実用電池の構造、それらの用途や特徴を知る。
・金属の製錬には酸化還元反応が関わっていることを知る。

・重要な点は資料にまとめてGoogleClassroomで共有すると
良い。
・時間に余裕がある場合、または自宅にて教科書のQRコード
から動画や資料を確認するように促す。
・観察、実習、実験などを通して用語と実際に起きている事
象を連動させ、理解を深めると尚良い。
・計算が難しい生徒には、数学の教科書やプリント等も参考
にしながら、問題解決に繋がる支援を行うと良い。
・P149の図をMetaMoJiに用意して、正しく分類できるように
問題に取り組ませると良い。

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

・純物質と混合物の性質を理解する。
・純物質は、単体と化合物に分類されることを理解する。また、いくつかの元素には同
素体があることを知る。
・物質には三態があり、それぞれの状態のとき、物質を構成する粒子がどのように運動
しているか推察する。
・状態変化には粒子の熱運動が関係していることを理解する。

・重要な点は資料にまとめてGoogleClassroomで共有すると
良い。
・時間に余裕がある場合、または自宅にて教科書のQRコード
から動画や資料を確認するように促す。
・観察、実習、実験などを通して用語と実際に起きている事
象を連動させ、理解を深めると尚良い。
・炎色反応の例として花火を上げて。動画を確認すると尚良
い。

・原子の大きさや構造について知る。また、原子の構造から陽子、中性子、電子の性質
を理解する。
・質量数が陽子の数と中性子の数であることがわかり、同じ原子であっても質量数の異
なるものがあることに気づく。
・放射性同位体が年代測定や医療などに使われていることを知る。
・電子配置で電子殻への電子の収まり方を知る。
・貴ガスの性質から閉殻を知り、極めて安定な電子配置があることに気づく。
・最外殻電子と価電子を知る。また貴ガスの場合はこれらの示しているものが違うこと
を知る。
・電子配置は原子番号の順に規則正しく変化することを理解する。

・重要な点は資料にまとめてGoogleClassroomで共有すると
良い。
・時間に余裕がある場合、または自宅にて教科書のQRコード
から動画や資料を確認するように促す。
・観察、実習、実験などを通して用語と実際に起きている事
象を連動させ、理解を深めさせれると尚良い。
・単位に関して理解が難しい生徒には、数学の教科書やプリ
ント等も参考にしながら、問題解決に繋がる支援を行うと良
い。
・教科書の付録のエレメントカードを活用し、元素の性質の
規則性について考察する時間をとる

・電子配置からイオンの生成を理解する。
・イオン化エネルギーの周期性に気づき、教科書p.42図10などを参考にしながら、典型
元素の陽性と陰性について理解する。
・イオン結合の形成について理解する。
・イオンからなる物質の組成式およびイオン結晶の性質を理解する。またそれらが身近
に使われている用途を知る。
・分子は、非金属元素の原子が結びついてできた粒子であることを知る。
・共有結合の形成、分子式や構造式について理解する。
・自由電子のふるまいがわかり、金属結合の仕組みを理解する。
・結合の種類から物質の大まかな性質について分類し考察する。



生物基礎 スクーリング回数 8 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル
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1

1編　生物の特徴
1章　生物の多様性と共通性

2章　生物とエネルギー

実習1 脊椎動物の特徴の比較
実習2 さまざまな生物の顕微鏡観察とDNAの抽出

10～36 〇 〇 ◎

2

2編　遺伝子とそのはたらき
1章　遺伝情報とDNA

2章　遺伝情報とタンパク質

実習3 酵素のはたらき
実習4 DNA模型の作製

実習5 DNAが2倍になるしくみ
実習6 アミノ酸とDNAの対応

42～70 〇 〇 ◎

3
3編　ヒトの体の調節

1章　体内環境と情報伝達
76～94 〇 〇 ◎

4
2章　免疫のはたらき

実習7 運動の前後の体の変化
実習8 血糖濃度の調節

実習9 体内の抗体量の変化

100～114 〇 〇 ◎

5
4編　生物の多様性と生態系

1章　植生と遷移 122～139 〇 〇 ◎

6

2章　生態系と生物の多様性

実習10 身近な植生と環境の観察
実習11 植生の遷移の要因

実習12 森林・草原・砂漠と遷移の関係
実習13 地表を歩きまわる生物の観察

実習14 生態系から特定の生物を除去したときの影
響

実習15 生活排水の流入による河川への影響
実習16 高速道路の建設に伴う環境アセスメント

144～163 〇 〇 ◎

前期：6月
後期：11月

前期：7月
後期：12月

前期：7月
後期：12月

《通信教育実施計画》

科目名 2

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容
中学校までに学習した内容を基礎として、日常生活や社会との関連を図りながら生物や生物現象に関わり、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験を行って、科学的に探究するために必要な資
質・能力を育成する。

学習の到達目標

・日常生活や社会との関連を図りながら、生物や生物現象について理解するとともに、科学的に探究するために必要な観察、実験などに関する基本的な技能を身に付ける。

・観察、実験などを行い、科学的に探究する力を養う。

・生物や生物現象に主体的に関わり、科学的に探究しようとする態度と、生命を尊重し、自然環境の保全に寄与する態度を養う。

使用教科書・副教材等 東京書籍「生物基礎」（生基702）

・ピットフォールトラップから、生態系における種の多様性を見いだして理解する。
・生態系から特定の生物を除去したときの影響から、被食と捕食による生物どうしのつ
ながりに気づき、生物の関係性が種多様性に関わることを見いだして理解する
・生活排水の河川への流入の例から、人為的攪乱による生態系への影響を見いだして理
解する。
・環境アセスメントの具体的な事例をもとに、生態系の保全の重要性を見いだして理解
する。

・重要な用語は資料にまとめてClassroomで共有すると良
い。
・実習をとして用語と実際に起きている事象を連動させ、理
解を深めると尚良い。
・時間に余裕がある場合、または自宅にて教科書のQRコード
から動画の視聴、起きている事象のアニメ－ションの視聴を
行い、理解を深めると尚良い。
・身近な例をあげ、教科書で学んだ内容を基に実習授業が展
開できると尚良い。

評価の観点

・重要な用語は資料にまとめてClassroomで共有すると良
い。
・実習をとして用語と実際に起きている事象を連動させ、理
解を深めると尚良い。
・時間に余裕がある場合、または自宅にて教科書のQRコード
から動画の視聴、起きている事象のアニメ－ションの視聴を
行い理解を深めると尚良い。
・複数人で実験することにより、協働しながら実証していく
体験ができると尚良い。

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

レポート
該当回

前期：6月
後期：11月

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

・重要な用語は資料にまとめてClassroomで共有すると良
い。
・実習をとして用語と実際に起きている事象を連動させ、理
解を深めると尚良い。
・時間に余裕がある場合、または自宅にて教科書のQRコード
から動画の視聴、起きている事象のアニメ－ションの視聴を
行い理解を深めると尚良い。
・触媒の影響力が解るよう、映像や実験を通して理解を深め
ると尚良い。

・体内での情報の伝達が体の調節に関係していることを見いだす。
・血糖濃度の調節機構による体内環境の維持とホルモンの関係について見いだして理解
する。
・血糖濃度の調節にかかわるホルモンの種類と、それぞれのはたらきについて理解す
る。
・ここまでに学習した用語を使って、血糖濃度の調節のしくみを図で整理する。
・インスリンの作用と糖尿病の関係について理解する。
・糖尿病の患者数の変化を食事や移送手段の変化など生活と関連したデータをもとに考
える。
・体温の調節機構について、関係する器官と支配のしくみを知る。
・人体の構造や各器官の役割について考える。

・体内の抗体量の変化のデータから二次応答のしくみを見いだして理解する。
・ヒトは免疫のしくみによって、病原体などの異物から体を防御していることを理解す
る
・白血球の一種である好中球の食作用の資料から異物を除去する機構について気付く。
・適応免疫を支えるリンパ球の種類と役割を理解する。
・体内環境の維持の観点から血液凝固について理解する。
・免疫のしくみについて俯瞰的に整理して理解する。
・予防接種のしくみを理解する。
・アレルギーについて考える。
・花粉症発症のしくみを例にアレルギーの発症について理解を深める。
・AIDSを例に免疫機能の低下による疾患について理解する。
・免疫について整理する。

・重要な用語は資料にまとめてClassroomで共有すると良
い。
・実習をとして用語と実際に起きている事象を連動させ、理
解を深めると尚良い。
・時間に余裕がある場合、または自宅にて教科書のQRコード
から動画の視聴、起きている事象のアニメ－ションの視聴を
行い、理解を深めると尚良い。
・複数人で実験することにより、協働しながら実証していく
体験ができると尚良い。

・樹木のある場所とない場所における環境の違いを見いだす。
・植生の遷移に関する資料に基づいて、遷移の要因として土壌や光環境について見いだ
して理解する。
・世界のさまざまな地域の気候と植生の関係を調べ、バイオームが遷移を経て成立して
いることを見いだして理解する。

・重要な用語は資料にまとめてClassroomで共有すると良
い。
・実習をとして用語と実際に起きている事象を連動させ、理
解を深めると尚良い。
・時間に余裕がある場合、または自宅にて教科書のQRコード
から動画の視聴、起きている事象のアニメ－ションの視聴を
行い理解を深めると尚良い。
・各地域における植生の特色に触れるなどし、地域の気候と
植生の多様性を理解できると尚良い。

備考

・脊椎動物の四肢の有無、呼吸の仕方、殖え方などの特徴について考え、表aにまとめ
る。
・図aの系統樹上でそれらの特徴が現れた位置を推測し、進化との関係性を見いだす。

・顕微鏡を用いてヒト口腔内上皮、タマネギの表皮、ヨーグルトの乳酸菌を観察し、ス
ケッチを行う。
・それぞれの細胞の大きさを測定してスケッチに記録する。
・観察結果を比較し、生物のもつ共通性について考察する。
・ヒト口腔内上皮、タマネギ、乳酸菌のDNAを抽出し、生物がDNAをもつという共通性が
あることについて考察する。

・重要な用語は資料にまとめてClassroomで共有すると良
い。
・実習をとして用語と実際に起きている事象を連動させ、理
解を深めると尚良い。
・時間に余裕がある場合、または自宅にて教科書のQRコード
から動画の視聴、起きている事象のアニメ－ションの視聴を
行い理解を深めると尚良い。
・顕微鏡などの器具の名称を理解し、正しく利用できるよう
に実物を利用して観察ができると尚良い。
・理科実験の流れ（仮説→実験→考察）を理解することがで
きると尚良い。

・ゼラチンでつくった生のパイナップルのゼリーが固まらないことから、酵素の存在に
気づく。
・生のパイナップルを用いて、寒天のゼリーとゼラチンのゼリーがどのように変化する
かを観察し、ゼラチンと寒天の主成分の違いから、パイナップルに含まれる酵素の性質
を考察する。

・DNAの分子モデルの写真から、DNAがどのような形をしているか、
またDNAの構造にある規則性や特徴に気づく。
・DNA模型の作製を通して、遺伝情報の担う物質としてのDNAの形状や塩基の結合のしか
たの規則性を見いだす。
・DNAの2本鎖が解離した状態と複製後の状態を示す資料から、塩基の相補性がDNAの複
製のしくみに関わっていることを見いだす。
・DNAの塩基配列と、それに対応するタンパク質のアミノ酸配列に関する資料から、DNA
の塩基配列とアミノ酸配列の間にある関係性を見いだす。

前期：5月
後期：10月

前期：5月
後期：10月

レポート
提出月

学習内容 ページ 学習のねらい



体育➀ スクーリング回数 15 レポート回数 3 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
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現
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的

に
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習
に

取

り

組

む

態

度

1

スポーツの始まりと発展
近代スポーツから国際スポーツへ

世界の民族スポーツについて調べてみよう
スポーツを文化としてとらえること
スポーツ文化への多様なかかわり

日本生まれのスポーツ
競技スポーツにおける競争の意味

136～143 ◎ 〇 〇

2

オリンピックの意義
パラリンピックの意味
オリンピックの課題
パラリンピックの課題

スポーツと経済
スポーツ産業の拡大

スポーツの高潔さを守ること

144～150 ◎ 〇 〇

3

スポーツにおけるドーピング
スポーツの価値について考えてみよう

なぜドーピングは許されないのか考えてみよう
スポーツと環境問題

これからのスポーツと環境保護
スポーツとまちづくり

151～156 ◎ 〇 〇

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

・スポーツがどのように始まったのか説明ができる。
・なぜスポーツが世界中に広まったのかを説明ができる。
・世界の民族衣装スポーツについて調べ、スポーツ文化の多様性を知る。
・運動との比較から文化としてのスポーツの特徴を説明できる。
・多様なかかわり方によるスポーツの文化の変容について例をあげて説明
できる。
・日本生まれのスポ―ツについて理解する。
・競技スポーツにおける競争の意味を理解する。

・新年度がスタートし、今後、出席した生徒同士
にて活動する機会があることを意識し、生徒と教
員・生徒同士コミュニケーションが取れる場とし
て工夫すると良い。
・様々な視点から理解が深まるようclassroomやパ
ドレットを使用し、共有(発表・意見交換)すると
良い。

・ドーピングがなぜスポーツを破壊する行為になるのかを具体的に説明で
きる。
・スポーツの価値と理念を理解し、体現する。
・ドーピングの定義を理解する。
・スポーツにおける環境問題について例をあげて説明できる。
・スポーツは、環境とどのように調和していけばよいのか説明できる。
・スポーツとの多様なかかわりについて健康、ビジネス、コミュ二ティ、
持続可能性について理解する。

パターン①
・班編成を行い、自己紹介等を行ったあと調べ活
動を行うと良い。
・P151～156を参考に調べ学習を行い、発表会を行
い知識を深める。

パターン②
・教科書の内容に即して調査・研究課題を設定
し、Googleスライド等に情報をまとめさせる。教
員は生徒のスライドを基に、全体解説を行う形を
とることも可能。

前期：6
後期：11

・オリンピズムとオリンピックの価値について説明できる。
・パラリンピックの価値について具体例をあげながら、パラリンピックの
意義について説明できる。
・オリンピックの課題について理解する。
・パラリンピックの課題について理解する。
・世界の民族衣装スポーツについて調べ、スポーツ文化の多様性を知る。
・班ごとに民族スポーツをおける競技特性(スポーツ文化の多様性)を調
べ、理解する。

パターン①
・班編成を行い、自己紹介等を行ったあと調べ活
動を行うと良い。
・P144～150を参考に調べ学習をし、発表会を行い
知識を深める。

パターン②
・教科書の内容に即して調査・研究課題を設定
し、Googleスライド等に情報をまとめさせる。教
員は生徒のスライドを基に、全体解説を行う形を
とることも可能。

前期：5
後期：10

前期：7
後期：12

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習のねらい学習内容 ページ

学習の到達目標

スポーツの文化的価値を理解し、幅広い知識と教養を身に付け、心理に求める態度を養い、豊かな情勢と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養う。

アンチ・ドーピング運動、スポーツにおける環境破壊・環境保護について理解し、生命の尊び、自然に対し環境の保全に寄与する態度を身に付ける。

日本生まれのスポーツ、オリンピックが世界平和の促進に大きな役割を果たしていることについて理解し、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社
会の平和と発展に寄与する態度を身に付ける。

使用教科書・副教材等 大修館「現代高等保健体育」

評価の観点

備考

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容
現代社会における政治や経済、文化などの側面においてスポーツが及ぼす影響は大きくなってきています。そこで体育➀では、スポーツの意義や歴史、文化的特徴、現代スポーツを取り巻く様々な問題について
学習します。

《通信教育実施計画》

科目名 3



体育➁ スクーリング回数 10 レポート回数 2 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
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現

主
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に
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に
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り

組

む

態

度

1

・運動・スポーツにおける技能と体力の関係
・練習とトレーニングの原理と原則

・技術と技能の違い
・技能の型に応じた練習
・戦術・作戦・戦略

・技能の上達過程における３つの段階
・効果的な練習方法

158～165 ◎ 〇 〇

2

・動きの開始と持続
・動きのコントロール

・体力トレーニングを支える基礎理論
・体力トレーニングの進め方

・筋力トレーニング

168～173 ◎ 〇 〇

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

・技能と体力の関係について説明できる。
・技能や体力を高めるときに気を付けるべき点をあげることができる。
・技能の型の違いやそれぞれの練習のしかたを説明できる。
・用具の改良やメディアの発達などによる技術や戦術、ルールの変化を説
明できる。
・技能がどのようなステップを経て上達するか説明できる。
・練習によって技能が上達すると、どのような特徴がみられるかをあげる
ことができる。

・重要な点は資料にまとめてClassroomで共有する
と良い。
・トレーニングの３原理５原則を理解し、自身の
体験から当てはまる経験を考えさせることで理解
度を深める。
・技能の上達過程をテニス以外の競技より図や写
真などを用いて分かりやすく説明すると良い。
・練習問題をClassroomまたはMetaMoJiで配布し、
取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に応じ
て個別にフォローすると良い。
・考えてみようはグループを編成し、発表まで実
施。発表時は、Googleスライド等でグループで共
同編集をする。グループ編成が難しい場合は、個
人で調べ学習としても良い。
発表時には作成したスライドをスクリーンに投影
すると良い。

・体の動きはどのようなしくみで開始され、持続していくのかを説明でき
る。
・よい動きを支える調整力について例をあげて説明できる。
・目的に応じたさまざまなトレーニングの方法を説明できる。
・筋力、持久力、調整力、柔軟性を高める具体的な方法をあげることがで
きる。

・重要な点は資料にまとめてClassroomで共有する
と良い。
・練習問題をClassroomまたはMetaMoJiで配布し、
取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に応じ
て個別にフォローすると良い。
・班編成を行い、目的に応じたさまざまなトレー
ニングの方法を班ごとに調べ学習を行うと良い。
・発表内容を発表時は、Googleスライド等でグ
ループで共同編集をする。

評価の観点

前期：5
後期：10

前期：7
後期：12

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

トレーニングの原理を理解し、より効果的なトレーニング方法を学ぶことで、効率よく技能や体力を向上させることが出来るようになる。

健康的な体力作りをするためのトレーニング計画・実施・確認・改善までが出来るようになり、目的に応じたメニューを立案し、実践できるようになる。

生涯にわたって継続して運動に親しむとともに健康の保持増進と体力の向上を目指し，明るく豊かで活力ある生活を営む態度を養う。

使用教科書・副教材等 大修館「現代高等保健体育」

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容
私たちは運動やスポーツを行うことで、大きな達成感や喜びを味わい心や体を健康にすることができます。そこで体育②では、合理的な動きを理解することや運動やスポーツを生涯にわたって継続していくため
の基礎を学ぶ。

《通信教育実施計画》

科目名 2



体育➂ スクーリング回数 10 レポート回数 2 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・
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思

考

・

判

断

・
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1

・社会の変化とスポーツの役割
・ライフステージに対応したスポーツの楽しみ方

・スポーツ科学について
・スポーツにかかわる職業について
・いろいろなスポーツライフスタイル

・豊かなスポーツライフの設計

182～187 ◎ 〇 〇

2

・日本のスポーツ推進の歩み
・地域とスポーツクラブ

・諸外国のスポーツを推進する取り組みを調べて
みよう

・日本のスポーツライフの特徴
・豊かなスポーツライフの創造のために

190～195 ◎ 〇 〇

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

・社会の変化にともなってスポーツの役割がどのように変化したのかを説
明できる。
・ライフステージに対応したスポーツの楽しみ方を説明できる。
・スポーツ科学の学問分野について調べ、スポーツへの理解を深める。
・スポーツにかかわる多様な職業は、互いに関連しながら文化としてのス
ポーツの質を高めていることを理解する。
・「する」スポーツライフスタイルについて例をあげ説明できる。
・現在の自分のスポーツライフの諸条件を整理し、今後の豊かな設計のた
めの諸条件や工夫のしかたの例をあげられる。

①はMetaMojiで課題を配布し、生徒がレジャー社
会におけるスポーツの役割について調べる。（個
別学習）
②についてP182の資料2を参考に生徒が自分の経験
したライフステージの楽しみ方ををGoogleスライ
ドに書き込み、他者の意見と比較できると良い。
（協働学習）
③教員がスポーツ科学についてGoogleｽﾗｲﾄﾞを用い
て共有し、どのような学問なのか生徒が調べ、
Googleスライドに書き込み、他者の意見と比較で
きると良い。（協働学習）
④スポーツに関わる職業についてGoogleｽﾗｲﾄﾞを用
いて共有し、どのような学問なのか生徒が調べ
Googleスライドに書き込み、他者の意見と比較で
きると良い。（協働学習）
➄ではMetaMojiで課題を配布し、P188を参考に生
徒各自スポーツライフについて調べ、何名かにｲﾝﾀ
ﾋﾞｭｰを行う。（個別学習→協働学習）
⑥ではP189を参考に自分でスポーツライフを設計
しペアでGoogleスライドにまとめる。（個別学習
→協働学習）

・国内でスポーツを推進してきた従来の取り組みを説明できる。
・自分が住んでいる身近な地域におけるスポーツ推進の取り組みについて
例をあげ、理解する。
・欧米諸国によるスポーツ推進する取り組みの歴史を調べ、理解する。
・これまでとこれからのスポーツライフの違いを理解する。。
・豊かなスポーツライフを創造していくための課題について、例をあげて
説明ができる。

①では、生徒が日本の推進施策についてグループ
でGoogleスライドにまとめる。（協働学習）
②ではMetaMojiで課題を配布し、資料２を参考に
地域が支えるスポーツ推進について考える。（個
別学習）
③についてグループごとに調べる国を選び、ス
ポーツをp推進する取り組みの歴史をGoogleスライ
ドにまとめる。（協働学習）
➃ではMetaMojiで課題を配布し、学校運動部につ
いてどのようなものがあるか考える。また、
Googleスライドに学校運動部をまとめ、共有す
る。（個別学習→協働学習）
➄についてはMetaMojiで課題を配布し、豊かなス
ポーツライフの課題を考える。（個別学習）

評価の観点

前期：5
後期：10

前期：7
後期：12

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

社会の変化にともなってスポーツの役割がどのように変化したのか、ライフステージに対応したスポーツの楽しみ方を理解し、説明することができる。

豊かなスポーツライフを実現するために何が大切かについて理解し、現在のスポーツライフの諸条件を整理して、自分にあったスポーツライフを設計することができる。

国や自治体が行っているスポーツ推進の施策、企業や地域におけるスポーツの関り方について把握し、これからの豊かなスポーツライフにおける課題について考える力を養う。

使用教科書・副教材等 大修館「現代高等保健体育」

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容
生涯にわたって健康で豊かな生活を送るには、スポーツと継続的にかかわることが必要であり、ライフステージやライフスタイルに応じてスポーツライフを設計することが重要であるため、生涯にわたってス
ポーツと豊かにかかわるためのスポーツライフの設計のしかたについて学習をする。

《通信教育実施計画》

科目名 2



保健① スクーリング回数 1 レポート回数 3 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
表

現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1 現代社会と健康① 6～33 ◎ 〇 〇

2 現代社会と健康② 36～55 ◎ 〇 〇

3 安全な社会生活 60～73 ◎ 〇 〇

《通信教育実施計画》

科目名 1

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 保健の見方・考え方を働かせて、合理的、計画的な解決に向けた学習過程を通して、生涯を通じて人々が自らの健康や環境を適切に管理し、改善していくための資質・能力を育成する。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

１．個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるとともに、技能を身に付けるようにする。

２．健康についての自他や社会の課題を発見し、合理的、計画的な解決に向けて思考し判断するとともに、目的や状況に応じて他者に伝える力を養う。

３．生涯を通じて自他の健康の保持増進やそれを支える環境づくりを目指し、明るく豊かで活力ある生活を営む態度を養う。

使用教科書・副教材等 大修館「現代高等保健体育」

評価の観点

5
10

6
11

7
12

・実際の交通事故事例をもとに、どんな対策がで
きるか考え、classroomやGoogleチャットを使用し
て共有すると良い。
・テーピングや三角巾などを用いて応急手当を実
践できると良い。
・CPR練習用マネキンを用いて心肺蘇生の練習がで
きると良い。

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

・さまざまな健康の考え方や健康を成り立たせている要因、わが国の健康
水準の変化や健康問題について理解することができる。

・生活習慣病の種類と要因について正しく理解した上で、適切な判断がで
きる。

・がんの種類や原因、一次予防、二次予防について例をあげて説明でき
る。

・健康と運動の関係、運動の意義について理解することができる。

・健康と休養の関係を理解した上で、適切な休養のとり方について正しい
判断ができる。

・喫煙者やその周囲の人に起こる害、喫煙対策について、個人と社会に分
けて例をあげて説明できる。

・飲酒による健康への短期的影響と長期的影響、飲酒による健康問題に対
する個人や社会環境への対策について例をあげて説明できる。

・薬物乱用が心身の健康や社会に及ぼす影響について理解することができ
る。

・健康について各々の考えをclassroomやGoogle
チャットを使用して共有すると良い。
・ワークシートを用いて日常生活を振返り、具体
的な改善策を考えられると良い。
・喫煙、飲酒、薬物乱用の法律についての資料を
classroomを使用して共有する。
・喫煙、飲酒、薬物乱用について、誘われた時の
断り方を考え、classroomやGoogleチャットを使用
して共有すると良い。

・精神疾患を予防する方法、精神疾患の治療、精神疾患の適切な治療や回
復のために、どのような社会環境が必要か説明できる。

・感染症の予防対策、感染症への個人と社会の対策について例をあげて説
明できる。

・性感染症・エイズがほかの感染症と異なる点、性感染症・エイズの予防
とその対策について理解することができる。

・意思決定・行動選択に影響を与える要因、健康に関する適切な意思決
定・行動選択の際の工夫について例をあげて説明できる。

・社会環境の健康への影響、ヘルスプロモーションの考え方にもとづく環
境づくりの特徴について理解することができる。

・ストレスチェックで自身の精神状態を確認す
る。
・ストレス発散方法について、classroomやGoogle
チャットを使用して共有すると良い。
・近年流行した感染症について調べ、classroomや
Googleチャットを使用して共有すると良い。
・意思決定・行動選択の場面を設定し、自身の意
思決定・行動選択について振返る。
・望ましくない習慣をやめる方法について考え、
classroomを使用して共有すると良い。

・事故の実態と被害の実態、事故の発生には人的要因と環境要因が関連し
ていることについて理解することができる。

・安全のために必要な個人の行動、すべての人たちの安全を確保するため
に必要な環境整備について理解することができる。

・交通事故防止における個人の取り組みと交通環境の整備、交通事故にお
ける責任について説明できる。

・応急手当の意義、傷病者を発見したときに、確認・観察するポイントを
あげることができる。

・日常的なけがや熱中症の応急手当の手順や方法について理解した上で、
実際に日常的なけがや熱中症の応急手当ができる。

・心肺蘇生法の方法と手順について説明できる。



保健② スクーリング回数 1 レポート回数 3 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
表

現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1 生涯を通じる健康① 76～91 ◎ 〇 〇

2
生涯を通じる健康②

健康を支える環境づくり①
92～107 ◎ 〇 〇

3 健康を支える環境づくり② 110～127 ◎ 〇 〇

《通信教育実施計画》

科目名 1

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 保健の見方・考え方を働かせて、合理的、計画的な解決に向けた学習過程を通して、生涯を通じて人々が自らの健康や環境を適切に管理し、改善していくための資質・能力を育成する。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

１．個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるとともに、技能を身に付けるようにする。

２．健康についての自他や社会の課題を発見し、合理的、計画的な解決に向けて思考し判断するとともに、目的や状況に応じて他者に伝える力を養う。

３．生涯を通じて自他の健康の保持増進やそれを支える環境づくりを目指し、明るく豊かで活力ある生活を営む態度を養う。

使用教科書・副教材等 大修館「現代高等保健体育」

評価の観点

5
10

6
11

7
12

健康食品のポスターを取り上げ、誤解を与える点
がないか意見を共有すると良い。
MetaMojiで課題を配布し、製造者の立場で消費者
に安全性が伝わるパッケージデザインを考えると
良い。
MetaMojiで課題を配布し、今まで医療機関にか
かった際に困ったことをあげて、その際の対応方
法について考えると良い。
MetaMojiで課題を配布し、医薬品の副作用と薬害
の違いについて調べ、具体的な違いを記入すると
良い。
健康日本21の目標を達成する為に、自身の住んで
いる地域の取り組みをGoogleスライドにまとめ、
共有できると良い。
MetaMojiで課題を配布し、膨大な健康情報のなか
から実際に必要と思われる情報を収集してまとめ
ると良い。

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

・各ライフステージで活用できる社会からの支援について理解することが
できる。

・思春期の心の発達にかかわって起こる問題について正しく理解し、判断
することができる。

・性情報が性行動の選択に影響を及ぼす要因について説明できる。

・妊娠・出産期と健康について正しく理解し、人工妊娠中絶が心身に及ぼ
す影響について説明できる。

・結婚生活を健康的に送るために必要な考え方や行動をあげることができ
る。

classroomで課題を配布し、ライフステージごとの
健康課題と社会からの支援を表にまとめられると
良い。
P79の資料3を参考に自分の心理状態をGoogleスラ
イドに書き込み、他者の意見と比較できると良
い。
では2つ以上の都道府県で行われている母子健康
サービスを調べてclassroomにまとめて、違いが共
有できると良い。
家族の健康への責任にはどんな事があるかGoogle
チャットで意見を共有できると良い。

・働き方の多様化や、健康問題の変化について説明できる。

・労働災害を防止するために必要なことをあげることができる。

・健康的な職業生活に必要な要素を理解することができる。

・大気，水，土壌にまたがる複合的な環境汚染の発生のしくみについて理
解することができる。

・産業廃棄物の処理や、上下水道のしくみと健康にかかわる課題を説明で
きる。

Googleスライドで自分が社長になったらどんな働
き方ができる会社にしたいかをまとめ、授業で共
有できると良い。
P95の考えてみようにあがっている事例を読み、安
全管理、健康管理の面から改善策を考えられると
良い。
P97資料2を参考に、どうすれば有給休暇の取得率
を向上させる事ができるのかGoogleスライドを用
いて具体的な例があげられると良い。
MetaMojiで課題を配布し、地球温暖化の問題につ
いて調べ、改善できる具体的な方法を考えられる
と良い。
安全でおいしい水を飲み続ける為に普段の生活で
改善できる事を考え、Googleスライドにまとめら
れると良い。

・食品の安全性を確保するための個人の役割について理解し、食物アレル
ギーについて説明できる。

・食品衛生にかかわる活動について理解することができる。

・さまざまな医療機関の役割や保健サービスについて説明できる。

・医薬品の安全性を守る取り組みについて例をあげて説明できる。

・さまざまな保健活動や行政機関による社会的対策について例をあげて説
明できる。

・健康に関する環境づくりへの主体的な参加が自他の健康づくりにつなが
ることを理解することができる。



音楽Ⅰ スクーリング回数 8 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
表

現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1
楽典・西洋音楽史・日本歌曲

「この道」

14～15
108～113

146
149

◎ ○ ○

2
楽典・西洋音楽史・ドイツ歌曲

「野ばら」

28～29
114～117
148～149

○ ◎ ○

3

声という大切な楽器
世界の声の音楽・楽器の音楽

カンツォーネ
「オー・ソレミオ(我が太陽)」

12
22～23
106～107

147
149

◎ ○ ○

4
楽典・「Danny boy」
(アイルランド民謡)

38
146～148

○ ◎ ○

5
日本の民謡と芸能・日本音楽
「会津磐梯山」(福島民謡)

46～47
49

96～99
○ ○ ◎

6 6+E24:G41

83
110

118～119
149

151～152

○ ◎ ○

科目内容 音楽的な見方・考え方を働かせ、生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と幅広く関わる資質・能力について学ぶ。

《通信教育実施計画》

科目名 2

学習の到達目標

音や音楽が醸し出すよさや美しさなどを感じ取り、そこに価値を見いだせる感性を養う。

音や音楽と生活や社会との関わりについて考え、音環境への関心を高め、音楽の知的財産権を尊重する態度の形成を図る。

音楽の幅広い活動を通して、生徒が個性を生かしながら思いや意図をもって表現したり味わって鑑賞したりする力を育成し、生涯にわたり音楽を愛好する心情を育てる。

中学校音楽科の学習を踏まえ、楽曲固有のよさや美しさなどを味わうだけでなく、文化的・歴史的背景など広い視野で音楽を捉えて、我が国及び諸外国の音楽文化への理解を深める。

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

前期：6月
後期：11月

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

使用教科書・副教材等

前期：7月
後期：12月

前期：7月
後期：12月

評価の観点

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

前期：5月
後期：10月

前期：5月
後期：10月

教育出版「音楽Ⅰ Tutti＋」（17教出 音Ⅰ701）

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

①音程について理解する。
②音程を楽譜を見て表現できる。
③アイルランド民謡「Danny boy」に用いられている和音に
ついて理解する。

①日本の民謡と芸能について理解する。
②日本の音楽史について理解する。
③福島県民謡「会津磐梯山」を聴き、コブシや囃子言葉など
の民謡らしい表現を理解する。

①ピアノの進化と作品について理解する。
②「交響曲第9番」などで使われている、ソナタ形式につい
て理解する。
③「L`inverno（冬）」を聴き、リコーダーやギターの合奏
を感じる。
④作曲されたバロック時代などの時代背景を理解する。

前期：6月
後期：11月

重要な点は資料にまとめてClassroomで共有す
るとよい。
楽曲の音源を準備し実際に聞けるように準備
すること。
Google classroomを利用して、
①アンケートの実施・グラフ化、
②意見・感想共有などを実施できると良い。
感想共有はMetaMoJiを利用しても良い。

重要な点は資料にまとめてClassroomで共有す
るとよい。
楽曲の音源を準備し実際に聞けるように準備
すること。
Google classroomを利用して、
①アンケートの実施・グラフ化、
②意見・感想共有などを実施できると良い。
感想共有はMetaMoJiを利用しても良い。

重要な点は資料にまとめてClassroomで共有す
るとよい。
楽曲の音源を準備し実際に聞けるように準備
すること。
Google classroomを利用して、
①アンケートの実施・グラフ化、
②意見・感想共有などを実施できると良い。
感想共有はMetaMoJiを利用しても良い。

音や音楽を知覚・感受して、思考・判断し表現する音楽活動の過程を通して、創造的な表現と鑑賞の能力を伸ばす。

①発声の仕組みについて理解する。
②姿勢や声道と音色について理解する。
③世界の様々な音楽の魅力や特徴を理解する。
④カンツォーネ「オー・ソレ・ミオ（我が太陽）」に使われ
ている楽典を理解する。

重要な点は資料にまとめてClassroomで共有す
るとよい。
楽曲の音源を準備し実際に聞けるように準備
すること。
Google classroomを利用して、
①アンケートの実施・グラフ化、
②意見・感想共有などを実施できると良い。
感想共有はMetaMoJiを利用しても良い。

①音楽の楽典について理解する。
②大譜表と音名について理解する。
③西洋音楽史について理解する。
④日本歌曲「この道」を通して、日本語の語感や言葉のリズ
ムを感じる。
⑤強弱記号について理解する。
⑥各世紀の西洋音楽を聴き、時代背景と共に理解する。

重要な点は資料にまとめてClassroomで共有す
るとよい。
楽曲の音源を準備し実際に聞けるように準備
すること。
Google classroomを利用して、
①アンケートの実施・グラフ化、
②意見・感想共有などを実施できると良い。
感想共有はMetaMoJiを利用しても良い。

①音楽の楽典について理解する。。
②西洋音楽史について理解する。言葉のリズムを　感じる。
③強弱記号について理解する。
④ドイツ歌曲「野ばら」を通して、旋律の動きやテンポの変
化を感じる。
⑤各世紀の西洋音楽を聴き、時代背景と共に理解する。

重要な点は資料にまとめてClassroomで共有す
るとよい。
楽曲の音源を準備し実際に聞けるように準備
すること。
Google classroomを利用して、
①アンケートの実施・グラフ化、
②意見・感想共有などを実施できると良い。
感想共有はMetaMoJiを利用しても良い。



美術Ⅰ スクーリング回数 8 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
表

現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1
「人物を描く」

自分を見つめて描こう

18-21、12・13、
24・25、130・131、
132-135、136・137、
138・139、140・

141、
142・143

○ ○ ◎

2
「私の見付けた風景」
身近な風景を描こう

14-17、22・23、
136・137、
138・139、

140・141、142・143

〇 ◎ 〇

3
「ポスターで伝える」

メッセージを伝えるポスターをつくろう

72-75、68・69、
70・71、78・79、

80・81、130、131、
142・143、145、
149、150・151、

152-154

〇 ◎ ◎

4
「サインのデザイン」
分かりやすい校内案内を

デザインしよう

76・77、68・69、
70・71、78・79、

80・81、130、131、
142・143、145、

149、
150・151、152-154

〇 ◎ 〇

5
「キャラクターのデザイン」
マスコットキャラクターを

デザインしよう

80・81、68・69、
70・71、76・77、

78・79、130、131、
142・143、145、
149、150・151、

152-154

〇 ◎ 〇

6
「写真で表す」

学校生活を表す情景を撮ろう
92-95、146 〇 〇 ◎

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

自己の内面を見つめ、今の気持ちや性格など自分らしい印象など
を基に、構図や表情などの効果を考え、構想を練ったり鑑賞した
りするとともに、構図や表情、色彩の効果、全体のイメージなど
を捉え、絵の具などの特性を生かして表す。

・水彩絵の具もしくはアクリル絵の具を基本に、
自画像を描く。
・時間数に余裕があれば鑑賞会を実施し、構図、
表情、色彩の効果、絵の具のタッチ等について言
葉で表現する機会を設ける。
・直接対話＋GoogleスライドやGoogleformを活用
し、生徒の言葉を集め、本時または次時の授業に
て共有する＝多様な価値観に触れあう指導をす
る。
・相手の表現を受け入れ、認め合う雰囲気づくり
を大切にする。
※個別授業の場合は、自己を見つめる内省的な時
間として対応する。

身近な場所や風景のイメージなどを基に、形や色彩、構図などの
効果を考え、構想を練ったり鑑賞したりするとともに、風景の中
の空間、形や色彩の効果、全体のイメージなどを捉え、風景から
感じ取ったよさや美しさなどを絵の具などの特性を生かして表
す。

・学校周辺、教室、家など、身近な場所の風景画
を制作する
・お互いの作品を鑑賞し感想を伝え合う経験を通
して、他者の多様な価値観に触れる
・Googleチャット等を用いて、出席した生徒の意
見を一気に集め、様々な他者の考えや価値観に触
れ合う機会を多く持たせる。
※個別授業の場合は、身近な風景を描き、その中
で感じたよさや美しさを文章等にして表現させ
る。

伝えたいメッセージや伝える場面などを基に、形や色彩、写真や
イラスト、文字などによる伝達効果を考え、構想を練ったり鑑賞
したりするとともに、イラストや写真、文字の形や色、構成など
の効果、伝達したいイメージなどを捉え、環境問題に対する注意
喚起等を目的としたポスターを構想する。

伝達する内容や目的と見やすさや美しさの調和を考え、構想を
練ったり鑑賞したりするとともに、認識されやすい効果的な形や
色彩を使用し、伝達の目的や意図に基づいて、マークやピクトグ
ラムをデザインする。

・GoogleスライドやPowerPointを使用して、教員
が大枠のテーマ設定をし（スポーツ、職業、地図
記号等）、テーマに応じたメッセージを伝えられ
るようなマークやピクトグラムを制作する。
・制作したマークやピクトグラムを鑑賞し、感想
を共有する。
・共有する中で、他者の作品に対し受容感をもっ
て鑑賞し、他者の制作したマークやピクトグラム
の意図を読み取ろうとする経験をできるとよい。
※個別授業の場合は、マークやピクトグラムの目
的や意図について記載させる。

伝えたい情報や使われる場面などを基に、キャラクターの形や色
彩、性格設定などによる伝達効果を考え、構想を練ったり鑑賞し
たりするとともに、キャラクターの形や色、性格を表すポーズや
持ち物などの効果、伝達したい情報やイメージなどを捉え、材料
や用具などの特性を生かしてキャラクターをデザインする。

・教員が大枠のテーマ設定をし、テーマに沿った
キャラクターを制作する。
・材料は生徒の特性に合わせて決定する。
・デザインしたキャラクターをさまざまな媒体も
用いて共有し、他者の価値観に触れる機会を設け
る。
※個別授業の場合は、デザインしたキャラクター
の効果等について、文章等で表現する機会を設け
る。

被写体の印象や瞬間の美しさなどを基に、構図やシャッター速度
などの効果を考え、構想を練ったり鑑賞したりするとともに、写
す角度や配置、拡大や縮小、光や影、時間の静止などの効果、全
体のイメージなどを捉え、カメラの特性を生かして、学校生活で
心に残る情景を思いが伝わるように表す。

・スマートフォンを準備させ、カメラ機能を利用
して情景を撮影する。
・撮影した画像をGoogleClassroomやGoogleドライ
ブ、スライド等で集約し作品のデータベースを作
成する（本時のみならず次時の授業教材としても
活用する）。
・撮影した作品を鑑賞する機会を設け感想を共有
する中で、他者の作品のよいところを感じとる経
験する。
※個別授業の場合は、撮影した写真から自身が表
現をしたかったイメージを文章等で記載させる。

・デジタルで制作する場合はGoogleスライドや
PowerPointを使用する。
・教員が大枠のテーマ設定をし（環境問題、校舎
清掃、挨拶等）、テーマに応じたメッセージを伝
えられるようなポスターを制作する。
・制作したポスターを鑑賞し、ポスターから感じ
られるメッセージ性について等、対話や意見の書
き込み機能を用いて共有する。
※個別授業の場合は、構想したポスターにおける
メッセージについて文章などで表現する機会を設
ける。

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

対象や事象を捉える造形的な視点について理解を深めるとともに、意図に応じて表現方法を創意工夫し、創造的に表すことができるようにする。

造形的なよさや美しさ、表現の意図と創意工夫、美術の働きなどについて考え、主題を生成し創造的に発想し構想を練ったり、価値意識をもって美術や美術文化に対する見方や感じ方を深めたりすることができ
るようにする。

主体的に美術の幅広い創造活動に取り組み、生涯にわたり美術を愛好する心情を育むとともに、感性を高め、美術文化に親しみ、心豊かな生活や社会を創造していく態度を養う。

使用教科書・副教材等 日本文教出版「高校生の美術1」（美Ⅰ-702）

評価の観点

前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 美術Ⅰは美術の幅広い創造活動を通して、造形的な見方・考え方を働かせ、美的体験を重ね、生活や社会の中の美術や美術文化と幅広く関わる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

前期：5月
後期：10月

前期：6月
後期：11月

前期：7月
後期：12月

《通信教育実施計画》

科目名 2

面接指導実施日



書道Ⅰ スクーリング回数 8 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
表

現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1 書写から書道へ 2～9 ◎ ○ ○

2 漢字の書（楷書、行書） 12～37 ○ ◎ ○

3 漢字の書（行書） 38～58 ○ ◎ ○

4 漢字の書（草書、隷書、篆書） 59～73 ○ ○ ◎

5 仮名の書 76～103 ○ ◎ ○

6 漢字仮名交じりの書 112～138 ○ ○ ◎

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

①楷書の基本について理解する。
②行書の基本について理解する。
③筆・墨の種類や特徴をとらえる。
④硯・紙の種類や特徴をとらえる。
⑤基本の姿勢について理解する。
⑥執筆法の種類や特徴をとらえる。

・重要な点は資料にまとめてClassroomで
共有すると良い。
・時間に余裕がある場合、学んだことを
生かした創作を行えるとよい。
・生徒の作品はデータベースのように回
収し、他の生徒の作品例として見せるこ
とができると良い。
・Dマイスター上の映像や学習用手本を参
考に見せられるとよい。映像はグーグル
ドライブに保存し生徒に共有することで
いつでも確認できるようにするとよい。

①漢字の成立と変遷について理解する。
②古典に基づく学習の流れについて理解する。
③楷書の特長について理解する。
④楷書の作品と作者について理解する。
⑤作品を生み出した作者の人物像を理解する。

・重要な点は資料にまとめてClassroomで
共有すると良い。
・時間に余裕がある場合、学んだことを
生かした創作を行えるとよい。
・生徒の作品はデータベースのように回
収し、他の生徒の作品例として見せるこ
とができると良い。
・Dマイスター上の映像や学習用手本を参
考に見せられるとよい。映像はグーグル
ドライブに保存し生徒に共有することで
いつでも確認できるようにするとよい。

①行書の特長について理解する。
②王羲之について理解する。
③行書の作品を知る。
④蘭亭序について知り、使われている表現を理解す
る。
⑤争坐位文稿について知り表現の特長を理解する。
⑥風信帖ついて知り表現の特長を理解する。

前期：6月
後期：11月

前期：7月
後期：12月

前期：7月
後期：12月

①草書の特長について理解する。
②草書の作品を知る。
③隷書の特長について理解する。
④隷書の作品を知る。
⑤篆書の特長について理解する。
⑥篆書の作品について知る。
⑦創作の手順を理解する。
⑧古典を生かした創作を行う。

・重要な点は資料にまとめてClassroomで
共有すると良い。
・時間に余裕がある場合、学んだことを
生かした創作を行えるとよい。
・生徒の作品はデータベースのように回
収し、他の生徒の作品例として見せるこ
とができると良い。
・Dマイスター上の映像や学習用手本を参
考に見せられるとよい。映像はグーグル
ドライブに保存し生徒に共有することで
いつでも確認できるようにするとよい。

①仮名の成立について理解する。
②仮名を書く準備について理解する。
③仮名の表現の特長を理解する。
④仮名で書かれた作品を知る。
⑤平安時代の手本について理解する。

・重要な点は資料にまとめてClassroomで
共有すると良い。
・時間に余裕がある場合、学んだことを
生かした創作を行えるとよい。
・生徒の作品はデータベースのように回
収し、他の生徒の作品例として見せるこ
とができると良い。
・Dマイスター上の映像や学習用手本を参
考に見せられるとよい。映像はグーグル
ドライブに保存し生徒に共有することで
いつでも確認できるようにするとよい。

①線による表現の広がりを天の川の作品を通して理
解する。
②自分が表現することを想像し、適切な方法を選択
できる。
③用具・用材による表現の違いを理解する。
④紙面構成などによる表現の違いを理解する。
⑤書を生活に広げて考え、場面や目的に沿った表現
を理解する。
⑥街や自分の身の回りに生かされている書を知る。
⑦篆刻と落款について理解する。
⑧落款印の作成方法を理解する。

・重要な点は資料にまとめてClassroomで
共有すると良い。
・時間に余裕がある場合、学んだことを
生かした創作を行えるとよい。
・生徒の作品はデータベースのように回
収し、他の生徒の作品例として見せるこ
とができると良い。
・Dマイスター上の映像や学習用手本を参
考に見せられるとよい。映像はグーグル
ドライブに保存し生徒に共有することで
いつでも確認できるようにするとよい。

評価の観点

前期：5月
後期：10月

前期：5月
後期：10月

前期：6月
後期：11月

・重要な点は資料にまとめてClassroomで
共有すると良い。
・時間に余裕がある場合、学んだことを
生かした創作を行えるとよい。
・生徒の作品はデータベースのように回
収し、他の生徒の作品例として見せるこ
とができると良い。
・Dマイスター上の映像や学習用手本を参
考に見せられるとよい。映像はグーグル
ドライブに保存し生徒に共有することで
いつでも確認できるようにするとよい。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

書の表現の方法や形式、多様性などについて幅広く理解するとともに、書写能力の向上を図り、書の伝統に基づき、効果的に表現するための基礎的な技能を身に付けるようにする。

書のよさや美しさを感受し、意図に基づいて構想し表現を工夫したり、作品や書の伝統と文化の意味や価値を考え、書の美を味わい捉えたりすることができるようにする。

主体的に書の幅広い活動に取り組み、生涯にわたり書を愛好する心情を育むとともに感性を高め、書の伝統と文化に親しみ、書を通して心豊かな生活や社会を創造していく態度を養う。

使用教科書・副教材等 東京書籍「書道Ⅰ」（書Ⅰ701）

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

科目内容 書に関する見方・考え方を働かせ、生活や社会の中の文字や書、書の伝統と文化と幅広く関わる資質・能力について学ぶ。

《通信教育実施計画》

科目名 2

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル



英語コミュニケ―ションⅠ スクーリング回数 12 レポート回数 9 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
表

現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1

Lesson 1
Breakfast around the World

私の朝ごはん
Lesson 2

Australia’s Cute Quokkas
人なつっこい野生動物

20～35 〇 〇 ◎

2
Lesson 3

A Train Driver in Sanriku
笑顔を運ぶ列車

38～45 〇 〇 ◎

3
Lesson 4

A Miracle Mirror
夢のような絶景

48～57 ◎ 〇 〇

4
Lesson 5

Learning from the Sea
長浜高校水族館部

60～69 ◎ 〇 〇

5

Lesson 6
A Funny

Picture from
the Edo Period

奇想天外な浮世絵師

78～87 ◎ 〇 〇

6
Lesson 7

A Diary of Hope
アンネ・フランク

88～97 ◎ 〇 〇

7
Lesson 8

A Door to a New Life
ロボットカフェ

98～107 〇 ◎ 〇

8
Lesson 9

Fighting Plastic Pollution
海の豊かさを守る

112～121 〇 ◎ 〇

9
Lesson 10

Pigs from across the Sea
海の向こうからの贈り物

122～131 〇 ◎ 〇
・当時の世界情勢などについて調べ、学習用端末
にまとめる。まとめた記事はGoogle Classroom等
でクラスメイトに共有、発表を行う。

・第二次世界大戦によって疲弊した沖縄とハワイ在住の沖縄出身日系アメ
リカ人からの援助や、両地域の現在の交流について学習する。
・海外の文化や社会に対する理解を深める活動について、英語で述べるこ
とができるようになる。
・関係代名詞who、 whichを用いた文の形・意味・用法を理解する。

・ロボットカフェを紹介する実況中継を通して、ロボットの可能性につい
て考える。
・人の生活を豊かにするロボットについて考え、英語で提案することがで
きる。
・現在完了形〈have[has]＋過去分詞〉の用法を理解する。

・プラスチックごみによる環境汚染と戦うインドネシアの姉妹の活動を学
習する。
・環境を守るためにできることについて、英語で述べることができるよう
になる。
・「名詞を後ろから説明する分詞」が用いられた文の形・意味・用法を理
解する。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。
・本文に関連する災害について調べ、自分自身が
どのように行動し、何ができるのか等、考えてみ
ると良い。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。
・様々なツールを活用し、日本以外の気になる
国・地域について調べてみると良い。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。
・浮世絵以外にも日本の文化、世界の文化を調べ
ることで多角的に物事を考えさせると良い。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。
・当時の時代背景を学び、自分なりの知見を広げ
させると良い。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。

・環境問題にとどまらず、SDGsについて調べ、ま
とめてみると良い。

・世界の朝食を紹介するスピーチを通して、その特徴や相違を学習する。
・過去形の用法を理解する。
・好きな食べ物について、英語で述べることができるようになる。
・オーストラリアの珍しい野生動物クオッカと観光のルールについて学習
する。
・進行形：〈be動詞＋動詞の-ing形〉の用法を理解する。
・好きな動物について、英語で述べることができるようになる。

・被災地を運行する列車運転士のスピーチを通して、職業の意義について
考える。
・ある場所への行き方とそこでできることについて、英語で述べることが
できるようになる。
・助動詞can、 willを用いた文の形・意味・用法を理解する。

・海外の観光地について書かれたメールを通して、その魅力について学習
する。
・行ってみたい場所について、英語で述べることができる。
・to不定詞〈to＋動詞の原形〉を用いた文の形・意味・用法を理解する。

・高校のユニークな部活動を通して、今好きなことと将来の夢について考
える。
・将来の夢について、英語で述べることができる。
・動名詞〈動詞の-ing形〉を用いた文の形・意味・用法を理解する。

・江戸時代の浮世絵師、歌川国芳についてのスピーチ。を通して浮世絵と
現代マンガの関連性について考える。
・好きな絵について、英語で述べることができるようになる。
・受け身〈be動詞＋過去分詞〉を用いた文の形・意味・用法を理解する。

・アンネ・フランクの生活と日記について紹介する授業を通して、生きる
ことの意味について考える。
・関心のある人物について、英語で説明することができる。
・比較表現〈-er〉〈the -est〉〈as＋原級＋as〉を用いた文の形・意
味・用法を理解する。

《通信教育実施計画》

科目名 3

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容
英語コミュニケーションⅠは、日常生活や旅行の場面、電話・メールでの表現など、様々なシーンを題材として、英語でのコミュニケーションにおける「聞くこと」、「読むこと」、「話すこと（やりと
り）」、「話すこと（発表）」、「書くこと」という5つの領域を基礎から総合的に学習する。

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

１．英語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を身に付ける。

２．必要な情報を聞くことや、読むことを通して、話し手や書き手の意図を把握したり、概要や要点を目的に応じて捉えたりすることができる。

３．基本的な語句や文を用いて、情報や考え、気持ちなどを伝え合ったり、文章に書いて伝えることができる。

使用教科書・副教材等 東京書籍「All Aboard! English Communication I」

評価の観点

前期：6月
後期：11月

前期：5月
後期：10月

前期：5月
後期：10月

前期：5月
後期：10月

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

レポート
該当回

前期：6月
後期：11月

前期：6月
後期：11月

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

前期：７月
後期：12月

前期：７月
後期：12月

前期：７月
後期：12月



英語コミュニケ―ションⅡ スクーリング回数 12 レポート回数 9 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル
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・
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に
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に
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り
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む
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度

1
Lesson 1

A Colorful Island
ブラーノ島

8～19 ◎ 〇 〇

2
Lesson 2

With the Beatles
サムのリクエスト

20～27 〇 ◎ 〇

3
Lesson 3
Wild Men

ワイルドマンの世界
30～39 〇 〇 ◎

4
Lesson 4

Little Hero
ハチドリのしずく

42～55 〇 〇 ◎

5
Lesson 5

Special Makeup in Kabuki
歌舞伎メイクの物語

56～67 〇 〇 ◎

6
Reading 1
Mujina

70～77 〇 〇 ◎

7
Lesson 6

Seeds for Future Generations
伝統野菜を未来につなぐ

78～91 〇 〇 ◎

8
Lesson 7

Over the Wall
アートで世界をつなぐ

92～105 〇 〇 ◎

9
Lesson 8

Inspiration from Nature
自然のデザインに学ぶ

106～117 〇 〇 ◎

10
Lesson 9

The Bitter Truth behind Chocolate
甘いチョコレートの苦い現実

120～133 〇 ◎ 〇

11
Lesson 10

Fighting Angel
ナイチンゲール

134～145 〇 ◎ 〇

12 Reading 2 148～155 〇 〇 ◎

前期：5月

後期：10月

前期：6月

後期：11月

前期：7月

後期：12月

《通信教育実施計画》

科目名 3

東京書籍「All Aboard! English Communication II 」（ＣⅡ701）

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 英語コミュニケーションⅠの学習内容を活用しながら、英語力のさらなる定着と向上を図る。日常生活や社会的な問題に関する対話やスピーチ、新聞記事や広告、論証文や報告文を題材として学ぶ。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

評価の観点

学習の到達目標

１．英語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を身に付ける。

２．必要な情報を聞くことや、読むことを通して、話し手や書き手の意図を把握したり、概要や要点を目的に応じて捉えたりすることができる。

３．基本的な語句や文を用いて、情報や考え、気持ちなどを伝え合ったり、文章に書いて伝えることができる。

使用教科書・副教材等

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

・療と看護の発展に一生を捧げたナイチンゲールの生涯について学習す
る。
・分詞構文を用いた文の形・意味を理解する。
・人を助ける職業について、調べた事柄を用いて、情報や考えなどを話し
たり、書いたりして伝え合う。
・人を助ける職業について、相手の意見を聞き、理解する。

・本文の英単語の意味を理解し、正確に書き、発音を理解する。
・本文をリスニング、音読し、内容を理解する。
・本文の単語や熟語に留意しながら本文を理解する。
・情景や登場人物の心情を想像しながら、聞いている相手に内容が伝わり
やすいように、物語を暗唱する。

・イタリアのブラーノ島への旅行を報告するSNSを通して、その島の特色
について理解する。
・関係代名詞：whatを用いた文の形・意味を理解する。
・海外の観光地や行ってみたい場所やそこでやりたいことについて調べ、
その理由を話したり書いたりして伝え合う。
・海外の観光地について、相手の意見を聞き、理解する。

・曲をリクエストしたラジオ番組の聴取者とディスクジョッキーの対話を
通して、世代を超えて人気のある音楽バンドについて学習する。
・比較表現：more、the mostを用いた文の形・意味を理解する。
・世代を超えて人気のある音楽バンドについて学んだり、好きな人物につ
いて調べ、その理由を話したり書いたりして伝え合う。
・世代を超えて人気のある音楽バンドについて、相手の意見を聞き、理解
する。

・ヨーロッパの国々の祭りに登場する「ワイルドマン」についてのスピー
チを通して、人間社会と自然について考える。
・itの用法・文の形・意味を理解する。
・身近な行事やお祭りについて調べ、その中から好きな行事やお祭りを選
び、その理由を話したり書いたりして伝え合う。
・好きな行事やお祭りについて、相手の意見を聞き理解する。

・世界最小の鳥であるハチドリを紹介する記事とハチドリの物語を通し
て、不断の努力と不屈の心について考える。
・間接疑問文を用いた文の形・意味を理解する。
・自分の好きな物語について、調べた事柄を用いて、情報や考えなどを話
したり、書いたりして伝え合う。
・自分の好きな物語について、相手の意見を聞き、理解する。

・日本の伝統文化である歌舞伎と隈取について学習する。
・to不定詞を含む表現を用いた文の形・意味を理解する。
・日本の伝統文化について、調べた事柄を用いて、情報や考えなどを話し
たり、書いたりして伝え合う。
・日本の伝統文化について、相手の意見を聞き、理解する。

・本文の英単語の意味を理解し、正確に書き、発音を理解する。
・本文をリスニング、音読し、内容を理解する。
・本文の単語や熟語に留意しながら本文を理解する。
・情景や登場人物の心情を想像しながら、聞いている相手に内容が伝わり
やすいように、物語を暗唱する。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。

・海外の高校生に向けた、伝統野菜についてのグループ発表を通して、伝
統の継続について考える。
・動詞の目的語になるif節を用いた文の形・意味を理解する。
・地元で有名な場所やものについて、調べた事柄を用いて、情報や考えな
どを話したり、書いたりして伝え合う。
・地元で有名な場所やものについて、相手の意見を聞き、理解する。

・世界中で壁画を描く活動についての話を通して、世界の人々と交流する
方法について学習する。
・関係副詞：where、 whenを用いた文の形・意味を理解する。
・世界の人々と交流する方法について、調べた事柄を用いて、情報や考え
などを話したり、書いたりして伝え合う。
・世界の人々と交流する方法について、相手の意見を聞き、理解する。

・自然界の動物や植物について、調べた事柄を用いて、素晴らしいと思っ
た情報や考えなどを話したり、書いたりして伝え合う。
・自然界の動物や植物で素晴らしいと思ったことについて、相手の意見を
聞き、理解する。
・自然界のデザインをヒントにした製品について、調べた事柄を用いて、
情報や考えなどを話したり、書いたりして伝え合う。
・自然界のデザインをヒントにした製品について、相手が調べた情報を聞
き、理解する。

・チョコレートをめぐる現実を取り上げた雑誌記事を通して、カカオ農園
の実態と児童労働及びその解決策について学習する。
・使役動詞を用いた文の形・意味を理解する。
・社会的な問題について、調べた事柄を用いて、情報や考えなどを話した
り、書いたりして伝え合う。
・社会的な問題について、相手の意見を聞き、理解する。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。
・国内、海外について調べ、国際的な視点を養う
と良い。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。



論理・表現Ⅰ スクーリング回数 8 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル
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1

Unit1 Lesson2 道に迷う
・提案することができる。
・依頼することができる。

・道順を説明することができる。

20～23 ◎ ○ ○

2
Unit1 Lesson6 行ってみたい場所
・希望を述べることができる。
・理由を述べることができる。

44～49 ◎ ○ 〇

3

Unit1 Lesson9 お気に入りを紹介
・映画や本のあらすじを要約したり登場人物を紹

介したりすることができる。
・感想や批評を述べることができる。

62～67 ◎ ○ ○

4
Unit1 Lesson12 英字新聞に投稿

・要望や主張を述べることができる。
・理由を述べることができる。

80～85 ○ ◎ ○

5

Unit2 Lesson4 遊びやスポーツを紹介
・ルールや手順を順序立てて説明することができ

る。
・聞き手の知識に合わせて説明することができ

る。

106～111 ○ ◎ ○

6
Unit2 Lesson5 日本をPR

・事実と意見を区別して述べることができる。
・文化や習慣を説明することができる。

112～117 ○ ○ ◎

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。

・学んだ知識を用いて、希望を述べる、理由を述
べるときの表現を適切に運用し、自分の考えや気
持ちなどを表現する基本的な技能を身につける。

・重要な点は資料にまとめてGoogle Classroomで
共有すると良い。
・学んだ文法を使って英文を作成するような練習
問題をGoogle ClassroomまたはMetaMoJiで配布
し、取り組みの様子をタイムリーに確認し必要に
応じて個別にフォローすると良い。

・教科書を参考にし、要望をtopic sentenceとし
て、英字新聞の記事を学習用端末上で完成させ
る。完成した記事をGoogle Classroom等で共有・
発表する。

・自分自身でスポーツ等について調べ、学習用端
末上でまとめる。まとめたないようなGoogle
Classroom等でクラスメイトに共有する。

・相手の立場や状況を理解し、適切な表現を用いて、物事を提案したり、
依頼する表現を理解する。
・相手にわかりやすく道順を説明する表現を理解する。
・目的地まで道案内をする表現を練習する。
・実際の場面を想定してペアワークを行う。

・希望を述べる、理由を述べるときの表現の形・意味・用法を理解する。
・行ってみたい場所についてのエッセイを書く。

・教科書をもとに、自身が選んだ本や映画をクラスに紹介するためのス
ピーチ原稿を作成する。
・学んだ知識を用いて、映画や本のあらすじを要約する、登場人物などを
紹介する、感想や批評を述べるときの表現を適切に運用し、自分の考えや
気持ちなどを表現する基本的な技能を身につける。

・学んだ知識を用いて、要望や主張を述べる、理由を述べるときの表現を
適切に運用し、自分の考えや気持ちなどを表現する基本的な技能を身につ
ける。
・英字新聞記事を作成するにあたり、学校に対する要望を考え、その理由
および補足を書く。

・ルールや手順を順序立てて説明する、聞き手や読み手の知識に合わせて
説明するときの表現の形・意味・用法を理解する。
・現在完了形と過去形の用法を理解する。
・スポーツを選び、そのルールについて説明する英文を作成する。

学習のねらい 備考

前期：7月
後期：12月

前期：5月
後期：10月

前期：5月
後期：10月

前期：6月
後期：11月

・学んだ知識を用いて、事実と意見を区別して述べる、文化や習慣を説明
するときの表現を適切に運用し、自分の考えや気持ちなどを表現する基本
的な技能を身につける。
・世界にPRしたい日本の文化や習慣について、事実と意見を区別して表現
する。

前期：6月
後期：11月

前期：7月
後期：12月

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

評価の観点

学習の到達目標

1. 文脈にあった質問や答えを続けることで、情報や考え、気持ちなどを、やり取りを通して伝え合うことができる。

2. 論理の構成や展開を工夫することで、情報や考え、気持ちなどを、話して伝えることができる。

3. 論理の構成や展開を工夫することで、情報や考え、気持ちなどを、書いて伝えることができる。

使用教科書・副教材等 東京書籍「All Aboard! English Communication I」

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 対話やディスカッション、スピーチ、ライティング等の言語活動を通して、これまで学習したことを実際のコミュニケーションにおいて活用できるようになることを目指して学ぶ。

《通信教育実施計画》

科目名 2



家庭基礎 スクーリング回数 8 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
表

現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1
第1章　生涯を見通す
第2章　人生をつくる

１２～３７ ○ ◎ ○

2
第3章　子どもと共に育つ

第4章　超高齢社会を共に生きる
３８～７７ ◎ ○ ○

3 第5章　共に生き、共に支える
第6章　食生活をつくる

７８～１３３ ○ ○ ◎

4
第6章　食生活をつくる
第7章　衣生活をつくる

８６～１６３ ○ ◎ ○

5 第8章　住生活をつくる 164～182 ◎ ○ ○

6
第9章　経済生活を営む

第10章　持続可能な生活を営む
184～213 ◎ ○ ○

家族・家庭、衣食住、消費や環境などについて、生活を主体的に営むための知識を得る。

《通信教育実施計画》

科目名 2

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容
人の一生と家族・家庭及び、衣食住、消費生活・環境などについて、生活を主体的に営むために必要な基礎的な理解とそれらに係る技能を身に付けることを目指す。家庭や地域社会における生活の中から問題を見出して課題を
設定し、解決策の構想から実践、評価など生涯を通して課題を解決する力を養う。様々な人々と協働し、地域の生活を創造することについて学ぶ。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

人間の生涯にわたる発達と生活の営みを総合的に捉え、家族・家庭の意義、家族・家庭と社会との関わりについて知る。

生活を営むために必要な技能を身に付けるようとする姿勢を育む。

地域社会及び、家庭生活に参画するためのコミュニケーション能力を育む。

使用教科書・副教材等 東京書籍「家庭基礎　自立・共生・創造」2東書｜家基701

評価の観点

5
10

5
10

6
11

【導入】
・生徒同士の距離感を縮めるための、グループ
ワークやレクリエーションを適宜行うと良い。

【展開】
展開①重要な点をスライド等にまとめさせる。取
り組みの様子をタイムリーに確認し必要に応じて
個別にフォローする。（知識の整理）

展開②グループワークで意見交換を行うなど、学
びを深めるためにコミュニケーションの機会を作
る。（対話的な学び）

※バリアフリーやユニバーサルデザインについて
クイズを交えながら事例を紹介すると良い
（Googleフォームやカフートを活用すると良い）

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

6
11

7
12

7
12

・日本の食文化について知る
・食をめぐる問題と、その対策を知る
・SDGｓの観点も含めて、自分にできる取り組みを考える

・被服の役割を理解する
・被服のデザインについて考え、TPOに合わせた選択ができるようになる
・被服の素材における特徴を知る
・被服の正しい手入れの方法を知り、生活に活かそうとする気持ちを養う

【導入】
・生徒同士の距離感を縮めるための、グループ
ワークやレクリエーションを適宜行うと良い。

【展開】
展開①重要な点をスライド等にまとめさせる。取
り組みの様子をタイムリーに確認し必要に応じて
個別にフォローする。（知識の整理）

展開②グループワークで意見交換を行うなど、学
びを深めるためにコミュニケーションの機会を作
る。（対話的な学び）

※寒冷地や熱帯地域の民族衣装とその特徴など
・社会慣習への順応において、冠婚葬祭における
服装マナーを紹介すると良い（クイズ形式、
Youtube動画等を活用することも可）

※染み抜きの方法について、知識にとどまらず実
際に試させると良い
（https://www.youtube.com/watch?v=BqAC4ttGZnM
）

・住居の機能と造りの移り変わりを家族形態やライフステージの視点から知る
・平面図について理解し、適切な住居の選択に活かす知識を学ぶ
・健康で安全な住まいのための施策を知る

・住居の機能と造りの移り変わりを家族形態やラ
イフステージの視点から知る

・平面図について理解し、適切な住居の選択に活
かす知識を学ぶ

・健康で安全な住まいのための施策を知る

・消費者としての注意点を知り、消費活動に役立てることができる
・購入・支払い方法の特徴を知り、留意して消費活動ができる
・お金の管理と運用について知り、自分のお金の管理に役立てられる
・今現在の消費社会における課題と施策について知る

【導入】
・生徒同士の距離感を縮めるための、グループ
ワークやレクリエーションを適宜行うと良い。

【展開】
展開①重要な点をスライド等にまとめさせる。取
り組みの様子をタイムリーに確認し必要に応じて
個別にフォローする。（知識の整理）

展開②グループワークで意見交換を行うなど、学
びを深めるためにコミュニケーションの機会を作
る。（対話的な学び）

※投資のシュミレーション・疑似体験を行うと良
い
全国銀行協会HP
https://www.zenginkyo.or.jp/education/

※下記サイトを参考にし、グループで、SDGｓの目
標について1つ選択し、今現在の抱える課題と、解

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

・生涯発達の視点から、自身のステージの課題を知る
・自身の長所、短所を考えることで自己概念を理解する
・様々なライフコースを知ることで、人生設計の選択肢を増やす
・家族・家庭の意義とこれらに関する法律を知る

【導入】
・生徒同士の距離感を縮めるための、グループ
ワークやレクリエーションを適宜行うと良い。

【展開】
展開①重要な点をスライド等にまとめさせる。取
り組みの様子をタイムリーに確認し必要に応じて
個別にフォローする。（知識の整理）

展開②グループワークで意見交換を行うなど、学
びを深めるためにコミュニケーションの機会を作
る。（対話的な学び）

・子どもの発達と特徴を知り、保育者の責任について考える
・家族・社会で協力して家庭を築く重要性を感じる・法律を知る
・高齢社会の現状と高齢者の心身の変化や特徴を知る
・高齢社会における課題と、支援制度を知る、対策を考える

【導入】
・生徒同士の距離感を縮めるための、グループ
ワークやレクリエーションを適宜行うと良い。

【展開】
展開①重要な点をスライド等にまとめさせる。取
り組みの様子をタイムリーに確認し必要に応じて
個別にフォローする。（知識の整理）

・多様な人々が生活する上での困難と解決策・施策を知る
・日本と、他国での社会保障の違いを知る
・社会生活を送る上で、自身にできる取り組みを考える
・食生活の課題を知り、自身の食生活を振り返る
・食品の栄養素を知り、食事の参考にする意識を養う
・食中毒や寄生虫病について理解し、安全な食生活の選択ができる
・食品添加物について知る



情報Ⅰ スクーリング回数 8 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル
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【1章】（理論編）
1 情報とメディアの特性

6～7 ◎ ○

【1章】（理論編）
2 問題解決の流れ

3 発想法
8～11 ○ ◎ ○

【1章】（理論編）
4 情報モラル

5 個人情報の流出
6 傷つかない傷つけないために

12～17 ◎ ○ ○

【1章】（理論編）
7 著作権

18～19 ◎ ○ ○

【1章】（理論編）
8 情報技術の発展

9 情報化と私たちの生活の変化
10 よりよい情報社会へ

20～25 ◎ ○ ○

【2章】（理論編）
11 コミュニケーション手段の変化
12 ネットコミュニケーションの特徴

34～37 ○ ◎ ○

【2章】（理論編）
13 デジタルの世界へ

14 数値と文字のデジタル表現
38～41 ◎ ○ ○

【2章】（理論編）
15 音と画像のデジタル表現
16 色と動画のデジタル表現
17 目的に応じたデジタル化

42～47 ◎ ○ ○

【2章】（理論編）
18 情報デザイン

19 ユニバーサルデザイン
20 情報デザインの流れ

48～53 ○ ◎ ○

【3章】（理論編）
21 コンピュータとは何か
22 ソフトウェアの仕組み

62～65 ◎ ○ ○

【3章】（理論編）
23 演算の仕組みとコンピュータの限界

24 アルゴリズムの表現
66～69 ○ ◎ ○

【3章】（理論編）
23 演算の仕組みとコンピュータの限界

24 アルゴリズムの表現
66～69 ○ ◎ ○

【3章】（理論編）
25 プログラムの基本構造1
26 プログラムの基本構造2

【巻末】
Scratch

70～73
186～187

○ ◎ ○

【3章】（理論編）
27 発展的なプログラム1
28 発展的なプログラム2

【巻末】
Python

74～77
176～177

○ ◎ ○

【4章】（理論編）
31 ネットワークとインターネット

32 インターネットの仕組み
33 サーバとクライアント

90～95 ◎ ○

【4章】（理論編）
34 インターネット上のサービス

35 情報セキュリティ
96～99 ○ ◎ ○

【4章】（理論編）
36 データの形式

37 データベースの活用
38 さまざまなデータモデル

100～105 ◎ ○ ○

【4章】（理論編）
39 データ分析の流れ

40 目的に合わせたデータの利用
106～109 ○ ◎ ○

【巻末】（資料編）
文書処理ソフトウェアの操作①〈実習〉

150～151 ○ ○ ◎

【巻末】（資料編）
文書処理ソフトウェアの操作②〈実習〉

150～151 ○ ○ ◎

【巻末】（資料編）
表計算ソフトウェアの操作〈実習〉

152～153 ○ ○ ◎

【巻末】（資料編）
プレゼンテーションソフトウェアの操作〈実習〉

154～155 ○ ○ ◎

・アルゴリズムをコンピュータが処理できるプログラ
ムとして表現し，問題解決に役立つ技能が身に付くよ
う，実際にプログラミングソフトやゲームを使用しな
がら，プロセスやリカバリーを体験させるとよい。

6

・実習を通して，ソフトウェアの実践的な使い方を覚
える。
・生徒間で教え合えるような働きかけをするとよい。

5

・プレゼンテーションソフトウェアの書式の設定や配置の変更など，基本的
な操作を学習する。
・プレゼンテーションソフトウェアでの視覚的な情報伝達の方法を学習す
る。
・ディレクトリやファイルの操作について学習する。

・実習を通して，ソフトウェアの基本的な使い方を覚
える。
・生徒間で教え合えるような働きかけをするとよい。

・データとは何かを理解した上で、データの尺度について学習する。
・データベースの役割がどのようなものか理解する。
・社会でのデータベースの活用例を学習する。
・データベースで使用するデータモデルについて学習する。
・関係データベースを分析して、解釈する。

・データの種類や，データを収集，蓄積，分析，活用
する方法を学び，社会のどのような場面で有効的に活
用しているか，または活用することができるかを話し
合わせると良い。

・データ分析の流れと方法を学習する。
・分析の目的に合わせたデータの利用方法を学習する。
・適切なデータの解釈方法を学習する。

・データの種類や，データを収集，蓄積，分析，活用
する方法を学び，社会のどのような場面で有効的に活
用しているか，または活用することができるかを話し
合わせると良い。

4

・プログラムで制御構造を組み合わせる方法を学習する。
・プログラムの配列とリストについて学習する。
・簡易な対話プログラムを開発する。
・プログラムでの関数の利用について学習する。

・アルゴリズムをコンピュータが処理できるプログラ
ムとして表現し，問題解決に役立つ技能が身に付くよ
う，実際にプログラミングソフトやゲームを使用しな
がら，プロセスやリカバリーを体験させるとよい。

・モデル化の考え方と，モデルの分類について学習する。
・シミュレーションによるモデルの評価について学習する。
・モデル化とシミュレーションにおける注意点を学習する。
・テーマを決めて，表計算ソフトウェアでシミュレーションを行う。

・情報デザインの基本的な理解を通して、抽象化，可視化，構造化を過程に
ついて学ぶ。
・学校のWebサイトがどのような階層構造になっているか調べる。
・情報デザインの方法を使って分かりやすい文書を作成する。
・ユニバーサルデザインについて学習する。
・ユーザインタフェースについて学習する。
・情報デザインのプロセス理解と活用する方法を身につける。
・デザイン思考に基づいた分析を理解する。

・ユニバーサルデザインを含む情報デザインについ
て，具体的な事例を交えて学ばせるとよい。
・コンテンツを企画する力，評価や改善の方法を考え
る力を育成するために，プロセスを意識させながらコ
ンテンツの制作を行うとよい。

2

・プログラムの動作の仕組みについて学習する。
・コンピュータの演算の仕方や処理のための基本的な回路について学習す
る。
・アルゴリズムの必要性と表現方法について学習する。

・プログラムの作り方について学習する。
・プログラムの制御構造について学習する。

1

・デジタルデータとは何か学習する。
・デジタルデータのメリットとデメリットを理解する。
・2進法と情報の単位について学習する。
・文字のデジタル表現について学習する。

・情報をデジタル化することによって生まれる利点
や，デジタル化する方法を，身近な事例をもとに体系
的に学ばせるとよい。

・音，画像，動画のデジタル化について学習する。
・デジタルでの色の原理を理解する。
・デジタル情報の品質の違いについて学習する。
・データの圧縮について学習する。

・情報をデジタル化することによって生まれる利点
や，デジタル化する方法を，身近な事例をもとに体系
的に学ばせるとよい。

・問題を発見・解決するための一連の流れを理解する。
・問題の発見・解決に情報技術が活用できることを理解する。
・問題解決の各場面で活用できる発想法を学習する。

・問題解決を行う際に，プロセスを意識すること，情
報技術を活用することを紹介し，よりよい問題解決を
行う力を育成ために，生徒に身近な事例を共有させ，
それについてディスカッション等をさせるとよい。

・情報社会で生活していくための情報モラルを理解する。
・情報社会の安全を守るための，法規や制度および個人の責任について学習
する。
・個人情報とはどのようなものか理解する。
・SNSを通して個人情報が流出・特定される仕組みを学習する。
・SNS等の不適切な使い方による問題を理解する。
・ソーシャルエンジニアリングにより不正に情報が盗まれることを理解す
る。

・「情報」とは何か，どんな特性があるかをしっかり
と理解させるために，グループワーク等を通して，生
徒同士で対話をする機会を設けるとよい。

・メディアとコミュニケーションの変遷について学習する。
・メディアの特性について学習する。
・近年のソーシャルメディアによる人のつながりを理解する。
・ネットコミュニケーションの特徴である記録性や匿名性について学習す
る。

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

・コンピュータの基本構成について理解する。
・ハードウェアとソフトウェアについて理解する。

・情報通信ネットワークとは何か学習する。
・LANとWANの違いを学習する。
・プロトコルと，その1つとしてTCP/IPについて学習する。
・ネットワークを構成するハードウェアについて学習する。
・サーバの役割について学習する。
・インターネットでのIPアドレスとDNSの役割を学習する。
・認証後に使えるようになるサービスには，どのようなものがあるか調べ
る。

・インターネットの構成，データをやりとりする仕組
み，さまざまなサーバの働きなどを，身近な事例を取
り上げ、体系化して学ばせるとよい。

・文書処理ソフトウェアについて，書式の設定や配置の変更など，基本的な
操作を学習する。
・文書処理ソフトウェアで図，表，画像を利用する方法を学習する。
・ディレクトリやファイルの操作について学習する。

・シミュレーションでは，地球環境の変化のなど，モ
デル化とシミュレーションが有効活用されている例を
取り上げ，グループワーク等を通して学習を進めると
よい。

3

・インターネットの構成，データをやりとりする仕組
み，さまざまなサーバの働きなどを，身近な事例を取
り上げ、体系化して学ばせるとよい。

・適切な情報発信をしたり受け取った情報の信頼性を
適切に判断したりする力を養うために，インターネッ
ト上でのコミュニケーションの特徴を，情報社会にお
ける問題と併せて考えさせるとよい。

・知的財産や個人情報の扱いを含む，情報モラルにつ
いて，生徒に身近な事例を共有させ，主体的に学習に
取り組ませるとよい。

・著作権について理解する。
・引用の仕方を理解する。

・知的財産や個人情報の扱いを含む，情報モラルにつ
いて，生徒に身近な事例を共有させ，主体的に学習に
取り組ませるとよい。

・画像処理や電子商取引などの新しい情報技術について学習する。
・人工知能やロボットなどの情報技術と生活の変化を理解する。
・情報化による健康への影響などの問題について学習する。
・サイバー犯罪などの問題について学習する。

・情報技術の発展に伴う生活や社会の変化，新しく生
まれた問題などを生徒に考えさせるとよい。

・実習を通して，ソフトウェアの基本的な使い方を覚
える。
・生徒間で教え合えるような働きかけをするとよい。

・表計算ソフトウェアの書式の設定や配置の変更など、基本的な操作を学習
する。
・表計算ソフトウェアでの数式や関数の利用を学習する。
・ディレクトリやファイルの操作について学習する。

・実習を通して，ソフトウェアの実践的な使い方を覚
える。
・生徒間で教え合えるような働きかけをするとよい。

・WWWについて理解する。
・電子メールについて学習する。
・情報セキュリティの機密性，完全性，可用性を理解する。
・情報セキュリティを確保するための方法・技術について学習する。

・文書処理ソフトウェアについて，書式の設定や配置の変更など，基本的な
操作を学習する。
・文書処理ソフトウェアで図，表，画像を利用する方法を学習する。
・ディレクトリやファイルの操作について学習する。

評価の観点

・コンピュータの構成と処理の仕組みについて，実際
に機器を操作しながら学習を進めるとよい。

学習のねらい 備考

・情報の特性から，情報とは何か理解する。
・さまざまなメディアの特性を理解する。

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

（1）情報と情報技術及びこれらを活用して問題を発見・解決する方法について理解を深め技能を習得するとともに，情報社会と人との関わりについての理解を深めるようにする

（2）様々な事象を情報とその結び付きとして捉え，問題の発見・解決に向けて情報と情報技術を適切かつ効果的に活用する力を養う

（3）情報と情報技術を適切に活用するとともに，情報社会に主体的に参画する態度を養う

使用教科書・副教材等 東京書籍「新編情報Ⅰ」（情Ⅰ701）

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容
情報技術を適切に活用することを通して，情報を正しく理解すること，様々な情報を組み合わせて適切に活用すること，問題の発見・解決に繋げることについての知識を学ぶ。また，情報社会を生きる上で大切
なコミュニケーションやプログラミングについても理解を深める。

《通信教育実施計画》

科目名 2

前期：5月
後期：10月

前期：5月
後期：10月

前期：7月
後期：12月

前期：7月
後期：12月

前期：6月
後期：11月

前期：6月
後期：11月



医療事務 スクーリング回数 2 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
表

現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1

1.医療業界を理解しよう

・医療業界の現状
・医療従事者に求められる資質

・医療業界のやりがい

2，医療の現場と医療の仕事を知ろう

・医療現場とは

6-17 ◎ 〇

2

2.医療の現場と医療の仕事を知ろう

・医療現場の特徴
・医療現場の職種と医療に携わる仕事

18－30 ◎ 〇

3

3，医療現場で必要なマナー
・マナーの5つのポイント

4，医療事務の仕事の概要を知ろう
・医療事務スタッフの仕事
（初診受付・再診受付）

31－43 ◎ 〇

4

4，医療事務の仕事の概要を知ろう

・医療事務スタッフの仕事
（会計業務・案内業務・レセプト業務

クラーク業務・秘書業務・診療情報管理士
調剤薬局事務・歯科医院事務）
・医療事務員の一日の流れ

44－60 ◎ 〇

5

【医療業界を取り巻く環境や考え方の変化】

第1章で扱った内容を中心に、自分が気になるテー
マを1つ決めて探究する。

6－9 ○ ◎

6

【医療現場と医療の仕事を知ろう】

第2章で取り扱った内容をもとに、自分の実生活や
将来と絡めながら学びを深める

・医療現場とは
（主な医療現場・医療現場の特徴）

・医療の現場の職種と仕事内容

16－30 ◎ ○

《通信教育実施計画》

科目名 2

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容
・医療業界がおかれている現状や、医療に携わる各職種・仕事内容について理解を深める。
・医療スタッフの基本的なマナーや考え方についても学ぶ。また、医療事務の職種ごとの仕事内容の違いや、一日の仕事の流れを知り、職業イメージを掴む。

学習の到達目標

1.医療業界がおかれている現状を理解し、時代変化に対応できる思考力・判断力を身に付ける。

2.医療機関で働く方々の職種を十分に理解し、その業務内容について学び、社会的な見方や考え方を培う。

3.医療現場で必要とされる基本的マナーを理解することで、相手の立場に立って考え行動できる人間力を磨く。

使用教科書・副教材等 日本医療事務協会「医療事務」

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

評価の観点

・Metamojiclassroom等を使い、医療機関での接遇
マナーと一般マナーについて対比シート等で考え
させても良い
・自分の保険証を確認させて、教科書記載内容と
照らし合わせてみる

【記述式が主になる為自分で考えて主体的に取り組む】

A：医療現場とは（主な医療現場・医療現場の特徴）
・自分が住んでいる地域の医療現場について調べることで、診療所・病院
の特徴を具体的に理解する
・自分の地域の医療体制・病診連携等を理解することで、より身近に医療
事務を感じ教科としての学びを現実と結び付けて捉えられるようにする

B:医療の現場の職種と仕事内容
・教科書に記載のある職業から1つ選び、職業についてより深く調べまと
める
・仕事内容や資格等を調べることで、将来の選択肢を広げ社会に興味関心
を持つ
※医療事務については第4章を参考に探究してもよい

【記述式が主になる為自分で考えて主体的に取り組む】

・以下から興味関心のあるテーマを自分で選択する
・ニュースや本、インターネット等、様々な情報ツールを駆使して医療業
界への興味関心、理解を深める

例
①「国民皆保険制度」日本と海外の医療保険制度の違い
②患者中心の医療
③チーム医療
④手術・技術の進化
⑤医薬分業
⑥病院のデジタル化推進（電子カルテ・オンライン診療）
⑦マイナ保険証
⑧高齢化社会と医療

・医療事務の多岐に渡る仕事内容・職種を知り、職業理解を深める
・組織には様々な役割の人がおり、それぞれが連携することで機能するこ
とを理解する。多職種の医療事務を通じて社会的視野を広げる
・医療事務について興味関心を深め、自分で職業について更に調べる

※第5回目のレポート内容では、医療業界を取り巻
く現状について、生徒が一つ興味関心のあるテー
マを選択し、探究する
→第1回目の授業の中で、テーマの中から最近の
ニュースを一つ取り上げて問題提起をするとイ
メージがつきやすい。

・「医療従事者に求められる資質ややりがい」に
ついては、各授業担当教員が、自身の医療現場や
専門学校等での経験談をもとに話をするとよい。

・Googleclassroom等を活用し、医療従事者からの
インタビュー映像などを見られるようにするのも
よい

※第6回目のレポート内容での選択テーマで、医療
事務の仕事内容について取り扱う生徒もいる

・授業の冒頭でテーマの中から１つの最新ニュー
スを見せ、教員から問題提起するとよい
・ニュースや本、インターネット等、様々な情報
ツールを駆使して医療業界への興味関心、理解を
深める

前期：6月
後期：11月

前期：6月
後期：11月

前期：6月
後期：11月

前期：5月
後期：10月

前期：5月
後期：10月

前期：5月
後期：10月

A：医療現場とは
・インターネットで自分の地域にクリニック、病
院（各種）がどのくらいあり、最寄り病院が地域
でどのような機能を担っているのか調べる。各医
療機関のホームページ等を参考にしてもよい
・実際に近所を散策し、写真等を組み込みながら
まとめても良い
・グーグルマップやストリートビューなどを使っ
て地域の医療現場を調べても良い
・地域特性があれば担当教員から授業中や
Googleclassroom等で補足する

B：医療の現場の職種と仕事内容
・インターネットで該当職業を一つ選び、仕事内
容ややりがい、どうすればその職業に就けるかを
調べてさせもよい
・身近な知り合いで医療現場従事者がいれば、実
際にインタビューをさせることも効果的
・近くに姉妹校の医療系専門学校がある場合は、
連携することも一つの手段

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

・「国民皆保険制度」について知る
・医療業界の変化について理解する・調べる
・医療従事者に求められる資質、やりがいを学ぶ
・診療所と病院の違いを理解する

※第5・6回目のレポート内容での選択テーマで、
医療現場の特徴や仕事内容について、詳しく調べ
学習を行う

・様々な医療現場の種類や特徴を学ぶ。
・自分の近所の医療機関やかかりつけ医が、どのような位置付けの施設な
のか等、自分自身の生活と結び付けて理解する。
・医療現場が様々な職種のスタッフで成り立っていることを理解する
・興味のある職種について更に自分で調べ、職業理解を深める

・医療機関におけるマナーと、一般的なマナーの違いを理解する
・自分の通院したことのある医療機関の患者接遇と比較し、患者の立場、
医療従事者、両者の立場で接遇について考える
・医療事務の仕事にも様々な職種・仕事があることを学ぶ
・初診受付業務、再診受付業務の流れを理解する。
・病院受診時に見たことがある「保険証」・「問診票」について理解、関
心を深める。



福祉 スクーリング回数 2 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
表

現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1 福祉とは何か 10～11 ◎ ○ ○

2
バリアフリーについて考える
暮らしを守る社会保障制度

84～88
14

◎ ○ ○

3 社会保障制度の現状と今後 15～25 ○ ◎ ○

4 福祉に携わる専門職について 28～35 ◎ ○ ○

5
【課題探究】
個人探究

- 〇 〇 ◎

6
【課題探究】
個人探究

- 〇 〇 ◎

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

福祉という言葉の意味や福祉の考え方について知識を習得する。
社会保障について知識を習得する。				

バリアフリーについて知識を深め、福祉の意識を高める。
社会保険、社会福祉、公的扶助、保健医療、公衆衛生について知識を習得
する。

前期：6月
後期：11月

前期：7月
後期：12月

前期：7月
後期：12月

福祉に携わる職業とはどんなものがあるのか、またどんな仕事内容なのか
という知識の習得をする。

これまでの学習や実技を通して学んだ内容を基に、
個人別探究を行い単元に対する理解を深める

例）探究・発表「日常生活の中で、どんな工夫があるとより暮らしやすく
なるのか」
例）探究・発表「福祉に携わる職業についてより具体的に学ぶ」
例）探究・発表「私が考える新しい社会保険制度」

規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

これまでの学習や実技を通して学んだ内容を基に、
個人別探究を行い単元に対する理解を深める

例）探究・発表「日常生活の中で、どんな工夫があるとより暮らしやすく
なるのか」
例）探究・発表「福祉に携わる職業についてより具体的に学ぶ」
例）探究・発表「私が考える新しい社会保険制度」

前期：5月
後期：10月

前期：5月
後期：10月

前期：6月
後期：11月

社会保障制度をめぐる環境の変化、社会保障制度の課題について知識を習
得する。
また、自分達の暮らす社会で課題に対応するためにどのようなことが求め
られているのか知る。

・使用する資料や課題は事前に
GoogleClassroomに共有をしておく。
・学習のねらいに沿って、興味や関心を持っ
た点を深掘りし、探究的学習へ繋げることも
可能
・生徒同士で学んだ内容をシェアするなどの
協働的学習も取り入れること
（シェアの方法は口頭による発表、Googleス
ライドへの入力、MetaMoJiのシートへの書き
込み等のそれぞれの特性を総合的に鑑み、授
業者が判断を行う）

気づきやまとめをGoogleスライドやMetaMoJi
内にワークシートを格納し、記入させる工夫
をする。
Googleスライドの場合は、協働編集を行うた
めに、事前にGoogleClassroomから配布をする
と良い。MetaMoJiは適宜モードを切り替えて
活用する。

学びの成果を整理するために、のちの共有
（アウトプット）する機会を見越して資料の
まとめ方を具体的に提示する。
※Google系ツールやMetaMoJi活用推奨

科目内容 みんながより良い暮らしができるように活動することすべてが「福祉」であり、「福祉」とは何か、基本となる考え方から人々の暮らしを守る社会保障制度や「福祉」に関連する職業について学びます。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

福祉の各分野について体系的・系統的に理解するとともに，関連する技術を身に付けるようにする。

福祉に関する課題を発見し，職業人に求められる倫理観を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を養う。

職業人として必要な豊かな人間性を育み，よりよい社会の構築を目指して自ら学び，福祉社会の創造と発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。

使用教科書・副教材等 福祉（日本教育クリエイト）

評価の観点

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

《通信教育実施計画》

科目名 2



健康スポーツ スクーリング回数 2 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
表

現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1 健康とスポーツについて知ろう 12～15 〇 ◎ 〇

2 プロスポーツチームについて知ろう 22～25 〇 〇 ◎

3 スポーツメーカーについて知ろう 28～32 〇 ◎ ○

4 スポーツイベントについて知ろう 46～49 ◎ ○ ○

5 【個人探究】 ― ○ ○ ◎

6 【個人探究】 ― ○ ○ ◎

《通信教育実施計画》

科目名 6

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容
「健康とは?」 「スポーツとは?」 「スポーツ業界とは何か?」ということを、健康スポーツという学問を入口から広く学ぶ。さらに「スポーツ業界の仕事 (プロスポーツ、スポーツメーカー、ショップ、メ
ディア、イベント、トレーナーなど)」についても紹介しており、スポーツ業界への興味関心を広げる内容である。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

健康の定義について理解し、関連する健康づくりについて幅広い知識と教養を身に付ける。

プロスポーツチーム、スポーツメーカー、スポーツショップの仕事や職種について学び、将来に対する理解を深める。

スポーツイベント（オリンピック、FIFAワールドカップ、ラグビーワールドカップ、甲子園）の歴史的背景や影響力、スポーツ業界への効果を学ぶ。

使用教科書・副教材等 株式会社日本教育クリエイト「健康スポーツ」

―

・これまでの学習や実技を通して学んだ内容をもとに単元に対する理解を
深める。

例）新しいスポーツ用品をデザインしてみる。
・既存プランドまたは新規でコンセプト・ターゲットを決めて新しい商品
を考え、市場のニーズや発想力を育む。

―

評価の観点

ナイキやアディダス、アシックスなどの主要なスポー
ツメーカーがどのように成長し、世界市場で競争して
いるのか。また、2020年の新型コロナウィルスの影響
を受けたスポーツ業界やメーカーの売上の変動につい
ても掘り下げると変化がよりわかりやすい。日本のス
ポーツメーカー（アシックスやミズノ）が世界市場で
どのような位置にいるのかも重要である。

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

学習のねらい 備考

健康の定義、健康がどんなものか説明することができる。

・運動はアスリートだけではなく、子どもから高齢者
まで体力を維持・増進し、活力ある日常生活を送る上
で大切であることが理解できるといい。
※自身の体験談など踏まえ、具体例を出すとより興味
関心を惹きやすい。

・プロスポーツチームの運営と役割を学ぶ
・プロスポーツチームの組織運営やチーム作りについて理解し、さまざまな
職業や役割がどうチームの成功に貢献しているかを知る

プロスポーツチームの「強化部門」と「運営部門」に
分かれて、どのような仕事が行われているかを調べ
る。具体的には、特定のチームや競技をモデルに監督
や選手の役割、スポンサー企業、広報活動、グッズ販
売など、プロスポーツチームの仕事を調べ、チーム運
営における重要な要素を発表する。

5
10

6
11

7
12

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

・スポーツメーカーの仕事・売上について学ぶ
・スポーツメーカーの競争や企業を理解し、スポーツ業界がどのように世界
的な市場で影響力を持っているかを学ぶ。

・オリンピック、FIFAワールドカップ、ラグビーワールドカップ、夏の甲子
園について
・イベントの発祥と発展について説明ができる。

参考
・FIFA公式サイト
・動画学習（サッカーの歴史）
https://www.youtube.com/watch?v=o8qBUmbB6uA&t=47
0s
・ラグビーワールドカップ公式サイト
https://www.world.rugby/news/637788/crecimiento-
del-torneo
・オールブラックス　ハカ（映像学習用）
https://www.youtube.com/watch?v=zUuTPZn8bZs
・日本高校野球連盟　公式サイト
・夏の甲子園歴史う（映像学習用）
https://www.youtube.com/watch?v=6YoP7oJWJLU

・これまでの学習や実技を通して学んだ内容をもとに単元に対する理解を
深める。

例）新しいスポーツ用品をデザインしてみる。
・既存プランドまたは新規でコンセプト・ターゲットを決めて新しい商品
を考え、市場のニーズや発想力を育む。



メイク スクーリング回数 2 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
表

現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1
【基礎】

・ベースメイク
・目元のメイク

12-84 ◎ ○ ○

2

【考察】
・眉と目元メイクの考察

【基礎】
・メイクを直す際の注意点とポイント

・リップメイク
・実技学習

【探究学習】
・シミュレーション活動

「相談に対する適切な助言①」

85-153 ○ ◎ ○

3

【考察】
・自身のヘアスタイルや過去のアレンジ経験

を振り返る
・ヘアの変化やダメージ

【探究学習】
・シミュレーション活動

「相談に対する適切な助言②」

154-200 ○ ◎ ○

4

【基礎】
・シャンプーの意味について

・トリートメントの意味について
・ヘアの変化による印象の違い①
・ヘアの変化による印象の違い②

・実技・実習活動

154-200 ◎ ○ ○

5
【課題探究】

個人探究
- ○ ○ ◎

6
【課題探究】
グループ探究

- ○ ○ ◎

《通信教育実施計画》

科目名 2

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 ・ヘア・メイク分野に関する教養を身につける。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

・ヘア・メイクに関する知識を身につける。

・身に着けた知識を実技に活かすことができる。

・状況に応じた施術ができるようにする。

使用教科書・副教材等 高橋書店「あなたの美を引き出す正しいヘア＆メイク事典」

学びの成果を整理するために、のちの共有
（アウトプット）する機会を見越して資料の
まとめ方を具体的に提示する。
※Google系ツールやMetaMoJi活用推奨

・これまでの学習や実技を通して学んだ内容を基に、グループ別
探究（協働学習）を行い単元に対する理解を深める。

例）探究・発表「他者の心を動かすメイク作品を考えよう」
例）探究・発表「メイクの魅力を広く伝えよう」
例）探究・発表「メイク創作活動（グループ作品）」

・可能であれば発表まで行う。
・発表ルール（話し方、聞き方）の説明を行
う。
・発表後の感想や評価をGoogleフォーム等で
回収し、分析やフィードバックを行うと良
い。

評価の観点

・イベントごとのヘアスタイル、流行りのヘ
アスタイルなどを写真から振り返りできると
良い。
・ペアワークを通してシミュレーションを行
い、お互いでフィードバックも行えると良
い。

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

学習のねらい 備考

・ベースメイクの基本を正しく理解する。
・工夫のポイントを整理する。
・仕上がりの違いや印象について考察する。
・必要な道具を想像し、再現をする方法を理解する。
・これまでの学習内容を振り返りながら、実技学習（反復）を通
して理解をする。

・気づきやまとめをGoogleスライドや
MetaMoJi内にワークシートを格納し、記入さ
せる工夫をする。
Googleスライドの場合は、協働編集を行うた
めに、事前にGoogleClassroomから配布をする
と良い。MetaMoJiは適宜モードを切り替えて
活用する。
・GoogleClassroomやMetaMoJiにて資料等を共
有することで、時と場所を選ばず学習内容を
確認することが可能（デザイン作成時等、紙
配布が必要なケースのみ印刷を行うこと）

・仕上がりの違いや印象について考察する。
・メイクを修正するためのポイントを理解し、他者に説明が出来
る力を身につける。
・リップメイクの特徴を正しく理解する。
・これまでの学習内容を振り返りながら、相談者に適切な提案が
出来る力を身につける。
・これまでの学習内容を振り返りながら、実技学習（反復）を通
して理解をする。

・アイテムによる仕上がりの違い、メリッ
ト・デメリットを表にしてまとめると良い。
・ペアワークを通してシミュレーションを行
い、お互いでフィードバックも行えると良
い。

前期：5月
後期：10月

前期：6月
後期：11月

前期：7月
後期：12月

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

・イメージを具体化し、アレンジに対する理解を深める。
・ヘアの変化やダメージに関する正しい理解を行う。
・これまでの学習内容を振り返りながら、相談者に適切な提案が
出来る力を身につける。
・これまでの学習内容を振り返りながら、実技学習（反復）を通
して理解をする。

・シャンプーの効果や方法について理解する。
・トリートメントの効果や方法について理解する。
・仕上がりの違いや印象について考察する。
・ヘアに関する知識を用いて、相談に対して適切なアドバイスが
出来るようにする。
・これまでの学習内容を振り返りながら、実技学習（反復）を通
して理解をする

・気づきやまとめをGoogleスライドや
MetaMoJi内にワークシートを格納し、記入さ
せる工夫をする。
Googleスライドの場合は、協働編集を行うた
めに、事前にGoogleClassroomから配布をする
と良い。MetaMoJiは適宜モードを切り替えて
活用する。
・GoogleClassroomやMetaMoJiにて資料等を共
有することで、時と場所を選ばず学習内容を
確認することが可能（デザイン作成時等、紙
配布が必要なケースのみ印刷を行うこと）

・これまでの学習や実技を通して学んだ内容を基に、個人別探究
を行い単元に対する理解を深める。

例）探究・発表「メイクが利用者の生活にどのような影響を与え
るか」
例）探究・発表「私が感動したメイク作品とその理由」
例）探究・発表「メイク創作活動（個人作品）」



ネイル スクーリング回数 2 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
表

現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1

【基礎】
・ネイルアレンジ、自分の爪をよく見てみよ

う
・ジェルネイルについて

・ファイル、ウッドスティックについて

5-12、77 ◎ 〇 ○

2

【基礎】
・ネイルケアについて

・ウェットステリライザーの作り方、
　キューティクルニッパーのお手入れ

・ネイルの形状と構造について

5-12、77 ◎ ○ ○

3

【基礎】
・ネイルケアについて

・ウェットステリライザーの作り方
・キューティクルニッパーのお手入れ

・ネイルの形状と構造について

13-22 ◎ 〇 ○

4

【基礎・探究】
・ドライケアについて

・ウォーターケアについて
・ジェルネイルの道具・工程について

・筆の活用とお手入れについて

【探究学習】
・シミュレーション活動

「相談に対する適切な助言①」

23-38 〇 〇 ◎

5

【考察】
・ジェルネイル作成上の注意点

【探究学習】
・シミュレーション活動

「相談に対する適切な助言②」

【基礎】
・ネイルオフについて

40-79 〇 ◎ ○

6
【課題探究】
・個人探究

・グループ探究
ー 〇 〇 ◎

《通信教育実施計画》

科目名 2

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 ・ネイルに関する基礎的な教養を身につける。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

・ネイルの正しい知識を知り、自己や他者の生活に「潤い」や「彩り」を与えることができる力を身につける。

・探究的な視点を持ち、適切なアドバイスが出来るようになる。

・実技を通して、器具や薬品の安全な取り扱いについて理解を深める。

使用教科書・副教材等 ソーテック「『セルフジェルネイル教室』nailstepsリップ」

・作成手順に沿って注意点を考察する。
・ペアでシミュレーション活動をし、フィー
ドバックまで行う。

・これまでの学習や実技を通して学んだ内容を基に、探究を行い
単元に対する理解を深める。

【個人探究】
例）探究・発表「ネイルが利用者の生活にどのような影響を与え
るか」
例）探究・発表「私が感動したネイル作品とその理由」
例）探究・発表「ネイル創作活動（個人作品）」
【グループ探究】
例）探究・発表「他者の心を動かすネイル作品を考えよう」
例）探究・発表「ネイルの魅力を広く伝えよう」
例）探究・発表「ネイル創作活動（グループ作品）」

・学びの成果を整理するために、のちの共有
（アウトプット）する機会を見越して資料の
まとめ方を具体的に提示する。
※Google系ツールやMetaMoJi活用推奨
・可能であれば発表まで行う。
・発表ルール（話し方、聞き方）の説明を行
う。
・発表後の感想や評価をGoogleフォーム等で
回収し、分析やフィードバックを行うと良
い。

評価の観点

・気づきやまとめをGoogleスライドや
MetaMoJi内にワークシートを格納し、記入さ
せる工夫をする。
・学びの成果を整理するために、のちの共有
（アウトプット）する機会を見越して資料の
まとめ方を具体的に提示する。
・Googleスライドの場合は、協働編集を行う
ために、事前にGoogleClassroomから配布をす
ると良い。
・MetaMoJiは適宜モードを切り替えて活用す
る。

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

学習のねらい 備考

・自身の爪を観察し、特徴を理解する。
・ケアやアレンジ関して興味を持つ。
・ジェルネイルに対する正しい理解をする。
・ファイル、ウッドスティックに対する正しい理解をする。

・気づきやまとめをGoogleスライドや
MetaMoJi内にワークシートを格納し、記入さ
せる工夫をする。
・学びの成果を整理するために、のちの共有
（アウトプット）する機会を見越して資料の
まとめ方を具体的に提示する。
・Googleスライドの場合は、協働編集を行う
ために、事前にGoogleClassroomから配布をす
ると良い。
・MetaMoJiは適宜モードを切り替えて活用す
る。

・ネイルケアがもたらす効果を理解する。
・他者に与える印象について考察する。
・ウェットステリライザー、キューティクルニッパーに対する理
解を深める。
・形状を比較し、特徴を理解する。
・爪の各構造を理解する。

・気づきやまとめをGoogleスライドや
MetaMoJi内にワークシートを格納し、記入さ
せる工夫をする。
・学びの成果を整理するために、のちの共有
（アウトプット）する機会を見越して資料の
まとめ方を具体的に提示する。
・Googleスライドの場合は、協働編集を行う
ために、事前にGoogleClassroomから配布をす
ると良い。
・MetaMoJiは適宜モードを切り替えて活用す
る。

前期：5月
後期：10月

前期：6月
後期：11月

前期：7月
後期：12月

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

・ネイルケアがもたらす効果を理解する。
・他者に与える印象について考察をする。
・ウェットステリライザー、キューティクルニッパーに対する理
解を深める。
・形状を比較し、特徴を理解する。
・爪の各構造を理解する。

・ドライケアとウォーターケアの違いを理解する。
・それぞれの特徴を基に、相談者に適切な提案が出来る力を身に
つける。
・道具に対する理解を深め、場面に応じた適切な活用ができるよ
うになる。
・これまでの学習内容を振り返りながら、相談者に適切な提案が
出来る力を身につける。

・学びの成果を整理するために、のちの共有
（アウトプット）する機会を見越して資料の
まとめ方を具体的に提示する。
※Google系ツールやMetaMoJi活用推奨
・可能であれば発表まで行う。
・ペアでシミュレーション活動をし、フィー
ドバックまで行う。

・想像力を働かせながら、ネイル作品の分析を行い、ポイントを
理解する。
・相談者に適切な提案が出来る力を身につける。
・安全に施術を行うための知識を理解する。



こども スクーリング回数 2 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル
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度

1
保育所と幼稚園の違いを知る

認定こども園が出来た背景について考察する
10-11
18-19

〇 〇 ◎

2 保育士資格取得方法とその流れを理解する
42-45
52-53

◎ 〇 〇

3
保育士の保護者や関係機関の連携について学ぶ

福祉施設の理解を深める

72-73
84-85
86-117

〇 ◎ ○

4 幼稚園教諭の役割と仕事について知る 144-153 ○ ◎ 〇

前期：5月

後期：10月

前期：6月

後期：11月

・保育士は子どもだけでなく、保護者支援が年々必要になってきているこ
ととその理由について考察する
・『小1プロブレム』が起きないよう子どもたちの育ちを連続していくた
めの小学校との連携の大切さを理解する
・各福祉施設について理解を深める

・幼稚園において各園の教育方針がありそれに沿った活動や教育が行われ
ていることを知る。
・「園児のバス置き去り事故」について考え対策について考察する
・自身の教育観について考察する

幼稚園には各園によってはっきりとした教育理念
があることを伝え、いくつか実際の園のHP等を紹
介する。
※仏教やキリストなどの宗教、モンテッソーリ教
育やシュタイナー教育、体育や食育、音楽など特
色のある園を紹介する。
生徒の通っていた園でも共通点があるか等キャッ
チボールのように進めていく。

レポート課題でもある「園児のバス置き去り事
故」の解決方法について、自己の考えを
MetaMoJiclassroomにて書き込み全体で共有する。
その後、実際の園が対策している内容を調べさせ
MetaMoJiclassroomに全員で書き込んでいく。

その後、「自分が園長ならどんな教育理念でどん
な目的を持ってどんな活動をさせていきたいか」
考えさせ、Googleスライドにて意見をまとめさせ
発表を行う。

学習のねらい 備考

・保育所と幼稚園のそれぞれの目的をもとに行われている活動や特徴を理
解する
・社会の変遷や人々の暮らしの変化と共に、認定こども園の必要性や制度
の新設が行われたことを理解し、自己で考察出来るようになる。

生徒自身がどんな園に通っていたか発問し、グ
ループで共有し各園毎の制度や取り組みやの違い
を実感させる。
レポート内容に沿って保育所と幼稚園の違いを説
明。管轄や目的が異なるからこそ、活動内容も異
なってくることを伝える。

認定こども園の特徴について説明した後に、『な
ぜ認定こども園が出来たのか』調べ学習をさせ
る。その際、GoogleスライドやMetaMoJiclassroom
を使用し、まとめ、完成後発表させる。

※人々の働き方や出生率、女性の社会進出等様々
な変化と共に保育教育業界も変化し続けていくこ
とをおさえる。
※調べ発表した後にお互いの考えや感じた点など
まで共有出来れば尚良い。

・保育士資格を取得する2つのルートと内容、難易度について理解する
・実際の保育士養成校について知る

保育士資格が国家資格であること、資格取得保持
者でないと働く場所が限られることを説明。
また、保育士は専門的知識・技術・倫理観を持っ
て子どもの育ちを支える専門職であることを説
明。
その上で保育士に求められる資質は何か生徒に発
問し、MetaMoJiclassroomにて共同学習を行う。
（全員で書き込んでいく方式）

必要な資質を学ぶために進学と一般試験とルート
があることを伝えた上で、それぞれの特徴を伝え
る。
・進学すると実践的な授業や実習が必須である
＊一般受験では一次二次と全ての科目を合格しな
いといけないこと

生徒を下記のグループに分け、特徴や学習内容を
Googleスライドにまとめさせ、その後発表を行
う。
・4年制大学　・短期大学　・専門学校

時間があれば保育士試験過去問を解いてみる。
（保育士試験HPよりDL可能）

評価の観点

保育士の仕事は子どもの育ちを支援していくこと
だがその先にいる保護者にフォーカスしていく。
生徒に『保護者の悩みは具体的にどういうものが
考えられるか』を発問し、ペアやグループで考え
発表する。
その悩みや不安を解消する手助けをする役割も保
育士の大きな仕事であることを伝える。また、保
護者支援の大切さが昨今特に叫ばれている現実を
伝え、それが何故なのか再度考えさせる。
また小学校との連携が必要な背景として問題視さ
れている『小1プロブレム』について
MetaMoJiclassroomにて共同学習を行う。（全員で
書き込んでいく方式）

多くの家庭や社会の課題を解消する為に様々な福
祉施設があることを説明し、実際にある福祉施設
を調べGoogleスライドにまとめ発表する。

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

保育所と幼稚園の違いを理解し、幼保一元化の背景と今後について考察出来る力をつける。

保育士・幼稚園教諭の資格取得方法とその流れについて理解し、自身の将来のキャリア選択を省察する力を育む。

保育士・幼稚園教諭・福祉施設職員の役割や仕事内容について知り、自身の将来のキャリア選択を省察する力を育む。

使用教科書・副教材等 日本実業出版社「保育の仕事がわかる本」

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 保育士、幼稚園教諭になる方法や幼児教育に関わる仕事内容を理解し、また資格取得方法について学ぶ。

《通信教育実施計画》

科目名 2
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学習のねらい 備考

評価の観点

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

5
幼児期の教育

折り紙について調べ学習
70 〇 ○ ◎

6
幼児期の教育

廃材を使った玩具について学び製作する
70 〇 ○ ◎

前期：7月

後期：12月

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

・幼児の遊びの重要性について学び、季節による製作を実践する

保育者は「遊びを通して学ぶ」ことを大切にし、子どもの育ちの保障をす
ること、なんとなく子どもがやりたいことに付き合っているわけではない
ということを理解する。
目標に向かって子ども自身が「生きる力」を身につけるためにはどのよう
な体験が必要か考えながら、その「体験」を「遊び」の中に取り入れるこ
とが必要であることを理解する。

遊びのひとつ「折り紙」ではどのような点におい
て子どもの育ちにつながると言えるか説明する。

「幼児教育」は遊びを通して行われ、この遊びの1
つとなる「折り紙製作」の指導として、子どもに
向けた折り方指導について課題を提示する。
・「季節」について、テーマをひとつ決めて答え
させる。
・選んだテーマに沿った折り紙を1作品選び、タイ
トルを答えさせる。
・折り方手順を実際に作成、作成したものを使用
し、完成まで1工程ずつ画像をGoogleスライドに提
出させ説明を簡潔に記入させる。
※もしくは校内掲示等出来るように色画用紙など
に貼り付け、実際の園のように壁面制作としても
良い。個人作品でも共同作品としてまとめても良
い。
※作品選びの参考にインターネットで「おりがみ
くらぶ」を検索して使用しても良い。

※今回はそのほんの一部を体感する課題となって
おり、専門学校等へ進学した際には保育者として
の「遊ぶ」ことを「理論的な座学」と「技術の実
践」ともに学んでいく科目もあることを伝えてい
くと課題に取り組む意義が理解しやすい。

・幼児の遊びの重要性について学び、製作を実践する

保育者は「遊びを通して学ぶ」ことを大切にし、子どもの育ちの保障をす
ること、なんとなく子どもがやりたいことに付き合っているわけではない
ということを理解する。
目標に向かって子ども自身が「生きる力」を身につけるためにはどのよう
な体験が必要か考えながら、その「体験」を「遊び」の中に取り入れるこ
とが必要であることを理解する。

「玩具」はどのような点において子どもの育ちに
つながると言えるか説明する。各種用途や知育玩
具についても言及出来ると良い。

「幼児教育」は遊びを通して行われ、この遊びの1
つとなる「製作」の指導として、子どもに向けた
製作や子ども自身でも出来る課題を提示する。
・「廃材」はどんなものがあるか答えさせる。
・ 事前に選び準備をしていた廃材を使用して作
成。手順を実際に作成したものを使用し、完成ま
で1工程ずつ画像をGoogleスライドに提出させ説明
を簡潔に記入させる。
・ 完成した作品は持って帰るか校内展示しても良
い。
※事前に好きな廃材を選んで生徒自身に持参させ
て好きな作品を製作させても良い。

※今回はそのほんの一部を体感する課題となって
おり、専門学校等へ進学した際には保育者として
の「遊ぶ」ことを「理論的な座学」と「技術の実
践」ともに学んでいく科目もあることを伝えてい
くと課題に取り組む意義が理解しやすい。



スイーツ スクーリング回数 2 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
表

現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1
・お菓子作りの道具
・お菓子作りの下準備 12～27 ◎

2 ・基本動作 30～41 ◎

3
・世界のお菓子
・生地の種類

2～5

50～59
◎

4
・牛乳・生クリーム

・ケーキのデコレーション

82～87

140～143
◎ 〇

5 実習1 〇 ◎

6 実習2 ◎ 〇

◆実践（2コマ連続が望ましい）
・実習を通して、道具の使い方への理解をさらに深める。
・実習を通して、計量の重要性についての理解をさらに深める。
・実習を通して、お菓子作りの基本動作についての理解をさらに深める。
・アイデアを形にすることの難しさと面白さを知る。
【実習の内容（案）】
・スポンジケーキ・パウンドケーキ・シフォンケーキ
※実習室がS校ではない場合※
・スポンジを事前に購入しクリームを塗る・パウンドケーキ
♦課題
実習で学んだ内容をレポートにまとめる　※実習ができない場合には年間
指導計画参照

◆実践（2コマ連続が望ましい）
・実習を通して、ショートケーキの組み立て方について理解を深める。
・実習を通して、クリームの塗り方について理解を深める。
・実習を通して、クリームの絞り方について理解を深める。

【実習の内容（案）】
・スポンジケーキ・パウンドケーキ・シフォンケーキ
※実習室がS校ではない場合※
・スポンジを事前に購入しクリームを塗る・パウンドケーキ
♦課題
実習で学んだ内容をレポートにまとめる　※実習ができない場合には年間
指導計画参照

・体験が難しい場合には、動画などを準備し、視
聴させることで理解を深める。
（classroomへの配布のみでも可）

・実際に体験を入れる。
・体験が難しい場合には、動画などを準備し、視
聴させることで理解を深める。
（classroomへの配布のみでも可）

・全体で発表できるよう、グループごとGoogleス
ライドを共同で編集し、発表スライドを作成す
る。

・実際に体験を入れる。
・体験が難しい場合には、動画などを準備し、視
聴させることで理解を深める。
（classroomへの配布のみでも可）

・全体で発表できるよう、グループごとGoogleス
ライドを共同で編集し、発表スライドを作成す
る。

実習が難しい場合には、レポート5・6枚目の解答
一覧に記載されている、課題例2～4の内容につい
ての授業でも可。あくまでも例題なので、独自で
設定しても良い。

課題１（実習の際はこの課題を使用）本時の実習
内容についてまとめなさい。
①必要な材料、物品等を書き出そう
②作り方のポイントをまとめましょう
③（実習後）良かった点をまとめましょう
④反省点と改善策をまとめましょう
⑤感想を記入しましょう（太線まで記入が出来て
いなかったら-10点）

課題2　あなたは、オリジナルのハロウィンケーキ
を売り出すことになりました。沢山購入してもら
うためにどのような工夫をしたら良いか、考えて
まとめなさい。
①ケーキのデザインを考えよう
②どのような特徴を持った商品を売るか考えよう
③価格設定と1ヶ月の売り上げ、その売上額を達成
するためにどのような工夫をしていったら良いか
考えよう
④商品のキャッチコピーを考えよう
⑤商品の紹介文を考えよう（太線まで記入が出来
ていなかったら-10点）

・お菓子作りの基本動作である、「ふるう」「混ぜる」「泡立てる」「ぬ
る」「のばす」について理解する。

6

11

6

11

6

11

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい
レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容

・お菓子作りに使用する、道具の名称と使い方について理解する。

・お菓子作りにおける、計量の重要性について理解する。

・様々な計量の仕方について理解する。

・オーブンの扱い方について理解する。

・お菓子作りに使う型について理解する。

評価の観点

4

10

4

10

5

10

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

ページ

学習の到達目標

お菓子作りに必要な、材料や用具、動作について学び、基礎知識を身に付ける。

実習を通して、主体性を育む。

使用教科書・副教材等 新星出版社「お菓子の教科書きほん編」

備考

前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 ケーキに使用する材料や製法を知り、お菓子の基礎知識を学ぶ。

・実際に道具に触れる、計量してみるなどの体験
を入れる。

・普段何気なく食べているお菓子の発祥地を知る。

・お菓子の土台となる、生地の種類について理解する。

◆知識を身につける
・牛乳と生クリームの違いについて理解する。
・生クリームの種類について理解する。
・牛乳の効果について理解する。
・ケーキのデコレーション方法について理解する。
・クリームのぬり方について理解する。
・クリームの絞り方について理解する。

◆表現する
2.(6)の通り、お気に入りのデコレーションケーキについて考える
・個人ワーク・グループワーク・全体発表
※全体で発表できるよう、グループごとGoogleスライドを共同で編集し、
発表スライドを作成する。

《通信教育実施計画》

科目名 2

面接指導実施日



キャリア探究 スクーリング回数 2 レポート回数 4 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
表

現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1
第1章　仕事ってなんだ？

第2章　どうやって働く？どうやって生きる？
9～66 ◎ ○ ○

2 第3章　好きを仕事に？仕事を好きに？ 67～110 ○ ◎

3 第4章　幸せに働くってどういうこと？ 111～140 ◎ ○

4
第5章　大人も知らない未来の”働く”
第6章　いま あなたたちに伝えたいこと

141～204 ○ ◎

《通信教育実施計画》

科目名 2

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 働く意義や社会で求められる能力を知ると共に、自己分析により自己の在り方・生き方を考え、他者との意見交換により勤労観や職業観を持つ。

学習の到達目標

社会的、職業的自立に向け、経済・社会・雇用の仕組みについての知識や税金、年金、保険や労働者としての権利と義務についての知識を付ける。

「働くことの喜び」と「世の中の実態や厳しさ」の両面を学び、職業選択・決定を先送りにせず主体的にキャリア形成について考え、望ましい勤労観、職業観を身に付ける。

使用教科書・副教材等 学研出版「なぜ僕らは働くのか」

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

前期：7月
後期：12月

・仕事には課題解決の目的があることを知り、仕事は時代と共に変化する
ことを理解する。
・SDGsや多様性、人生100年時代といった現代社会における考え方、生き
方について理解する。
・未来のために今すべきこと、できることを考える。

・総合探究の授業等もこのような課題解決のプロセスを学ぶ
ためにあることを理解できるようなトークをする。
・SDGsを題材に探究的な活動を行っても良い。その際、活動
は個人単位、グループ単位、どのような形態で行っても良い
が、発表の機会を設けたり、最低限成果物は生徒同士参照で
きる公開方法を取ることが望ましい。
・授業内でAIについて扱う場合は、その有用性だけでなく現
在課題となっていること（著作権や肖像権の問題、個人情報
の取り扱い等）も同時に扱い、メリットデメリットの両面か
ら理解できるようにする。（授業における生成AIの取り扱い
については、必ず文部科学省のガイドラインや学園の方針を
確認し遵守すること。）
・キャリア探究の学習のまとめとして、未来のために今すべ
きこと、できることを考える活動を行うと良い。その際、レ
ポート【8】(2)を効果的に活用すると良い。

評価の観点

前期：5月
後期：10月

前期：6月
後期：11月

前期：6月
後期：11月

・成功体験を得られた時に仕事への意識が変わることを理解
するために、レポート【2】(2)に授業内で取り組む等して自
身の成功体験について思い返す時間を作ると良い。
・幸せに働くためには労働環境も重要であることを理解する
ために、労働基準法等を扱い適正な働き方を知る時間を設け
る。レポート【2】(4)を授業内で扱い皆で労働基準法につい
て調べるような活動をしても良い。グループワークも可能な
活動であるため、適宜協働学習を取り入れると尚良い。
・将来自分がどのような働き方・生き方・在り方をしたいと
思うか考える活動を行うと良い。その際、レポート【4】(3)
を効果的に活用すると良い。

備　考

・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。
・STEAMライブラリーにこのテキストを題材とした動画コンテンツや資料があるので、適宜活用すると良い。（https://www.steam-library.go.jp/content/105）
　※資料のダウンロードにはメールアドレスの登録（無料）が必要。
・生成AIの利用に関する重要資料
　文部科学省のガイドライン：https://www.mext.go.jp/content/20230710-mxt_shuukyo02-000030823_003.pdf
　学園の方針：https://sankocreate.sharepoint.com/:w:/r/sites/public_documents/DocLib/%E7%99%BA%E4%BF%A1%E6%96%87%E6%9B%B8/2023%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E7%AE%A1%E7%90%86/%E5%AD%A6%E5%9C%92%E7%B7%8F%E5%8B%992023-
008%E3%80%80%E7%94%9F%E6%88%90AI%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%A8%E6%84%8F%E5%96%9A%E8%B5%B7.doc?d=w0bdaffb626c64e798cfdd6718a4b7b26&csf=1&web=1&e=r7VWMx

学習のねらい 備考

・仕事の本質、なぜ私たちは働くのかを理解する。
・社会は誰かの仕事によって成り立っていることを理解する。
・お金と仕事の関係について理解する。
・人生にかかるお金について考える。
・様々な働き方やワークライフバランスについて理解する。

・金融教育の一環として、レポート【4】(2)やその他の教材
（SMBCのコンテンツ等）を活用して正しいお金の使い方につ
いて学ぶ学習活動を設けると良い。STEAMライブラリーで公
開されている「配布資料1」も活用できる。
・高校卒業前の進路選択の土台となるように、雇用形態の違
いについて理解できる学習活動を行う。その際、レポート
【6】(1)を効果的に活用すると良い。
・近年の働き方改革や過労死問題等の社会の課題や変化を題
材に、職業・仕事を選択するうえでのワークライフバランス
の重要性を扱う学習をすると良い。STEAMライブラリーで公
開されている「配布資料2」「配布資料3」「配布資料4」も
活用できる。

・やりたい仕事の見つけ方を理解する。
・現在の自分の興味関心を起点に、関係する様々な仕事を知る。
・現在の自分の興味関心や得意なことをもとに、自己分析をする。

・テキストを参考に、自分の興味関心を起点にどのような仕
事が向いているか考えさせたり、短所を長所に言い換える
ワークをする等、自己分析ができる活動を行う。その際、イ
ンターネット上にある無料自己分析ツール等を使っても良
い。また、自己PR文を書いてみる等、進路活動に繋がる活動
をしても良い。
・進路選択、職業選択についてよりイメージを膨らませるこ
とができるよう、教員自身や卒業生の事例を題材にしたり、
可能であれば卒業生を呼んで講話する等の工夫をすると良
い。

・幸せに働くための考え方や行動の特長を理解する。
・適正な労働環境について知る。
・自分の将来の生き方・在り方について考える。



サイコロジー スクーリング回数 2 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、ネットスタ
イル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
表

現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1 第1部　心理学って？青年心理学って？ 10～26 ◎ ○ ○

2 第2部　思春期・青年期ってこんな時期？ 29～51 ◎ ○ ○

3

・第3部　青年心理学が解き明かす若者のモヤモヤ
・第11章　自分のことなのになぜわからないの？

・第12章　性格ってどうしようもないの？
・第18章　ネットやゲーム、好きにさせてくれない？

56～71
141～146

◎ ○ ○

4

・第3部　青年心理学が解き明かす若者のモヤモヤ
・第16章　学校って塾と通信教育でもいいよね？
・第17章　進路なんて考えられないんだけど？
・第22章　毎日イライラ…こんなの自分だけ？

115～132
184～194

○ ◎ ○

5 自由探究① ー ○ ○ ◎

6 自由探究② ー ○ ○ ◎

学習の到達目標

1．心理学を通して、相手の心を汲み取る力を身につける。

評価の観点

《通信教育実施計画》

科目名 2

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

前期：5月

後期：10月

対象スタイル

科目内容 日々の悩みや疑問を通して、心理学の基本的な考え方を学びます。また、青年心理学の主な領域について系統的に学習し、自分の考えをアウトプットすることで、学びを深めます。

レポート
該当回

2．答えのない問いに対して、自分自身の考えをアウトプットする力を身につける。

使用教科書・副教材等 福村出版「心のなかはどうなっているの？高校生の「なぜ」に答える心理学」

ページ

前期：5月

後期：10月

前期：6月

後期：11月

・Padletを使用し、問いに対して自身の考えを
アウトプットし共有することで、様々な人の考
えについて知る。
・メディアを利用することのメリット・デメ
リットについて、全体で発表できるよう、グ
ループごとGoogleスライドを共同で編集し、発
表スライドを作成する。

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

レポート
提出月

学習内容

前期：6月

後期：11月

前期：7月

後期：12月

前期：7月

後期：12月

・学校生活と社会性の心理学について理解する
・進路選択と社会的自立の心理学について理解する
・ストレスと不安の心理学について理解する

・Padletを使用し、問いに対して自身の考えを
アウトプットし共有することで、様々な人の考
えについて知る。
・ケーススタディについて、ペアでワークする
ことで、様々なアプローチの仕方や、考え方に
ついて知る。

テキスト第3部にある各章の心理学の中から、
最も興味のあるものを選択し、個人探究を行い、理解を深める。

テキスト第3部にある各章の心理学の中から、
最も興味のあるものを選択し、個人探究を行い、理解を深める。

各章
①自己・自我の心理学
②パーソナリティの心理学
③恋愛の心理学
④友人関係の心理学
⑤親子関係・家族関係の心理学
⑥進路選択と社会的自立の心理学
⑦デジタルをとりまく心理学
⑧容貌の心理学
⑨非行・問題行動の心理学
⑩社会と政治の心理学
⑪ストレスと不安の心理学
⑫攻撃性と対人関係の心理学
※上記以外の心理学を選択することも可とする

例）
問1　選択した理由
問2　選択した心理学の概要について、200字以
上でまとめなさい。
問3　選択した心理学における、身近な事例を書
き出しなさい。
問4　選択した心理学を学んでの感想を200字以
上でまとめなさい。

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

・心の法則を理解する
・自分や他人の心を理解する
・青年期について理解する
・心理学を生かした職業について理解する

・Padletを使用し、問いに対して自身の考えを
アウトプットし共有することで、様々な人の考
えについて知る。
・職業調べについて、役割分担し、全体で発表
できるよう、グループごとGoogleスライドを共
同で編集し、発表スライドを作成する。

・思春期・青年期の身体的発達について理解する
・思春期・青年期の脳の発達について理解する
・思春期・青年期の認知的能力の発達について理解する
・自律性について理解する

・Padletを使用し、問いに対して自身の考えを
アウトプットし共有することで、様々な人の考
えについて知る。

・自己・自我の心理学について理解する
・アイデンティティについて理解する
・パーソナリティの心理学について理解する
・デジタルをとりまく心理学について理解する



きぼうプロジェクト スクーリング回数 2 レポート回数 4 単位数

前期：2回　後期：2回 レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
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現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1 ○ ○ ◎

2 〇 〇 ◎

3 〇 ◎ 〇

4 〇 ◎ 〇

5 〇 ◎ 〇

6 〇 〇 ◎

面接指導実施日 前期：8月　後期：1月

・企画のまとめ
・発表の準備

・他者と話し合いながら、企画の具体的な実現方法を考える。
・発表資料の作成方法を理解する。
・他者と協同しながら、発表資料の準備を行う。

・発表
・個人・チームでの振り返り

・まとめ

・何かを実現したいと思った時、一人でやるのには限界があること、他者と協働することでより良
い形で実現できることを改めて理解する。
・自分の考えが形になる喜びを感じる。
・「課題を見つけ実現方法を考え解決する」という探究のプロセスによってより良い社会を作って
いけること、それが働くということであることを知る。

学習のねらい

・課題に対する案出し・チーム内共有
・事例・情報収集

・授業で使う資料を確認する
・科目の意義・目的を理解する
・授業全体の流れを理解する

《通信教育実施計画》

科目名 2

対象スタイル

科目内容 身近にある答えのない課題に取り組む過程において、社会の創り手として求められる、課題の発見と解決に必要な知識・技能を身につける。

学習の到達目標

・課題の解決に向けて自分なりの考えを持ちアウトプットする力、得た情報を基に論理的に分析し、まとめ、表現する力を身につける。

・他者の考えを受容し、互いの良さを生かしながら協働的に取り組む。

・一連の取り組みを通して自分の考えが形になっていく喜びを感じ、今後の学校生活や社会参画に主体的に関わろうという思いを持つ。

使用教科書・副教材等 ソーシャルチェンジ・ファースト　ワークブック・オリエンテーション動画

・チームで取り組むことにより、何かを実現するには一人では限界があること、他者と協働することでより良い形で実現できることに気付く。

評価方法 添削指導、面接指導及び成果発表会への取り組み状況を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格を条件に成果発表会へ参加する。各課題への取り組み状況を基に評価し、認定する。

時限数 備考

・チームは事前に組んでおく。
・授業冒頭から必ず机を島にしておく。
・教員は必ず自分の言葉でこの授業の意義や目的
を語る。
・共有時はリアクションを大事にさせる。（拍手
や相槌、共感の反応など）
・生徒が意見を出すことが安心・安全だと感じら
れるよう、教員は机間指導しながら積極的に生徒
から出たアイデアに対するポジティブなリアク
ションや声掛けを行う。

・この課題には正解があるわけではなく、企画の
質や実現可能性を重視するものではないため、
チームメンバーの自由な発想に基づいた斬新な企
画でも全く問題ないことをしっかりと伝える。
・スライドはチームで協働編集できるよう、
GoogleスライドかMetaMoJiで作成する。生徒に一
から自由に作成させても良いし、教員がテンプ
レートを用意しても良い。
　※テンプレートを用意する場合はデザインのテ
ンプレート程度に留め、必ず生徒の工夫の余地や
自由度が保たれるようにする。（穴埋めのような
ものにならないようにする。）

・招集した情報の整理・共有
・アイディア作り・深化

・中間発表

・問題点を考えることにより、物事の多角的な見方、捉え方を理解する。
・問題点の解決策を考え、企画を実現するための準備の方法を知る。

・課題を理解し、自分自身のアイデア・考えを書きだす。
・チームに向けて自分のアイデア・考えをしっかりと伝える。
・チームメイトのアイデア・考えを聞いて、自分とは違うものの見方・考え方があることを知り、
理解する。
・過去の事例・情報を調べる方法を知る。

・招集した情報の整理方法について知る
・自分の成果を他者に向けて発表する
・他者のアイディアを理解し、他者の考えを需要する大切さを学ぶ。
・何かを実現するには一人では限界があること、他者と協働することでより良い形で実現できるこ
とに気付く。

・発表時間を守れるよう、ストップウォッチ等で
時間を測る。時間が来たら音が鳴るようにする等
して、生徒自身が時間より早く終わったのか時間
をオーバーしたのかが分かるようにする。
・発表中は教員も真剣に聴く。
・聴いている生徒がフィードバックフォームを記
入している間に、教員は口頭でフィードバックを
する。ポジティブなフィードバックを中心に、
「こうすると更に良い」という観点のフィード
バックもする。
・生徒が自分の活動やアウトプットに自信を持
ち、今後の学校生活や社会に出てからも主体的に
様々なことに取り組めるような言葉掛けをする。

備　考 レポートは、使用教材・副教材を元に作成している。使用教材のワークブックは必要に応じて授業内でも適宜活用すること。

評価の観点

・導入
・チームビルディング

・課題の発表

学習内容

・1～3限までの学習内容の振り返り
・企画の具体化

（①企画を実現するにあたっての問題点　②その解決策　を検討）

・事前に指導ガイドP4の中から課題をひとつ選択
しておく。

・この課題には正解があるわけではなく、皆が考
えたこと全てが素晴らしいものでありどんなアイ

ディアも歓迎することを伝える。
・生徒が書き出したものに対してポジティブな声

掛けをする。
・苦戦している生徒に対しては、どんな小さな考

えでも良いので書き出せるよう支援する。
・共有時はリアクションを大事にさせる。（拍手

や相槌、共感の反応など）
・生徒が意見を出すことが安心・安全だと感じら
れるよう、教員は机間指導しながら積極的に生徒
から出たアイデアに対するポジティブなリアク

ションや声掛けを行う。
・情報収集は幅広い媒体を利用することが望まし
いことを必ず伝える。（授業内ではインターネッ
トに偏ることは致し方ないが、図書室がある場合
は図書を探らせたり、インターネット以外を活用

できる環境にある場合は適切に促す。）
・収集した情報は出所を必ず記録させる。



総合探究① スクーリング回数 4 レポート回数 4 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル
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1
・「自分らしい問い」の意義
・「問いをつくる」体験をする
・「自分らしい問い」の見つけ方

- ◎ ○ ○

2
・「課題を発見する力」について
・「課題を発見する」体験をする
・探究活動について理解する

- ◎ ○ ○

3 ○ ○ ◎

4 ○ ○ ◎

・「自分らしい問い」をもつことが、生きていく上や、仕事する上で、楽
しさややりがいに繋がることを学び、理解する。
・事例から「問いをつくる」体験をし、問いをつくる考え方のヒントを学
び、理解する。
・「自分らしい問い」は、自分が好きなものから考えることもできるとい
うことを、事例をもとに学び、理解する。
・「自分らしい問い」を実際につくり、他者と共有することで、様々な視
点から考えられるということに、気づき、学習する。

・レポート内の個人の意見を記載するパートの際
は、机間指導を行い、つまずいている生徒に対し
ては、「驚いたことはあった？」「普段考えてい
ないことを良く考えてみたとき、少しでも疑問に
思うことは何か？」など、問いに対して考えやす
くなるような声掛けを行うと良い。
・終わっている生徒に対しては、考えを深めさせ
るように、「さらにもう１つ考えてみよう」など
の声掛けを行うと良い。

・「課題」とは何かを学び、理解する。
・「課題を発見する」体験をし、課題を発見する考え方のヒントを学び、
理解する。
・これからの社会を生きていく上で「課題を発見する力」の重要性を学
び、理解する。
・様々な視点で物事を考えることや、多くの体験や経験が。、全て課題の
発見に繋がっているということ理解する。
・「『課題』を動かす＝探究」であり、探究活動（探究サイクル）のポイ
ントを理解する。

・レポート内の個人の意見を記載するパートの際
は、机間指導を行い、つまずいている生徒に対し
ては「今は何が分からなくて止まっている？」
や、「今は情報収集までできたから、次は情報を
時系列に並び変えてみよう」など、自ら課題を進
められるようになるような声掛けを行うと良い。
・終わっている生徒に対しては、「他にも考えら
れることはないか？」や、「まとめを見返して、
もう少し深く情報を収集できる箇所を見つけて取
り組んでみよう」などと、考えを深めさせる声掛
けを行うと良い。

-

・1・2コマ目で学習したことを踏まえて簡単な探究に取り組み、実践を通
して探究学習のプロセスや手法について理解を深める。
・主に情報収集とまとめ・表現を体験し、調べたことを自分なりに整理
し、アウトプットする力を身につける。
・参考文献の書き方など、情報を収集する際のスキルを身につける。

学習のねらい

備　考 ・3・4コマ目の探究のテーマ設定は各キャンパスにて行う。

-

-

-

簡単な探究の実践 -

探究学習のプロセスや手法を理解する。

簡単な探究に取り組み、主に情報収集とまとめ・表現を体験する。

使用教科書・副教材等 リクルート「興味研究型　探究講座」「課題発見型　探究講座」

評価の観点

備考

評価方法 添削指導、面接指導への取り組み状況を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格を条件に単位認定する。

対象スタイル

科目内容 自分の興味関心のあることや社会の課題等について、突き詰めて研究し自分なりの結論を見出していく「探究学習」について学ぶ。探究学習とは何か、どのように行うのかという基礎を学ぶ。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

探究の見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、自己の在り方生き方を考えながら、よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。（1）
探究の過程において、課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身に付け、課題に関わる概念を形成し、探究の意義や価値を理解するようにする。（2）実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし、
自分で課題を立て、情報を集め、整理・分析して、まとめ・表現することができるようにする。（3）探究に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、新たな価値を創造し、よりよい社
会を実現しようとする態度を養う。

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日

随時机間指導を行い、生徒の様子を把握しながら
声掛けを行うと良い。

《通信教育実施計画》

科目名 2

前期：9月上旬　後期：2月上旬



総合探究② スクーリング回数 4 レポート回数 4 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル
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1
・オリエンテーション
・探究課題の設定

- ◎ ◎ ○

2
・探究課題の共有

・情報収集
- ◎ ○ ◎

3
・情報収集結果の共有

・整理・分析
- ◎ ◎ ○

4
・これまでの成果の共有

・探究のまとめ
・発表

- ◎ ○ ◎

《通信教育実施計画》

科目名 2

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 自分の興味関心のあることや社会の課題等について、突き詰めて研究し自分なりの結論を見出していく「探究学習」について学びます。探究学習とは何か、どのように行うのかという基礎を学びます。

学習の到達目標

探究の見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、自己の在り方生き方を考えながら、よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。（1）
探究の過程において、課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身に付け、課題に関わる概念を形成し、探究の意義や価値を理解するようにする。（2）実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし、
自分で課題を立て、情報を集め、整理・分析して、まとめ・表現することができるようにする。（3）探究に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、新たな価値を創造し、よりよい社
会を実現しようとする態度を養う。

課題を見つける視点を持つ。

他者との共有に挑戦する。

使用教科書・副教材等 飛鳥未来・飛鳥未来きずな・飛鳥未来きぼう高等学校 オリジナル教材

評価方法 添削指導、面接指導への取り組み状況を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格を条件に単位認定する。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

仮に今回の発表方法の指定があったとしても、
様々な発表方法があるということを学ばせ、理解
させる。できるだけ多くの生徒の発表を見聞きさ
せ、気づきを与えられるよう、時間配分や発表環
境に配慮する。

備　考 ・探究のテーマ設定は各キャンパスにて行う。

評価の観点

-

-

-

・つまずいている生徒に対しては、「時系列ごと
にまとめてみよう」や、「同じよな内容は１つに
まとめよう」などの声掛けを行い、情報の整理方
法について具体的に示す。
・今後探究活動や進路活動において情報収集を行
う際も、生徒が自分の力で効果的に整理できるよ
うにする。

学習のねらい 備考

・総合探究②の特徴や授業の進め方、受講のルールについて理解する。
・探究課題を見つけるためのポイントや考え方を学び、探究課題を考え
る。
・与えられたテーマに基づき、探究課題を設定した理由について考え、自
分の言葉で表現する。

個人で課題設定ができるように、全体指導と合わ
せて、つまずきそうな生徒に対しては、机間指導
中に、「自分の興味があることや、疑問に思った
ことはなにか？」、「仮にどんな姿が理想と考え
るのか」、「考えてみたいことは何か」など教員
から個別に声をかける。

・情報収集の目的や手段、ポイントについて学び、理解する。
・設定した探究課題に基づき、ポイントを押さえながら情報収集を実践す
る。

ICTや本などを活用し、正確な情報収集を行うこと
ができるように促す。情報収集の方法は１つでは
ないということをしっかりと理解させる。

・整理・分析の方法や、ポイントについて学び、理解する。
・収集した情報を整理・分析し、そこから自分なりの考察を導き出す。

-

・様々なまとめ方や表現方法について学び、理解する。
・発表の素案をつくり、探究活動のまとめを行う。
・探究活動全体を通しての学びや変化を振り返り、今後探究したい新たな問いや課題を
見出す。
・実際に発表の準備を行い、お互いに発表し合い、他者からのフィードバックを受け、
新たな気づきを得る。



総合探究③ スクーリング回数 4 レポート回数 4 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル
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1

・探究の意義について
・プログラムゴールの理解

・テーマ理解
・探究課題検討（個人で実施）

・アイスブレイク

- ◎ ○

2

・個人で検討した探究課題の共有
・グループの探究課題設定

・情報収集準備
・情報収集

- ○ ○ ◎

3
・インタビューの動機づけ

・インタビュー
- ○ ○ ◎

4

・情報の整理・分析・まとめ
・考察や提案の検討
・グループ発表

・探究活動全体のまとめ

- ○ ○ ◎

学習のねらい 備考

・探究の意義について改めて理解する。
・使用するプログラムのゴールについて理解する。
・扱うテーマに関する知識や基本的な情報をインプットし、探究するにあ
たって理解を深める。
・グループの活動に入る前に、個人での探究課題を検討する。
・グループでの探究活動に向け、グループを編成し、アイスブレイクを実
施してグループでの探究がしやすい雰囲気づくりをする。

・これまでの総合探究の振り返りを行う。
・アイスブレイクの際は、時間配分を意識し、話
しやすい雰囲気づくりを意識する。
・探究の課題を設定する際、扱う大テーマに関し
て理解を深めた上で、まずは、個人が興味や関
心、疑問に思ったことを言語化し、課題の検討を
する。

・個人で検討した探究課題を共有し、グループでの探究課題を設定する。
・探究するために不足している情報や必要な情報をグループで洗い出し、
情報収集の準備をする（インタビュー準備含む）。
・適宜グループ内で共有しながら情報収集を行い、探究に必要な情報を蓄
積する。

ICTや本などを活用し、正確な情報収取を行えるよ
うに注意する。

・インタビューを実施する意義について学び、理解する。
・テーマ関係者に実際にインタビューを実施し、さらに深い情報を収集す
る。

-

・情報収集やインタビューで得た情報を元に、グループで整理・分析を実
施し、考察や提案を検討する準備をする。
・整理・分析した情報を元にグループなりの考察・提案を検討する。
・設定した探究課題・得られた情報・情報からの考察や結論（解決策や提
案）を簡潔にグループごとに発表をする。
・お互いのグループの発表を聞き、感じたことや学んだことを記する。
・適宜フィードバックや質疑応答等を実施し、他者の視点や考えを取り入
れ、視野を広げたりする。
・探究活動の各フェーズにおいて重要だと感じたことや意識したこと、活
動全体を通して学んだことや感じたことについて、自分の言葉でアウト
プットする。
・改めて探究活動の意義を理解する。

正解のない問いに対して取り組む楽しさを感じら
れるような声掛けでまとめを行う。

主体的に探究のプロセスを実践する。

備　考 ・探究プログラムの選択は各キャンパスにて行う（選択するプログラムによってレポートの形式が異なるため、選択したプログラムに即したレポートに取り組む）。

評価の観点

-

-

-

・ICTを活用しインタビューを行う際は、MetaMojiの
付箋機能を活用し得た情報のグループ分けを行った
り、Canvaのホワイトボード機能を活用し、同時に同
シートにメモを行ったりしながら、グループで役割を
決め、インタビュー内容のメモをしっかり残せるよう
にする。
・インタビューの終わりには、相手へ感謝の気持ち
しっかり伝える。

評価方法 添削指導、面接指導への取り組み状況を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格を条件に単位認定する。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

探究の見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、自己の在り方生き方を考えながら、よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。（1）
探究の過程において、課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身に付け、課題に関わる概念を形成し、探究の意義や価値を理解するようにする。（2）実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし、
自分で課題を立て、情報を集め、整理・分析して、まとめ・表現することができるようにする。（3）探究に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、新たな価値を創造し、よりよい社
会を実現しようとする態度を養う。

学校外の人との関わり等も含んだ協働的な探究に取り組む。

探究の最後にプレゼンテーションに挑戦する。

使用教科書・副教材等 各種提携プログラム もしくは 各校オリジナルプログラム より選択

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 自分の興味関心のあることや社会の課題等について、突き詰めて研究し自分なりの結論を見出していく「探究学習」について学ぶ。探究学習とは何か、どのように行うのかという基礎を学ぶ。

《通信教育実施計画》

科目名 2



7つの習慣J スクーリング回数 2 レポート回数 4 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～7月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・

表

現

主

体

的

に

学

習

に

取

り

組

む

態

度

1
①原理原則「7つの習慣とパラダイム」

②第1の習慣「自分が選択する」
6～33
38～48

○ ○ ◎

2
①第2の習慣「終わりを考えてから始める」
②第3の習慣「一番大切なことを優先する」

51～58
60～68

◎ ○ ○

3
①第4の習慣「Win-Winを考える」

②第5の習慣「まず相手を理解してから
理解される」

76～92
94～97

◎ ○ ○

4
①第6の習慣「相乗効果を発揮する」

②第7の習慣「自分を磨く」
③私的成功・公的成功

98～105
106～111

31～34/70～74
○ ◎ ○

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

前期：6月

後期：11月

①自分も相手も「Win」になる方法はないかを常に考え、自分からパスを
出すことで「Win-Win」が実現できることを学ぶ。
②自分のことを理解してもらうためには、自分のことを伝えるより
「先」に、相手のことを理解することが必要であることを学ぶ。

・MetaMoji等を使用し、問いに対して自身の考え
をアウトプットし共有することで、様々な人の考
えについて知る。
・教員からの発問やクイズなどに対し、ペアワー
クやグループワークにより実体験をして学びを深
める。

前期：7月

後期：12月

①相手との違いを尊ぶことで、相乗効果を発揮でき、一人で頑張るより
も大きな力を発揮することができることを学ぶ。
②自分を磨くことは、なりたい自分になるために4つの分野をバランスよ
く鍛える必要があることを学ぶ。
③自身の成長にとって大切な「自信貯金」と人間関係構築に大切な「信
頼貯金」の考え方を学ぶ。

・MetaMoji等を使用し、問いに対して自身の考え
をアウトプットし共有することで、様々な人の考
えについて知る。
・教員からの発問やクイズなどに対し、ペアワー
クやグループワークにより実体験をして学びを深
める。

前期：5月

後期：10月

①7つの習慣とパラダイムについて理解する。
②刺激と反応の間にスペースを空け、感情に流されないことを学ぶ。

・MetaMoji等を使用し、問いに対して自身の考え
をアウトプットし共有することで、様々な人の考
えについて知る。
・教員からの発問やクイズなどに対し、ペアワー
クやグループワークにより実体験をして学びを深
める。

前期：5月

後期：10月

①何かを始めるときにはまず「終わりの形」をイメージしてから始めた
方が、その終わりにより効果的にたどり着くことができることを学ぶ。
②なりたい自分に近づくためには、そうなるために必要な「大きな石」
が何かを明確にして、そのことに自分の時間を優先的に費やすことが大
切であることを学ぶ。

・MetaMoji等を使用し、問いに対して自身の考え
をアウトプットし共有することで、様々な人の考
えについて知る。
・教員からの発問やクイズなどに対し、ペアワー
クやグループワークにより実体験をして学びを深
める。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ 学習のねらい 備考

評価の観点

使用教科書・副教材等 フランクリン・コヴィー・ジャパン「THE SEVEN HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE」

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

対象スタイル

科目内容
7つの習慣を体系的に学ぶことで、なりたい自分になるための人間性を育んでいきます。
変化し続ける社会において、自ら学び自ら行動する社会人として通用する人材になるための考え方を学びます。

学習の到達目標

1.三幸学園の教育理念である「技能と心の調和」を体現できるようになる。

2.周囲と意見交換しながら、自分自身の考えをアウトプットする力を身につける。

《通信教育実施計画》

授業科目名 2

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬



インターンシップ スクーリング回数 2 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
表

現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1
・「働くこと」や身近な企業について考える

・マナー・身だしなみについて知る
- ◎ 〇

2 企業研究・社員の方へのインタビュー作成 - ◎ 〇

3 職場体験の振り返り - ◎ 〇

4 企業の魅力が伝わる求人ポスター制作・相互評価 - 〇 ◎

前期6月
後期11月

前期7月
後期12月

・身近な企業について調べたり、企業理念を調べることで、企業がどの
ように社会に貢献をしているのかを知るきっかけにしていく。
・マナーとルールの違いを知ることで、職場体験での自身の行動を変化
させられるようにしていく。

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

個別学習、グループ活動を通し、理解を深める。

・自分自身が訪問する企業について下調べを行い、企業の概要を知る。
・仕事内容や理念、ビジョンなどを考えその企業がどのように社会に貢
献しているのかを考える。

タブレット端末等を利用し、調べ学習を行う。

職場体験で実施したこと、学んだことをまとめ、どう感じたかを振り返
る。

・実際に体験し、メモしたこと、感じたことをま
とめる。
・タブレット端末のメモ機能等を利用する。

体験先の魅力を伝えるポスターを作り、何を感じたのか、何を表現した
いのかを履修者全員で相互評価していく。

・PowerPointやCanvaなどのツールを利用する。
・体験し、感じたことをまとめる。

前期5月
後期10月

前期6月
後期11月

レポート
該当回

学習内容 ページ 学習のねらい 備考

評価の観点

レポート
提出月

学習の到達目標

体験させていただいた企業の魅力が伝わる求人ポスターを作成する。

履修者で作成したポスターの創意工夫を共有しあい、相互評価をしていく。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位を認定する。

使用教科書・副教材等 教育と探求社「Job Trial」、キャリアハンドブックC６（マナーについて）

評価方法 添削指導、面接指導及びレポートを基に総合的に評価する。

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容
実際の企業で高校生向けのプログラムを体験し、社員の方へのインタビューをすることで、「働くとは」「やりがい」などを学ぶことができます。またグループワークや発表が多いため、様々な力が身につ
きます。

《通信教育実施計画》

授業科目名 2



ドローン スクーリング回数 2 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・

表

現

主

体

的

に

学

習

に

取

り

組

む

態

度

1
第1章　ドローンとは何か
第2章　ドローンの仕組み

10～33 ◎ ○ ○

2 第3章　ドローンの要素技術 36～67 ◎ ○ ○

3 第4章　ドローンの飛ばし方 70～105 ○ ◎ ○

4
第5章　安全に飛ばすには
第6章　ドローンの利用方法

108～147 ◎ ○ ○

5 自由探究① - ○ ◎

6 自由探究② - ○ ◎

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

前期：7月

後期：12月

授業で学んだ内容・知識を踏まえて
自分だったらドローンをどのように活かすか、個人探究を行い、理解を
深める。

前期：7月

後期：12月

授業で学んだ内容・知識を踏まえて
自分だったらドローンをどのように活かすか、個人探究を行い、理解を
深める。

・情報が古いものもあるので、必ず最新の内容を
伝える。特に法的な内容には教員も十分に理解し
た上で授業を行う。
・トイドローン活用し、3～5人のグループで1機使
用し、実際の操作方法を確認し、ドローンの可能
性に気付く。
・世界でドローンがどのようなことに活用されて
いるのかを調べ、レポートにまとめる
・身近な知り合いで医療現場従事者がいれば、実
際にインタビューをさせることも効果的
・近くに姉妹校の医療系専門学校がある場合は、
連携することも一つの手段
・同じ興味関心を持っている生徒同士でペアやグ
ループを組ませ協働学習を進めても良い
・より深く気づきを得られる時間となるように教
員はサポートを行う

前期：6月

後期：11月

①プロペラの調整と組立について理解する
②バッテリーの特徴について理解する
③飛行前の調整と飛行に注意すべき場所について理解する
④離着陸の練習とプライバシーの配慮について理解する

・教科書・副教材の内容を説明し、端末等を活用
しClassroom等で全体共有する。
・プロペラの向きや締め具合が飛行性能に影響す
る。取り付け時は対称性とトルクを確認するこ
と。バッテリーの特徴は容量、電圧、重量が飛行
時間に関係するため、充電と保存方法に注意す
る。飛行前の調整についてはジャイロキャリブ
レーションやセンサー確認を行い、安全な場所で
の飛行を心がける。
・安全な場所での練習、他人のプライバシーを尊
重し、公共エリアでの飛行に配慮する。

前期：6月

後期：11月

①落下の危険性とリスクついて理解する
②飛行計画の立案、飛行ブログついて理解する
③航空法と航空法以外の規制について理解する
④安全技術について理解する
⑤ドローンの利用方法について理解する

・教科書・副教材の内容を説明し、端末等を活用
しClassroom等で全体共有する。
・落下の危険性とリスクは、バッテリー切れや機
器故障が原因で落下する可能性があるため、事前
のチェックと定期的なメンテナンスが重要であ
る。
・飛行計画と飛行ログについては 飛行場所、天
候、目的を事前に計画し、飛行ログを残して安全
性と透明性を確保する必要がある。また高度制限
や飛行禁止区域、飛行機、ヘリコプターの接近を
避け、航空法と地方規制を遵守しなければならな
い。
・障害物回避、GPS制御、自動帰還などの安全機能
を活用して事故を防ぎ、目的に応じた正しい利用
法を理解し、他者のプライバシーや安全を守りな
がら操作する。

備考

評価の観点

前期：5月

後期：10月

①ドローンの種類について理解する
②飛行の原理について理解する
③マルチコプターの操縦について理解する

・教科書、副教材の内容を説明し、端末等を活用
しClassroom等で全体共有する。
・ドローンには、マルチコプター（クアッドコプ
ター、ヘキサコプター、オクトコプターなど）
や、固定翼機、ハイブリッド型など、異なる構造
があるため、それぞれの特徴（飛行時間、安定
性、速度、操縦の難易度など）を把握しておくと
良い。
・バッテリーの管理は、ドローンの飛行時間に大
きく影響する。飛行中にバッテリー残量が少なく
なると、緊急降下や墜落の原因になるため、事前
に充電状態や飛行時間を確認し、常に安全な範囲
内で飛行を行うということに留意する。

前期：5月

後期：10月

①プリポの仕組みについて理解する
②プロペラとバッテリーの仕組みついて理解する
③フライトコントローラーの仕組みについて理解する
④コンパスの役割とGPSついて理解する

・教科書、副教材の内容を説明し、端末等を活用
しClassroom等で全体共有する。
・プリポは推力を生み出し、回転速度や形状が効
率に影響する。またプロペラの回転とバッテリー
容量が飛行時間と推力に関わる。
・フライトコントローラーはセンサーで飛行を制
御し、安定性を保つ。コンパスは方向を、GPSは位
置情報を提供し、安定した飛行を支援するという
ことを理解する。
・プロペラはその形状とサイズは推力に直接影響
し、より大きなプロペラは多くの推力を得られる
が、回転数が増えると効率が低下することもある
ため、バランスが大切であることを理解する。

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ 学習のねらい

学習の到達目標

１．ドローンの基礎知識を身につける

２．ドローンの法律・規制、安全対策について理解する

３．基本的な操作技術を習得する

使用教科書・副教材等 日刊工業新聞社「トコトンやさしいドローンの本」

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

対象スタイル

科目内容 ドローンの基礎知識（法律・規制・安全対策・操作方法）について学ぶ。

《通信教育実施計画》

授業科目名 2



ITテクノロジー スクーリング回数 2 レポート回数 6 単位数

各期15週、年間30週
前期：4月～8月　後期：10月～1月

レポート提出日 試験期間

ベーシックスタイル、スタンダードスタイル、
ネットスタイル

知

識

・

技

能

思

考

・

判

断

・
表

現

主

体

的

に

学

習
に

取

り

組

む

態

度

1

１．人工知能（ＡＩ）・機械学習・ディープラー
ニング（深層学習）
２．シンギュラリティ
３．ＤＸ・ＲＰＡ・ＭＯＯＣｓ・プログラミング
教育
４．ＹｏｕＴｕｂｅｒとＶＴｕｂｅｒ・eスポー
ツ・サブスクリプション・テレワーク

16～45 ◎ ○ ○

2

１．ＶＲ（仮想現実）・ＡＲ（拡張現実）・ＭＲ
（複合現実）
２．ライドシェア・ＱＲコードとＱＲ決済・クラ
ウドファンディング
３．アグリテック・ドローン・ＨＲテック・ヘル
ステック・教育テック
４．Ｂ２Ｂ、Ｂ２Ｃ、Ｃ２Ｂ、Ｃ２Ｃ・オープン
イノベーション

48～77 ○ ◎ ○

3

１．　ＣＰＵ・ムーアの法則・キャッシュ・ＯＳ
とアプリケーションソフトウェア
２．記憶装置・ＮＡＳ
３．プログラミング言語・スクリプト
４．アジャイル
５．３Ｄプリンター
６．オンラインストレージ・ビッグデータ・ＳＮ
Ｓ

80～163 ◎ ○ ○

4

１．ＰＤＣＡ・データマイニング・ＳＥＯ・ＵＩ
とＵＸ
２．ＴｏとＣｃとＢｃｃ・ｃｏｏｋｉｅ・ボット
３．不正アクセス・ＳＰＡＭ・ランサムウェア
４．企業と人物

172～304 ◎ ○ ○

5 自由探究① - ○ ○ ◎

6 自由探究② - ○ ○ ◎

面接指導実施日 前期：5・6・7月　後期：10・11・12月の第2金曜日 前期：9月上旬　後期：2月上旬

《通信教育実施計画》

科目名 2

対象スタイル

科目内容 日々進展するデジタル社会の一員として、よりよく生きていくためのITテクノロジーに関する資質・能力を広く学び、実践する。

レポート
該当回

レポート
提出月

学習内容 ページ

学習の到達目標

１．ITテクノロジーの基礎知識を身につける。

２．新しい技術やツールに対する柔軟な適応能力と学び続ける力を身につける。

３．VUCAの時代の答えのない問いに対して、自分自身の考えをアウトプットする力を身につける。

使用教科書・副教材等 SBクリエイティブ「見るだけIT用語図鑑 278」

評価の観点

前期：5月

後期：10月

前期：5月

後期：10月

前期：6月

後期：11月

～狙いの補足～
コンピュータシステム、プログラムの開発、デー
タ管理と処理技術、および技術的なイノベーショ
ンに関する知識を深め、問題解決能力を養う。

～実践方法～
・Padletを使用し、問いに対して自身の考えをア
ウトプットし共有することで、様々な人の考えに
ついて知る。

評価方法 添削指導、面接指導及び定期試験を基に総合的に評価する。

単位認定方法 規定回数以上の面接指導出席、規定回数全てのレポート合格（60点以上）を条件に単位認定試験を受験し、合格（30点以上）した場合に単位を認定する。

＜コンピューター・インターネット・実務で役立つIT用語を理解する＞
・コンピュータ技術とその運用・開発に関する基礎知識に関して理解す
る。
・テクノロジーの構造やデータ処理、ソフトウェア開発、そして最新の技
術応用に関して理解する。

前期：7月

後期：12月

前期：7月

後期：12月

＜インターネット技術、ITセキュリティ、経営について理解する＞
・情報管理とデジタル技術における最適化、ユーザー体験に関して理解す
る。
・リスク管理について理解する。
・IT業界を発展させた企業や人物について理解する。

～狙いの補足～
データ活用の方法やユーザー中心のデザイン等に
関する知識を深め、オンラインでの効率的な運用
やリスク管理能力を養う。

～実践方法～
・Padletを使用し、問いに対して自身の考えをア
ウトプットし共有することで、様々な人の考えに
ついて知る。

授業で学んだ内容・知識を踏まえて
自分だったらITテクノロジーをどのように活かすか、
個人探究を行い、理解を深める。

授業で学んだ内容・知識を踏まえて
自分だったらITテクノロジーをどのように活かすか、
個人探究を行い、理解を深める。

～全体授業、実践授業例～
①生成AI
講義：ChatGPTとは,ChatGPTの「GPT」って
何,ChatGPTでできることできないこと,
演習：ChatGPTを使った創作演習（例：校歌を作
る,短編小説を作る　等）
②生成AI
講義：画像生成AIと著作権の基本、画像生成AIの
課題と未来
演習：生成系AIを使った創作演習（例：世の中に
まだないキャラクターを生み出す）
③WEBデザイン
講義：Canvaについて、基本操作・活用方法
演習：HPデザイン、バナーデザインを作る演習
④キャリア教育
～IT業界関係者をお招きした特別講義～
講義：エンジニア・プログラマーの種類、仕事内
容、職業に就くために必要なこと、専門学校の学
び
⑤プログラミング
講義：第1章 スクラッチの概要と操作、スクラッ
チとは、プログラムの作成
演習：簡単なゲームを作る演習（ネコにタッチ
ゲーム、ネコ追いかけゲーム）

備　考 ・年度途中での入学者については、教員と相談のうえレポート提出月を変更する。

学習のねらい 備考

＜現在社会とITテクノロジーについて理解する＞
・デジタル技術の進化とその社会・経済への影響に関して理解する。
・現代のテクノロジーや新しい働き方、エンターテインメントの形態を理
解する。

～狙いの補足～
学習を通じて、未来の技術や働き方に対する適応
力、創造的思考、問題解決能力、およびデジタル
文化や新しいビジネスモデルへの理解を深め、現
代社会での変化に柔軟に対応できる力を養う。

～実践方法～
・Padletを使用し、問いに対して自身の考えをア
ウトプットし共有することで、様々な人の考えに
ついて知る。

＜ニュースを読むためのIT用語を理解する＞
・ITテクノロジーと技術革新による社会の変革を理解する。
・新しい技術やビジネスモデルが日常生活や産業に与える影響を理解す
る。

～狙いの補足～
最新技術の理解や新しいビジネスモデルの活用に
関する知識を深め、技術と社会のつながりを理解
し、問題解決能力を養う。

～実践方法～
・Padletを使用し、問いに対して自身の考えをア
ウトプットし共有することで、様々な人の考えに
ついて知る。

前期：6月

後期：11月


