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はじめに 

 
本校は，平成 年度に文部科学省スーパーサイエンスハイスクール（ ）指定を得て

以来，平成 年度からの第２期５年間，平成 年度からの第３期５年間と引き続いて

指定を受け，理数教育に重点を置いた教育カリキュラムの研究開発を推進して参りました。

第３期目の研究課題は，「『科学的な知の体系』の習得と，国際的視野や高度な倫理観の涵

養を通して，『持続可能な社会』を先導する人材の育成を図る教育課程の研究開発』です。

その柱は次の２つです。

Ⅰ カリキュラムの開発：①科学的な知の体系，②国際的な視野，③高度な倫理観を基

本構成要素とした教育課程の策定

Ⅱ カリキュラムの実践：「統合的な意志決定能力」「課題発見／課題解決力」の形成

「統合的な意志決定能力」（＝「得られた知識や経験をもとに統合的に判断し，自ら進ん

で意志決定する力」），さらにまた，「課題発見／課題解決力」（＝「自らの力でさらなる課題

を発見し，それをも解決していく力」）は，今般の学習指導要領で唱えられる「生きる力」

にもかかわりますが，何より「持続可能な社会」を先導するのに必要な汎用的な資質・能力

です。この資質・能力の形成をもって「人材」の育成を図るカリキュラムの開発／実践研

究，これが今期研究の目指すところでした。

開発，実践したカリキュラム科目には，

① 先端科学の各分野の研究者を招いて行う「フロンティアサイエンス講義」

② 長期休業期間を利用して研究者から自然科学の研究技法を体験的に学ぶ「先端研究実習」

③ 日本の最先端を誇る研究施設を見学し研修を深める「サイエンスプロジェクトツアー」

④ 自分たちで設定した研究テーマについて，高等学校第２学年から２年間をかけて行う

「課題研究」

などがあげられます。

本報告書は，こうした第３期４年目の活動と成果を取りまとめたものです。「課題研究」

については別に『 課題研究論文集 』（ ）を，海外研修については『海外研修実

施報告書』（ ）を発行しました。

最後になりましたが，今年度の『研究開発実施報告書』を刊行するにあたり，関係者の皆

様のこれまでのご指導・ご支援に，あらためての感謝を申し上げます。とともに，今後とも

引き続きご指導・ご助言を賜りますようお願い申し上げます。

平成 年３月

広島大学附属高等学校

校長 竹 村 信 治
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グループ討議

英語による１分間アピール ポスター発表 ポスター発表（留学生に英語で説明） 広島国泰寺高等学校 生徒発表会
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日頃の研究（地学）日頃の研究（生物） 日頃の研究（数学）日頃の研究（物理） 日頃の研究（化学）

アカデミック・ライティング講座広島支部学生シンポジウム現象数理学研究発表 広島県生徒理科研究発表会 プレゼンテーション特別講義

別紙様式１－１

広島大学附属高等学校 指定第３期目 ～

❶平成２７年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告（要約）

① 研究開発課題

「科学的な知の体系」の習得と，国際的視野や高度な倫理観の涵養を通して，「持続可能な社会」を先導する人材の育

成を図る教育課程の研究開発

② 研究開発の概要

「持続可能な社会」を先導する科学者・技術者を育成するための研究開発を実施する。国際的視野と高度な倫理観を

備え，「科学的な知の体系」を習得する教育課程，教育方法を研究開発し，得られた成果を広く普及させるための方策

を整える。そのために次の（１）～（３）の研究開発を行う。

（１）「科学的な知の体系」を習得する教育内容・方法の開発

（２）国際的視野を育むプログラムの開発

（３）高度な倫理観を涵養し，「持続可能な社会」を先導するためのカリキュラムの開発

③ 平成２７年度実施規模

全校生徒（生徒数約 名）を対象とする。高等学校第２，３学年には コース（１クラス約 名×２クラス）を

設置し，当該コースにおいては理数系に重点を置いた教育課程を編成する。また，併設の附属中学校（生徒数約 名）

との連携も行う。

④ 研究開発内容

○研究計画

ア 「科学的な知の体系」を習得する教育内容・方法の開発

（ア）科学への興味・関心を高め，高大接続の意識を養うプログラムの開発

（イ）科学の基礎的・基本的内容の理解の充実を図る教育内容・方法の開発

（ウ）科学的な思考，判断，表現，及び問題発見，問題解決，統合的意志決定能力を育てる教育内容・方法の開発

イ 国際的視野を育むプログラムの開発

（エ）異文化に対する理解を深め，他と共生する能力を育むプログラムの開発

（オ）国際舞台で活躍できる科学者に必要なコミュニケーション能力の育成をめざした学習内容・方法・プログラムの

開発

ウ 高度な倫理観を涵養し，「持続可能な社会」を先導するためのカリキュラムの開発

（カ）高度な倫理観を涵養する学習内容・方法の開発

（キ）「持続可能な社会」を先導する人材を育成する 内容・方法の開発

○１年次

ア ｱ 「フロンティアサイエンス講義」，「研究室訪問学習」，「先端研究実習」，「サイエンスプロジェクトツアー」

についてはこれまでの取組から得られた成果と課題を精査し，計画，実施する。

ｲ 「科学知の探究Ⅰ」では，数学科，理科の５ヶ年計画に従って実施する。特に，基礎・基本に関係する学習内容

と指導方法について計画，試行する。

ｳ 「科学知の探究Ⅱ」及び学校設定科目「現象数理解析」では，各教科，担当教科が作成した５ヶ年計画に従って

実施する。「課題研究」は教育課程に位置づけ実施する。

イ ｴ 「海外語学研修」は，実施内容を精査し，計画，実施する。

ｵ 学校設定科目「科学英語表現」では，５ヶ年計画を作成し，素材を収集，精選し，計画，試行する。

ウ ｶ 「科学と倫理」では，特設 の年間計画の作成，外部講師の選定，授業計画，試行を行う。「倫理の探究」で

は，各教科による５ヶ年計画に従って実施する。特に素材収集，精選を行う。

ｷ 「 研究」では，これまでの成果と課題を踏まえ，各教科の特性に応じた学習内容・方法を計画し，実施する。

「 海外研修」では，海外と連携した 教材の内容開発を計画し，実施の可能性を検討する。「 汎論」では，

各教科の５ヶ年計画に従って実施する。

○２年次

ア ｱ 「フロンティアサイエンス講義」，「研究室訪問学習」，「先端研究実習」，「サイエンスプロジェクトツアー」

については科学の先端性，多様性に注意し内容の精選を行う。

ｲ 「科学知の探究Ⅰ」では，数学科，理科の５ヶ年計画に従って実施する。特に，基礎・基本に関係する学習内容

と指導方法について，第１年次の試行の成果と課題を踏まえ，計画，実施する。

ｳ 「科学知の探究Ⅱ」，学校設定科目「現象数理解析」では，各教科，担当教科が作成した５ヶ年計画に従って実
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１

１ 概
本校は，各学年 クラスであり，全校生徒を対象に 事業を実施している。なお，第２，３学年ではスー ーサイ

エンスコース コース １クラスを設 し， コースにおいては理数系に重点を いた教育課 を 成している 表

中の（ ）が生徒数・学 数で 通科の内数 。また， 設の 中学校 各学年３クラス との連携も行っている。

課 学科
第１学年 第２学年 第３学年

生徒数 学 数 生徒数 学 数 生徒数 学 数 生徒数 学 数

全日
通科

（ ） （ ）

２
「科学的な知の体系」の習得と，国際的視野や高度な倫理観の 養を通して，「持続可能な社会」を先導する の

育成を図る教育課 の研究開発

国際的視野と高度な倫理観を備え，「持続可能な社会」を先導する科学者・技術者を育成する基盤として を行い，

「科学的な知の体系」を習得する教育課 ，教育方法を研究開発，実施することにより，

ア 科学の基礎的・基本的な内容を 理解した生徒が育成さ る。

イ 知を統合し，論理的な思考に基づいて判断し，行 する能力を持つことができる。

ウ かな 力と高度な倫理観を持 ，「持続可能な社会」を実現するために先導的な を う 度が育成さ る。

研究開発課題ならびに研究 を 成するために，表１に示した目標 ウを設定し， 目 キ に基づく

各種プログラムを構築し，そ らの実 を行っている。表２に各種プログラムの今年度の実施概要を示している。

表１：

「

科学への興味・関心を高め，高 続の意識を

養うプログラムの開発

「 ロンティアサイエンス講義」，

「研究 訪問学習」，「先端研究実習」，

「サイエンスプロ クト アー」

イ 科学の基礎的・基本的内容の理解の充実を図る

教育内容・方法の開発
「科学知の探究Ⅰ」

ウ 科学的な思考，判断，表現，及び問題発見，問

題解決，統合的意志決定能力を育てる教育内容・

方法の開発

「科学知の探究Ⅱ」，

学校設定科目「現象数理解析」，

「課題研究」

イ

エ 文化に対する理解を め，他と共生する能力

を育むプログラムの開発
「海外語学研修」

オ 国際舞台で活躍できる科学者に必要なコミュ

ニケーション能力の育成をめ した学習内容・方

法・プログラムの開発

学校設定科目「科学英語表現」

ウ

カ キ

カ 高度な倫理観を 養する学習内容・方法の開発 「科学と倫理」，「倫理の探究」

キ 「持続可能な社会」を先導する を育成する

内容・方法の開発

「 研究」，「 汎論」，

「 海外研修」

表２： 概

概

ロンティアサイ

エンス 講義

先端科学に携 る研究者を いて年３回（数学，生物，地学）の特別講義を

実施した。

第１，２学年

中学校３年生

研究 訪問学習 学等において希望する研究 を訪問した。 第１学年

先端研究実習

研究者や 学 生の 導の ，実際の先端的研究を 数で 体 するこ

とを通して，研究者の思考や 度を学 プログラムを つ（数学，物理，化

学，生物，地学）実施した。

第２学年 コース

サイエンスプロ

クト アー

日本の 先端科学を 研究施設等に いて学 ため，理化学研究

事業 ・ 戸事業 ・ 科学研究 構）及び 戸 学（統合研究拠点

・ 安全研究センター）での研修を２ ３日で実施した。

第２学年 コース

イ 科学知の探究Ⅰ
数学と理科において基礎的・基本的な内容の理解の充実を図る教育内容・方

法等を開発し，通常の授業内で実施した。

中学校・高等学校

全生徒

ウ

科学知の探究Ⅱ

科学的な思考，判断，表現，及び問題発見，問題解決，統合的意志決定能力

の育成のための学習内容・方法等を，各教科の特性に応じて全教科で開発し，

通常の授業内で実施した。

中学校・高等学校

全生徒

学校設定科目

「現象数理解析」

「現象」をモデル化し，数学的に表現し，科学的な判断力や統合的意志決定

能力を養うために，数理モデリングの手法を習得させ，環境問題や社会問題

について考察させた。

第２学年 コース

課題研究

第２学年は 研究（物理 ，化学 ，生物 ，地学 ，数学 ），第３学年は

昨年度に引き続いて 研究（物理 ，化学 ，生物 ，数学 ）に取り組ん

だ。第２学年では１年間の継続した研究と校内・校外での発表会に参加し，

成果発表を行った。第３学年では研究，論文作成，校内外での発表，各種コ

ンテストへの応募等を行った。

第２，３学年

コース

エ
学校設定科目

「科学英語表現」

国際舞台で活躍できる科学者に必要な英語能力の育成が目標であり，平常の

授業に加え，外部講師による特別講義３回，英語合宿を実施した。他のプロ

グラムである「韓国海外・訪日研修」，「課題研究」との相乗効果も図った。

第２学年 コース

オ 海外語学研修
春季休業中にイギリスもしくはオーストラリアでのホームステイ及び現地

の高校や施設で語学研修プログラムを実施した。
第１学年希望者

カ

科学と倫理 外部講師による特別講義を２回，そのための事前・事後学習を実施した。 第１，２学年

倫理の探究
各教科の特性に応じて科学と倫理に関係した学習内容・方法等を全教科で開

発し，通常の授業内で実施した。

中学校・高等学校

全生徒

キ

海外研修

連携校である韓国の天安中央高等学校と今年度で連続６年目となる「韓国海

外研修」・「韓国訪日研修」を実施した。「水素」をテーマに物理・化学領域で

の共同科学プログラムを開発・実施した。また，平成 ， 年度の重点枠

事業において連携したタイのプリンセスチュラボーン・サイエンスハイスク

ール・ムクダハン校と連携し，タイを訪問し， での研究発表なら

びにムクダハン校との連携事業を実施した。

第２学年

コース韓国

第２学年

希望者 タイ

研究

持続可能な社会の構築にむけて多様な観点から思考・判断する能力を養うた

め，「瀬戸内海」をキーワードに複数教科によるリレー形式の授業，ディベー

ト，校内外での実習等を実施した。

第２学年

汎論
各教科の特性に応じて に関係した学習内容・方法等を全教科で開発し，

通常の授業内で実施した。

中学校・高等学校

全生徒

表２の対象が示す通り コースのみのプログラムの一方で，

「 研究」のように第２学年全員対象のものや「科学知の探究

Ⅱ」のように全教科が全学年を対象に実施するものもある。第

３期 においては，第１，２期における成果と課題に基づき，

生徒全員・教員全員が取り組む学校全体としての 事業とな

るよう各プログラムを構築し，図１の概念図が示す通り，互い

のプログラムを連関させている。たとえば，第１学年の「 講

義」を通して科学への興味・関心を高め，「科学知の探究Ⅰ」で

基礎・基本を身に付け，第２学年の「課題研究」の基礎固めを行

う。「先端研究実習」では「課題研究」に必要な高度な知識やス

キルを身に付ける。「科学英語表現」では英語での発表方法や

コミュニケーションスキルを身に付け，「課題研究」の成果発

表や「 海外研修」での現地高校生との共同プログラムにおい

て活用する。さらに「 海外研修」や「 研究」では，「持

続可能な開発」のために不可避な課題への意志決定を行うため

に，目標（ア）のプログラムを通して身に付けた科学的な知識，

科学的データに依拠した考え方，さらにそこに目標（ウ）の「

汎論」，「科学と倫理」や「倫理の探究」で獲得した 視点

や倫理的・社会的側面を加えて，統合的に意志決定する能力を

育成することをねらいとしている。こうした互いに連関するプ

ログラムの相乗効果により，「国際的視野」と「高度な倫理観」

を備え，かつ「科学的な知の体系」を習得した科学的な見方・考え方を基盤に統合的に

意志決定し，「持続可能な社会」を先導する科学者・技術者を育成することをねらいとしている。

図１： 概念図
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１

１ 概
本校は，各学年 クラスであり，全校生徒を対象に 事業を実施している。なお，第２，３学年ではスー ーサイ

エンスコース コース １クラスを設 し， コースにおいては理数系に重点を いた教育課 を 成している 表

中の（ ）が生徒数・学 数で 通科の内数 。また， 設の 中学校 各学年３クラス との連携も行っている。

課 学科
第１学年 第２学年 第３学年

生徒数 学 数 生徒数 学 数 生徒数 学 数 生徒数 学 数

全日
通科

（ ） （ ）

２
「科学的な知の体系」の習得と，国際的視野や高度な倫理観の 養を通して，「持続可能な社会」を先導する の

育成を図る教育課 の研究開発

国際的視野と高度な倫理観を備え，「持続可能な社会」を先導する科学者・技術者を育成する基盤として を行い，

「科学的な知の体系」を習得する教育課 ，教育方法を研究開発，実施することにより，

ア 科学の基礎的・基本的な内容を 理解した生徒が育成さ る。

イ 知を統合し，論理的な思考に基づいて判断し，行 する能力を持つことができる。

ウ かな 力と高度な倫理観を持 ，「持続可能な社会」を実現するために先導的な を う 度が育成さ る。

研究開発課題ならびに研究 を 成するために，表１に示した目標 ウを設定し， 目 キ に基づく

各種プログラムを構築し，そ らの実 を行っている。表２に各種プログラムの今年度の実施概要を示している。

表１：

「

科学への興味・関心を高め，高 続の意識を

養うプログラムの開発

「 ロンティアサイエンス講義」，

「研究 訪問学習」，「先端研究実習」，

「サイエンスプロ クト アー」

イ 科学の基礎的・基本的内容の理解の充実を図る

教育内容・方法の開発
「科学知の探究Ⅰ」

ウ 科学的な思考，判断，表現，及び問題発見，問

題解決，統合的意志決定能力を育てる教育内容・

方法の開発

「科学知の探究Ⅱ」，

学校設定科目「現象数理解析」，

「課題研究」

イ

エ 文化に対する理解を め，他と共生する能力

を育むプログラムの開発
「海外語学研修」

オ 国際舞台で活躍できる科学者に必要なコミュ

ニケーション能力の育成をめ した学習内容・方

法・プログラムの開発

学校設定科目「科学英語表現」

ウ

カ キ

カ 高度な倫理観を 養する学習内容・方法の開発 「科学と倫理」，「倫理の探究」

キ 「持続可能な社会」を先導する を育成する

内容・方法の開発

「 研究」，「 汎論」，

「 海外研修」

表２： 概

概

ロンティアサイ

エンス 講義

先端科学に携 る研究者を いて年３回（数学，生物，地学）の特別講義を

実施した。

第１，２学年

中学校３年生

研究 訪問学習 学等において希望する研究 を訪問した。 第１学年

先端研究実習

研究者や 学 生の 導の ，実際の先端的研究を 数で 体 するこ

とを通して，研究者の思考や 度を学 プログラムを つ（数学，物理，化

学，生物，地学）実施した。

第２学年 コース

サイエンスプロ

クト アー

日本の 先端科学を 研究施設等に いて学 ため，理化学研究

事業 ・ 戸事業 ・ 科学研究 構）及び 戸 学（統合研究拠点

・ 安全研究センター）での研修を２ ３日で実施した。

第２学年 コース

イ 科学知の探究Ⅰ
数学と理科において基礎的・基本的な内容の理解の充実を図る教育内容・方

法等を開発し，通常の授業内で実施した。

中学校・高等学校

全生徒

ウ

科学知の探究Ⅱ

科学的な思考，判断，表現，及び問題発見，問題解決，統合的意志決定能力

の育成のための学習内容・方法等を，各教科の特性に応じて全教科で開発し，

通常の授業内で実施した。

中学校・高等学校

全生徒

学校設定科目

「現象数理解析」

「現象」をモデル化し，数学的に表現し，科学的な判断力や統合的意志決定

能力を養うために，数理モデリングの手法を習得させ，環境問題や社会問題

について考察させた。

第２学年 コース

課題研究

第２学年は 研究（物理 ，化学 ，生物 ，地学 ，数学 ），第３学年は

昨年度に引き続いて 研究（物理 ，化学 ，生物 ，数学 ）に取り組ん

だ。第２学年では１年間の継続した研究と校内・校外での発表会に参加し，

成果発表を行った。第３学年では研究，論文作成，校内外での発表，各種コ

ンテストへの応募等を行った。

第２，３学年

コース

エ
学校設定科目

「科学英語表現」

国際舞台で活躍できる科学者に必要な英語能力の育成が目標であり，平常の

授業に加え，外部講師による特別講義３回，英語合宿を実施した。他のプロ

グラムである「韓国海外・訪日研修」，「課題研究」との相乗効果も図った。

第２学年 コース

オ 海外語学研修
春季休業中にイギリスもしくはオーストラリアでのホームステイ及び現地

の高校や施設で語学研修プログラムを実施した。
第１学年希望者

カ

科学と倫理 外部講師による特別講義を２回，そのための事前・事後学習を実施した。 第１，２学年

倫理の探究
各教科の特性に応じて科学と倫理に関係した学習内容・方法等を全教科で開

発し，通常の授業内で実施した。

中学校・高等学校

全生徒

キ

海外研修

連携校である韓国の天安中央高等学校と今年度で連続６年目となる「韓国海

外研修」・「韓国訪日研修」を実施した。「水素」をテーマに物理・化学領域で

の共同科学プログラムを開発・実施した。また，平成 ， 年度の重点枠

事業において連携したタイのプリンセスチュラボーン・サイエンスハイスク

ール・ムクダハン校と連携し，タイを訪問し， での研究発表なら

びにムクダハン校との連携事業を実施した。

第２学年

コース韓国

第２学年

希望者 タイ

研究

持続可能な社会の構築にむけて多様な観点から思考・判断する能力を養うた

め，「瀬戸内海」をキーワードに複数教科によるリレー形式の授業，ディベー

ト，校内外での実習等を実施した。

第２学年

汎論
各教科の特性に応じて に関係した学習内容・方法等を全教科で開発し，

通常の授業内で実施した。

中学校・高等学校

全生徒

表２の対象が示す通り コースのみのプログラムの一方で，

「 研究」のように第２学年全員対象のものや「科学知の探究

Ⅱ」のように全教科が全学年を対象に実施するものもある。第

３期 においては，第１，２期における成果と課題に基づき，

生徒全員・教員全員が取り組む学校全体としての 事業とな

るよう各プログラムを構築し，図１の概念図が示す通り，互い

のプログラムを連関させている。たとえば，第１学年の「 講

義」を通して科学への興味・関心を高め，「科学知の探究Ⅰ」で

基礎・基本を身に付け，第２学年の「課題研究」の基礎固めを行

う。「先端研究実習」では「課題研究」に必要な高度な知識やス

キルを身に付ける。「科学英語表現」では英語での発表方法や

コミュニケーションスキルを身に付け，「課題研究」の成果発

表や「 海外研修」での現地高校生との共同プログラムにおい

て活用する。さらに「 海外研修」や「 研究」では，「持

続可能な開発」のために不可避な課題への意志決定を行うため

に，目標（ア）のプログラムを通して身に付けた科学的な知識，

科学的データに依拠した考え方，さらにそこに目標（ウ）の「

汎論」，「科学と倫理」や「倫理の探究」で獲得した 視点

や倫理的・社会的側面を加えて，統合的に意志決定する能力を

育成することをねらいとしている。こうした互いに連関するプ

ログラムの相乗効果により，「国際的視野」と「高度な倫理観」

を備え，かつ「科学的な知の体系」を習得した科学的な見方・考え方を基盤に統合的に

意志決定し，「持続可能な社会」を先導する科学者・技術者を育成することをねらいとしている。

図１： 概念図
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平成 金 「医 と データ解析を通して かる と 」

広島大学原爆放射線医科学研究所・教授 大 先生

平成 月 「自然の みを人間社会に かす に， と海のつながりを理解しよ 」

広島大学大学院生物 科学研究科・准教授 先生

平成 金 「 線 ンマ線で る 動的 」

広島大学大学院理学研究科・教授 泰 先生

平成 土 「広島市元 における 外 察～ と 発 を中 に～（ 学 習）」広島市元

平成 土 「ゼブラフィッシュの行動と生理に するアルコールの影響（生物学 ）」

広島大学大学院生物 科学研究科

平成 月 「数学の研究の進 の性質を る （数理科学 ）」広島大学大学院理学研究科

平成 土 「 の と の 習（ ノデバイス・システム ）」

広島大学 ノデバイス・バイ 合科学研究所

平成 日 「 トロ安 チルの合成及び機 分析による （ 有機化学 ）」

広島大学大学院理学研究科

平成 火 ， 水 広島大学訪問

平成 ～ 月 事前学習

平成 水

～ 金

・理化学研究所 ， 科学研究機構 京コン ュータ ， 等）

・ 大学（ 合研究 点，都市安全研究センター等）

【第２学年 コース】

平成 月 全体・分 別 イダンス，テーマ ，グループ ，テーマの

平成 土 課題研究発表会（文化祭でのポスター展示）

平成 木 課題研究中間発表会

平成 土 中学校・高等学校教育研究大会にてポスター 示，研究 展示

平成 木 の日（課題研究最 発表会）

【第３学年 コース】

平成 月～ 研究の ，最 論文 出， コンテストへの応

平成 土 課題研究発表会（文化祭でのポスター展示）

平成 土 第 回 広島 部学生シンポジ ム（ ）（主催： 気 子技術者協会 広島 部）

参加，ポスター発表「 文の数理的解析」，「 における変 シフトの有効性につい

て」２グループともに 優 高校生プレゼンテーション賞

平成 土 平成 年度広島県生徒理科研究発表会（広島）（主催：広島県高等学校自然科学 ）参加，

ポスター発表（「課題研究」科学研究 グループ）

平成 土 広島県高等学校生徒理科研究発表会 ーラル発表会（広島）（主催：広島県高等学校自然科学

）参加，口頭発表「広島市 島における広島 の分 と分 」最優秀賞（全国 合

文化祭出 ），「籠の構造と強度について」優秀賞（全国 合文化祭出 ）「金 線

を用い 化学振動」優秀賞，「サカ の 理を る～行動と生理機 の 的解析～」優秀賞

平成 月

～ 木

（主催： 等）参

加，ポスター発表「 」

平成 土 第 回 教育の 法論 ークショップ（宮城）（主催：日本 学会 教育分科会等）に

参加，口頭発表（ デ による）「 を利用し 文の解析 賞と直木賞 」

平成 月 日本物理学会第 回 セッション（宮城）（主催：日本物理学会）参加，ポスター発表「マ

イクロバブルとその利用」，「籠の構造と強度について」

平成 水

～ 木

平成 年度 生徒研究発表会（大阪）（主催：文部科学省・国立研究開発法人科学技術振

興機構）参加，ポスター発表「３次元空間を充填する泡の立体構造」

平成 土 マス・フェスタ（全国数学生徒研究発表会）（大阪）（主催：大阪府立大手前高等学校）参加，

口頭発表・ポスター発表「コード進行の数理的解析」

平成 土 日本動物学会第 回新潟大会（新潟）（主催：日本動物学会）参加，ポスター発表「ゼブラフ

ィッシュの警報物質の効果と恐怖条件付け」優秀賞

平成 日 第５回高校生による 現象数理学研究発表会（東京）（主催：明治大学）参加，口頭発表・

ポスター発表「避難訓練の数理シミュレーション」優秀賞

平成 火 第 回広島県科学賞（表彰式）（東広島）（主催：広島県，広島県教育委員会，広島県科学賞

委員会）「箒に本気を出させるには～最適な使用条件の物理的考察～」特選（読売新聞社賞），

「冷凍ドリンクの解凍時の濃度変化について」特選（広島県教育委員会賞），学校賞

平成 木 朝永振一郎記念第 回「科学の芽」賞（主催：筑波大学），「油脂の加熱処理がリパーゼによ

る油脂の加水分解反応に及ぼす影響」努力賞

平成 木 第 回日本学生科学賞（東京）（主催：読売新聞社）学校賞

平成 木 第１回アカデミックライティング講座（講師：ジェフリー・ハート先生（公益財団法人放射線影

響研究所事務局広報出版室室長））

平成 木 プレゼンテーション特別講義（講師：ヴィアヘラー幸代先生（有限会社インスパイア・副代表））

平成 月

～ 火

英語合宿（（財）広島市未来都市創造財団 広島市国際青年会館）

指導者：恒松直美先生（広島大学国際センター・准教授），ジェフリー・ハート先生，広島大

学留学生，ラング教育センター ，本校教諭

平成 金 第２回アカデミックライティング講座（講師：ジェフリー・ハート先生）

平成 土 課題研究ポスター発表及び本校 の取り組み（文化祭でのポスター展示）

平成 木 課題研究中間発表会（課題研究ポスター発表， 事業報告， コース卒業生講演，卒業生と

の交流会）広島県立広島国泰寺高等学校，安田女子中学・高等学校：ポスター発表に参加，広

島県立西条農業高等学校：ポスター展示

平成 木 「 の日」課題研究ポスター発表， 事業報告， コース卒業生講演，卒業生との交流会

【国内】

第１～３回 広島創生イノベーションスクールに参加 ４名

第１回：平成 木 ～ 土 ，第２回：平成 土 ～ 日 ，第３回：平成 木 ～ 土

【国外】

平成 火 韓国海外研修事前学習（講師：朴大王先生 広島修道大学・教授 ，藤原隆範 本校教諭 ）

平成 月 ～ 木 韓国海外研修（韓国 天安市）天安中央高等学校訪問

平成 日 ～ 日 タイ海外研修（タイ）： への参加及びプリンセスチュラボーン・サイエン

スハイスクール・ムクダハン校を訪問

平成 火 ～ 水 韓国訪日研修（広島）天安中央高等学校来校

平成 ～ 事前学習・事後学習

平成 （水） （全体の演題）「科学者と歴史家の視点から考える原発・原爆」

（個別の演題）「『自然科学』における論理性の限界～福島，チェルノブイリ，広島•長崎に共

通するもの～」木村真三先生（獨協医科大学・准教授）

「国際問題としての原発・原爆と科学者の動き」樋口敏広先生（京都大学白眉セ

ンター・助教，講演当時）

平成 火 「科学技術をよく考える」直江清隆先生（東北大学大学院文学研究科・教授）
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平成 金 「医 と データ解析を通して かる と 」

広島大学原爆放射線医科学研究所・教授 大 先生

平成 月 「自然の みを人間社会に かす に， と海のつながりを理解しよ 」

広島大学大学院生物 科学研究科・准教授 先生

平成 金 「 線 ンマ線で る 動的 」

広島大学大学院理学研究科・教授 泰 先生

平成 土 「広島市元 における 外 察～ と 発 を中 に～（ 学 習）」広島市元

平成 土 「ゼブラフィッシュの行動と生理に するアルコールの影響（生物学 ）」

広島大学大学院生物 科学研究科

平成 月 「数学の研究の進 の性質を る （数理科学 ）」広島大学大学院理学研究科

平成 土 「 の と の 習（ ノデバイス・システム ）」

広島大学 ノデバイス・バイ 合科学研究所

平成 日 「 トロ安 チルの合成及び機 分析による （ 有機化学 ）」

広島大学大学院理学研究科

平成 火 ， 水 広島大学訪問

平成 ～ 月 事前学習

平成 水

～ 金

・理化学研究所 ， 科学研究機構 京コン ュータ ， 等）

・ 大学（ 合研究 点，都市安全研究センター等）

【第２学年 コース】

平成 月 全体・分 別 イダンス，テーマ ，グループ ，テーマの

平成 土 課題研究発表会（文化祭でのポスター展示）

平成 木 課題研究中間発表会

平成 土 中学校・高等学校教育研究大会にてポスター 示，研究 展示

平成 木 の日（課題研究最 発表会）

【第３学年 コース】

平成 月～ 研究の ，最 論文 出， コンテストへの応

平成 土 課題研究発表会（文化祭でのポスター展示）

平成 土 第 回 広島 部学生シンポジ ム（ ）（主催： 気 子技術者協会 広島 部）

参加，ポスター発表「 文の数理的解析」，「 における変 シフトの有効性につい

て」２グループともに 優 高校生プレゼンテーション賞

平成 土 平成 年度広島県生徒理科研究発表会（広島）（主催：広島県高等学校自然科学 ）参加，

ポスター発表（「課題研究」科学研究 グループ）

平成 土 広島県高等学校生徒理科研究発表会 ーラル発表会（広島）（主催：広島県高等学校自然科学

）参加，口頭発表「広島市 島における広島 の分 と分 」最優秀賞（全国 合

文化祭出 ），「籠の構造と強度について」優秀賞（全国 合文化祭出 ）「金 線

を用い 化学振動」優秀賞，「サカ の 理を る～行動と生理機 の 的解析～」優秀賞

平成 月

～ 木

（主催： 等）参

加，ポスター発表「 」

平成 土 第 回 教育の 法論 ークショップ（宮城）（主催：日本 学会 教育分科会等）に

参加，口頭発表（ デ による）「 を利用し 文の解析 賞と直木賞 」

平成 月 日本物理学会第 回 セッション（宮城）（主催：日本物理学会）参加，ポスター発表「マ

イクロバブルとその利用」，「籠の構造と強度について」

平成 水

～ 木

平成 年度 生徒研究発表会（大阪）（主催：文部科学省・国立研究開発法人科学技術振

興機構）参加，ポスター発表「３次元空間を充填する泡の立体構造」

平成 土 マス・フェスタ（全国数学生徒研究発表会）（大阪）（主催：大阪府立大手前高等学校）参加，

口頭発表・ポスター発表「コード進行の数理的解析」

平成 土 日本動物学会第 回新潟大会（新潟）（主催：日本動物学会）参加，ポスター発表「ゼブラフ

ィッシュの警報物質の効果と恐怖条件付け」優秀賞

平成 日 第５回高校生による 現象数理学研究発表会（東京）（主催：明治大学）参加，口頭発表・

ポスター発表「避難訓練の数理シミュレーション」優秀賞

平成 火 第 回広島県科学賞（表彰式）（東広島）（主催：広島県，広島県教育委員会，広島県科学賞

委員会）「箒に本気を出させるには～最適な使用条件の物理的考察～」特選（読売新聞社賞），

「冷凍ドリンクの解凍時の濃度変化について」特選（広島県教育委員会賞），学校賞

平成 木 朝永振一郎記念第 回「科学の芽」賞（主催：筑波大学），「油脂の加熱処理がリパーゼによ

る油脂の加水分解反応に及ぼす影響」努力賞

平成 木 第 回日本学生科学賞（東京）（主催：読売新聞社）学校賞

平成 木 第１回アカデミックライティング講座（講師：ジェフリー・ハート先生（公益財団法人放射線影

響研究所事務局広報出版室室長））

平成 木 プレゼンテーション特別講義（講師：ヴィアヘラー幸代先生（有限会社インスパイア・副代表））

平成 月

～ 火

英語合宿（（財）広島市未来都市創造財団 広島市国際青年会館）

指導者：恒松直美先生（広島大学国際センター・准教授），ジェフリー・ハート先生，広島大

学留学生，ラング教育センター ，本校教諭

平成 金 第２回アカデミックライティング講座（講師：ジェフリー・ハート先生）

平成 土 課題研究ポスター発表及び本校 の取り組み（文化祭でのポスター展示）

平成 木 課題研究中間発表会（課題研究ポスター発表， 事業報告， コース卒業生講演，卒業生と

の交流会）広島県立広島国泰寺高等学校，安田女子中学・高等学校：ポスター発表に参加，広

島県立西条農業高等学校：ポスター展示

平成 木 「 の日」課題研究ポスター発表， 事業報告， コース卒業生講演，卒業生との交流会

【国内】

第１～３回 広島創生イノベーションスクールに参加 ４名

第１回：平成 木 ～ 土 ，第２回：平成 土 ～ 日 ，第３回：平成 木 ～ 土

【国外】

平成 火 韓国海外研修事前学習（講師：朴大王先生 広島修道大学・教授 ，藤原隆範 本校教諭 ）

平成 月 ～ 木 韓国海外研修（韓国 天安市）天安中央高等学校訪問

平成 日 ～ 日 タイ海外研修（タイ）： への参加及びプリンセスチュラボーン・サイエン

スハイスクール・ムクダハン校を訪問

平成 火 ～ 水 韓国訪日研修（広島）天安中央高等学校来校

平成 ～ 事前学習・事後学習

平成 （水） （全体の演題）「科学者と歴史家の視点から考える原発・原爆」

（個別の演題）「『自然科学』における論理性の限界～福島，チェルノブイリ，広島•長崎に共

通するもの～」木村真三先生（獨協医科大学・准教授）

「国際問題としての原発・原爆と科学者の動き」樋口敏広先生（京都大学白眉セ

ンター・助教，講演当時）

平成 火 「科学技術をよく考える」直江清隆先生（東北大学大学院文学研究科・教授）
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平成 金 広島県立西条農業高等学校との交流事業

平成 土 広島県立広島国泰寺高等学校主催「 事業報告会・生徒発表会」において課題研究のポスター

発表（「タンパク質の音楽の数理的解析」，「トンボの翅とボロノイ図の関係について」）

平成 金 ～ 土 中国地区 校担当者交流会（主催：島根県立出雲高等学校）にて口頭発表

平成 金 第５回広島大学附属学校園合同研究フォーラム（主催：広島大学）にて 事業に関す

る口頭発表

平成 金 平成 年度広島県高等学校教育研究・実践合同発表会（主催：広島県教育委員会）に

て 事業に関するポスター発表

平成 土 平成 年度授業研究会（主催：東京学芸大学附属国際中等教育学校）での 情報交

換会にて 事業に関する口頭発表

各 事業直後に生徒等へのアンケートを実施し，データ整理及び分析を行っている。

平成 金 第１学年対象 教育調査

平成 水 第１回 教育調査（全学年）

平成 水 第２回 教育調査（全学年）

平成 月 運営指導委員に評価・講評の依頼

平成 金 第１回 ・第３期 第４年次の概要 ・予算の執行

平成 水 第２回 ・運営指導委員との連携 評価規準等 ・実施内容の概要（成果と課題）

・今後の予定 ・ 研究開発実施報告書執筆要領

平成 月 第３回 ・今年度の成果と課題 ・来年度の計画 ・ 年度重点枠申請

平成 水 第１回 ・第３期第４年次 事業全体説明 ・ 事業に関する質疑，応答

平成 木 第２回 ・今年度の 事業報告 ・運営指導委員による評価説明，

・来年度の 事業の説明 ・重点枠ヒアリング ・ 事業に関する質疑，応答

藤井浩樹・平松敦史・梶山耕成，「

’ 」

年 月 日．

平成 金 コース希望者本調査

平成 木 選考委員委嘱（副校長，教務部長，生徒部長，研究部長，第 学年主任， コース担任，

学校設定科目担当者）

平成 火 第１回選考委員会（選考方針・日程等の決定）

平成 月 第１学年に コース募集日程，小論文実施日等を連絡，教室掲示

平成 月 第１回 コース希望生徒への説明会

平成 月 小論文実施（小論文課題：なぜ，あなたは クラスを希望しますか。その理由を 字程度

でできるだけ具体的に述べてください）

平成 水 第２回選考委員会（ コース生徒の決定）

平成 金 第１次募集選考結果通知

平成 木 第２回 コース希望生徒への説明会

平成 水 小論文実施（小論文課題： クラスで取り組みたいことについて 字程度で具体的に述べて

ください）

平成 金 第３回選考委員会（ コース生徒の決定）

平成 木 第２次募集選考結果通知
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平成 金 広島県立西条農業高等学校との交流事業

平成 土 広島県立広島国泰寺高等学校主催「 事業報告会・生徒発表会」において課題研究のポスター

発表（「タンパク質の音楽の数理的解析」，「トンボの翅とボロノイ図の関係について」）

平成 金 ～ 土 中国地区 校担当者交流会（主催：島根県立出雲高等学校）にて口頭発表

平成 金 第５回広島大学附属学校園合同研究フォーラム（主催：広島大学）にて 事業に関す

る口頭発表

平成 金 平成 年度広島県高等学校教育研究・実践合同発表会（主催：広島県教育委員会）に

て 事業に関するポスター発表

平成 土 平成 年度授業研究会（主催：東京学芸大学附属国際中等教育学校）での 情報交

換会にて 事業に関する口頭発表

各 事業直後に生徒等へのアンケートを実施し，データ整理及び分析を行っている。

平成 金 第１学年対象 教育調査

平成 水 第１回 教育調査（全学年）

平成 水 第２回 教育調査（全学年）

平成 月 運営指導委員に評価・講評の依頼

平成 金 第１回 ・第３期 第４年次の概要 ・予算の執行

平成 水 第２回 ・運営指導委員との連携 評価規準等 ・実施内容の概要（成果と課題）

・今後の予定 ・ 研究開発実施報告書執筆要領

平成 月 第３回 ・今年度の成果と課題 ・来年度の計画 ・ 年度重点枠申請

平成 水 第１回 ・第３期第４年次 事業全体説明 ・ 事業に関する質疑，応答

平成 木 第２回 ・今年度の 事業報告 ・運営指導委員による評価説明，

・来年度の 事業の説明 ・重点枠ヒアリング ・ 事業に関する質疑，応答

藤井浩樹・平松敦史・梶山耕成，「

’ 」

年 月 日．

平成 金 コース希望者本調査

平成 木 選考委員委嘱（副校長，教務部長，生徒部長，研究部長，第 学年主任， コース担任，

学校設定科目担当者）

平成 火 第１回選考委員会（選考方針・日程等の決定）

平成 月 第１学年に コース募集日程，小論文実施日等を連絡，教室掲示

平成 月 第１回 コース希望生徒への説明会

平成 月 小論文実施（小論文課題：なぜ，あなたは クラスを希望しますか。その理由を 字程度

でできるだけ具体的に述べてください）

平成 水 第２回選考委員会（ コース生徒の決定）

平成 金 第１次募集選考結果通知

平成 木 第２回 コース希望生徒への説明会

平成 水 小論文実施（小論文課題： クラスで取り組みたいことについて 字程度で具体的に述べて

ください）

平成 金 第３回選考委員会（ コース生徒の決定）

平成 木 第２次募集選考結果通知
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研修地 本校大会議室 講師 ヴィアヘラー幸代先生（有限会社インスパイア・副代表）

研修地 本校大会議室 講師 ジェフリー・ハート先生（公益財団法人放射線影響研究所）

研修地
（財）広島市未来都市創造財団
 広島市国際青年会館

講師・
指導助言

ジェフリー・ハート先生，恒松直美先生（広島大学国際センター国際教育部門・准教授），
Mr.Ryan Baker・Mr.Danny Matson（ラング教育センター），広島大学留学生3名

「プレゼンテーション特別講座」　日時：2015年7月23日（木）9:00～12:00

「アカデミックライティングワークショップ」　日時：2015年7月2日（木）13:10～14:10（第1回），2016年2月26日（金）9:40～10:40（第2回）

「英語合宿」　日時：2015年11月30日（月）～12月1日（火）（１泊２日）

8月

（英語合宿） 演習１泊２日

1月 プレゼンテーションのまとめ 演習３時間

SS David Harrison & Charles LeBeau (2009) Speaking of Speech  . MACMILLAN
PG Noboru Matsuoka, Takashi Tachino, Hiroko Miyake (2014) Presentations to Go (CENGAGE Learning)

4月 プレゼンテーションにおけるPhysical messageの基本が出来る

効果的視覚資料の原理を理解しプレゼンテーションにおいて効果的に提示することが出来る
5月

プレゼンテーションの基本知識

Introducing yourself (PG) 他

Effective visuals (SS)他

Introducing Japan (PG)他 「情報伝達」＋「説得」のプレゼンテーションを効果的なスライドを用いて行うことが出来る

6月 he ody (SS) プレゼンテーションでよく用いる表現を身につけ、まとまりのある発表が出来る。

evie  of the or （特別セミナー） １学期間に学習したことを総合して用いることが出来る
7月

プレゼンテーションに必要な表現

（１学期末テスト：テスト，パフォーマンス評価）

演習１時間

グラフの説明(PG) グラフの説明や論理的な展開などの表現を理解し用いることが出来る
9月 理科系論文（プリント資料） 関連教科と合同で，課題研究に関わる英語文献を読み，基本的な語彙や表現を理解する。

10月
課題研究に関わる英文ポスター作成

課題研究レポート 課題研究の内容についてポスター発表の資料を英語で作成し、クラスで発表することが出来る。

科学英語表現の基礎学習

科学的内容の文献講読

ポスター発表の実際11月

１２月
(２学期末テスト:レポート、パフォーマンス評価）

演習４時間

まとめ、総合評価（１時間）
3月

これまでの学習を振り返り、総合的に用いることが出来る。

（３学期末テスト；レポート、パフォーマンス評価）

１時間

課題研究レポート
科学的な内容を扱った英文を読み理解することが出来る

2月 英文アブストラクトの表現 プリント資料講義・演習３時間

講義・演習４時間

講義２時間

演習３時間

講義・演習10時間

講義・演習３時間

科学的な内容について，積極的に英語で議論し内容を深めようとしている

科学的な内容について，積極的に英語で議論しようとしている

科学的な内容について，英語で議論しようとしている

科学的な内容について，論理的に整理し，聞き手に分かりやすく英語で発表している。

科学的な内容について，論理展開や聞き手を意識しながら英語で発表している。

科学的な内容について英語で発表している。

科学的内容について英語で読んだり聞いたりし，これまでの知識と合わせて理解を深めることができる。

科学的内容について英語で読んだり聞いたりし，理解することができる。

科学的内容について英語で読んだり聞いたりし，その概要を理解することができる。

効果的なプレゼンテーションの方法について十分な知識がある

効果的なプレゼンテーションの方法について知識がある

効果的なプレゼンテーションの方法についての知識が不十分である

文化の多様性や相違点・類似点に気付き，柔軟に対応して積極的に話しかけようとしている

文化の多様性や文化的相違点・類似点に気付き，柔軟に対応して話しかけようとしている

文化的な多様性に気付き，柔軟に対応しようとしている

科学的な内容について積極的に
英語で議論しようとしている

ア　科学的内容に関するコミュニケーションへの関心・意欲・態度

観察

イ　科学的内容に関する外国語表現の能力

オ　国際的視野・態度

文化の多様性や文化的相違点・
類似点に気付き柔軟に対応し話し
かけようとしている

パフォー
マンス

科学的な内容について，聞き手を
意識しながらわかりやすく発表する
ことができる

科学的内容について英語で読ん
だり聞いたりし理解することができ
る

レポート

効果的なプレゼンテーションの方
法についての知識がある

テスト

エ　プレゼンテーションに関する知識・理解

ウ　科学的内容に関する外国語理解の能力

観察・レ
ポート
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研修地 本校大会議室 講師 ヴィアヘラー幸代先生（有限会社インスパイア・副代表）

研修地 本校大会議室 講師 ジェフリー・ハート先生（公益財団法人放射線影響研究所）

研修地
（財）広島市未来都市創造財団
 広島市国際青年会館

講師・
指導助言

ジェフリー・ハート先生，恒松直美先生（広島大学国際センター国際教育部門・准教授），
Mr.Ryan Baker・Mr.Danny Matson（ラング教育センター），広島大学留学生3名

「プレゼンテーション特別講座」　日時：2015年7月23日（木）9:00～12:00

「アカデミックライティングワークショップ」　日時：2015年7月2日（木）13:10～14:10（第1回），2016年2月26日（金）9:40～10:40（第2回）

「英語合宿」　日時：2015年11月30日（月）～12月1日（火）（１泊２日）

8月

（英語合宿） 演習１泊２日

1月 プレゼンテーションのまとめ 演習３時間

SS David Harrison & Charles LeBeau (2009) Speaking of Speech  . MACMILLAN
PG Noboru Matsuoka, Takashi Tachino, Hiroko Miyake (2014) Presentations to Go (CENGAGE Learning)

4月 プレゼンテーションにおけるPhysical messageの基本が出来る

効果的視覚資料の原理を理解しプレゼンテーションにおいて効果的に提示することが出来る
5月

プレゼンテーションの基本知識

Introducing yourself (PG) 他

Effective visuals (SS)他

Introducing Japan (PG)他 「情報伝達」＋「説得」のプレゼンテーションを効果的なスライドを用いて行うことが出来る

6月 he ody (SS) プレゼンテーションでよく用いる表現を身につけ、まとまりのある発表が出来る。

evie  of the or （特別セミナー） １学期間に学習したことを総合して用いることが出来る
7月

プレゼンテーションに必要な表現

（１学期末テスト：テスト，パフォーマンス評価）

演習１時間

グラフの説明(PG) グラフの説明や論理的な展開などの表現を理解し用いることが出来る
9月 理科系論文（プリント資料） 関連教科と合同で，課題研究に関わる英語文献を読み，基本的な語彙や表現を理解する。

10月
課題研究に関わる英文ポスター作成

課題研究レポート 課題研究の内容についてポスター発表の資料を英語で作成し、クラスで発表することが出来る。

科学英語表現の基礎学習

科学的内容の文献講読

ポスター発表の実際11月

１２月
(２学期末テスト:レポート、パフォーマンス評価）

演習４時間

まとめ、総合評価（１時間）
3月

これまでの学習を振り返り、総合的に用いることが出来る。

（３学期末テスト；レポート、パフォーマンス評価）

１時間

課題研究レポート
科学的な内容を扱った英文を読み理解することが出来る

2月 英文アブストラクトの表現 プリント資料講義・演習３時間

講義・演習４時間

講義２時間

演習３時間

講義・演習10時間

講義・演習３時間

科学的な内容について，積極的に英語で議論し内容を深めようとしている

科学的な内容について，積極的に英語で議論しようとしている

科学的な内容について，英語で議論しようとしている

科学的な内容について，論理的に整理し，聞き手に分かりやすく英語で発表している。

科学的な内容について，論理展開や聞き手を意識しながら英語で発表している。

科学的な内容について英語で発表している。

科学的内容について英語で読んだり聞いたりし，これまでの知識と合わせて理解を深めることができる。

科学的内容について英語で読んだり聞いたりし，理解することができる。

科学的内容について英語で読んだり聞いたりし，その概要を理解することができる。

効果的なプレゼンテーションの方法について十分な知識がある

効果的なプレゼンテーションの方法について知識がある

効果的なプレゼンテーションの方法についての知識が不十分である

文化の多様性や相違点・類似点に気付き，柔軟に対応して積極的に話しかけようとしている

文化の多様性や文化的相違点・類似点に気付き，柔軟に対応して話しかけようとしている

文化的な多様性に気付き，柔軟に対応しようとしている

科学的な内容について積極的に
英語で議論しようとしている

ア　科学的内容に関するコミュニケーションへの関心・意欲・態度

観察

イ　科学的内容に関する外国語表現の能力

オ　国際的視野・態度

文化の多様性や文化的相違点・
類似点に気付き柔軟に対応し話し
かけようとしている

パフォー
マンス

科学的な内容について，聞き手を
意識しながらわかりやすく発表する
ことができる

科学的内容について英語で読ん
だり聞いたりし理解することができ
る

レポート

効果的なプレゼンテーションの方
法についての知識がある

テスト

エ　プレゼンテーションに関する知識・理解

ウ　科学的内容に関する外国語理解の能力

観察・レ
ポート
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地域や県内 校（広島県立西条農業高等学校，広島県立広島国泰寺高等学校，安田女子中学・高等学校）との連携

事業を通じて，本校 事業で得られた成果を普及させることを目的としている。また，県内 校とのネットワーク

の構築を行うことで，相互に研鑽を図り，取組を一層充実させていく。

広島県立西条農業

高等学校との交流

事業

平成 年

６／ （金）

～

高等学校第２学年

コース 名，高

等学校第３学年

コース４名

西条農業高等学校を訪問し，教育施設や設備の見学，授業体験（学科別・

全７学科），課題研究の成果報告やディスカッションを実施し，生徒間交

流を図った。課題研究の成果報告では，本校から数学と生物に関する課題

研究２グループが口頭発表を行い，西条農業高等学校からは各学科で進

めている グループがポスター発表を行った。ディスカッションでは，

「安心で安全で安定的な供給が可能なエネルギーを考える」をテーマに

グループに分かれて意見交流を行った。両校とも事前学習を行った上で，

意見交流を進め，アイデアを発表した。

平成 年度 課

題研究中間発表会

への県内 校生徒

の参加

平成 年

／ （木）

～

中学校第３学年全

員，高等学校第１学

年全員，高等学校第

２学年 コース

名，広島県立広島国

泰寺高等学校・安田

女子中学・高等学校

の生徒

今年度前半に行った取組の生徒による報告（西条農業高等学校との交

流事業，サイエンスプロジェクトツアー，韓国海外研修）， コース卒業

生２名を招いての講演・交流会，課題研究（ テーマ）の発表を行った。

課題研究の発表では，広島国泰寺高等学校，安田女子中学・高等学校（広

島県立西条農業高等学校はポスター展示のみ が発表に加わり，本校第１

学年の生徒を対象にポスター発表を行った。発表の際，第１学年の生徒に

は各発表の研究内容や発表の仕方などを評価させ，発表後，その結果を発

表者にフィードバックした。

平成 年度広島県

立広島国泰寺高等

学校 事業報告

会・生徒発表会への

本校生徒の参加

平成 年

２／ （土）

～

高等学校第２学年

コース５名

午前は，第２学年 コースの生徒が，課題研究（２テーマ）について

広島国泰寺高等学校の生徒をはじめとする来場者にポスターセッション

で発表を行った。午後は，広島国泰寺高等学校の 事業の報告が行われ

た。

平成 年度「 の

日」（事業成果報告

会ならびに課題研

究最終発表会）

平成 年

２／ （木）

～

中学校第３学年全

員，高等学校第１学

年全員，高等学校第

２学年 コース

名

午前は，今年度の事業報告ならびに第２学年 コース生徒による韓国

訪日研修・タイ海外研修の報告を行った。また， コース卒業生２名に

よる講演を行い，当時の課題研究の取り組み， コースに入って良かっ

たこと，現在大学や職場で取り組んでいる研究内容の紹介などについて

語っていただいた。午後は，第２学年 コース生徒が，１年間の課題研

究の成果についてポスター発表した。今年度もポスター発表前に「アピー

ルタイム」と題して参加者全員に研究概要を英語で説明した。日本語と英

語のポスターを作成し，中学校第３学年には日本語で，留学生の方には英

語でそれぞれ説明を行った。発表後は，指導助言者である西森拓先生，前

原俊信先生，吉田将之先生から専門的な指導・助言をいただいた。また，

課題研究発表会と並行して， コース卒業生との交流会を実施し，中学

第３学年に対して，講演を行った２名を含めた３名の卒業生から コー

スの体験談や現在の大学生活の様子を語っていただくとともに在校生か

らの質問に答えていただいた。

他校との交流を行うことは， 事業で得られた成果の普及だけに止まらない。第２学年 コースの生徒にとって

は，他校の課題研究について知る機会をはじめ，研究の意義や研究者としての在り方を考え，将来の自分の姿を描く機

会にもなり，大変有益である。しかし，他校との交流が多くなるほどその準備に時間が割かれ，研究そのものを進める

時間の確保が課題になる。県内 校との交流の内容や時期などについて再検討を行う時期に入ってきている。なお，

課題研究発表会に，中学校第３学年の生徒，３学期に コースの選考を控える高等学校第１学年の生徒を参加させるこ

とは， 事業の内容を再度確認するだけではなく， コースに入る明確な意志を持たせるためにも重要であり，今後

も継続して行うことが必要である。
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地域や県内 校（広島県立西条農業高等学校，広島県立広島国泰寺高等学校，安田女子中学・高等学校）との連携

事業を通じて，本校 事業で得られた成果を普及させることを目的としている。また，県内 校とのネットワーク

の構築を行うことで，相互に研鑽を図り，取組を一層充実させていく。

広島県立西条農業

高等学校との交流

事業

平成 年

６／ （金）

～

高等学校第２学年

コース 名，高

等学校第３学年

コース４名

西条農業高等学校を訪問し，教育施設や設備の見学，授業体験（学科別・

全７学科），課題研究の成果報告やディスカッションを実施し，生徒間交

流を図った。課題研究の成果報告では，本校から数学と生物に関する課題

研究２グループが口頭発表を行い，西条農業高等学校からは各学科で進

めている グループがポスター発表を行った。ディスカッションでは，

「安心で安全で安定的な供給が可能なエネルギーを考える」をテーマに

グループに分かれて意見交流を行った。両校とも事前学習を行った上で，

意見交流を進め，アイデアを発表した。

平成 年度 課

題研究中間発表会

への県内 校生徒

の参加

平成 年

／ （木）

～

中学校第３学年全

員，高等学校第１学

年全員，高等学校第

２学年 コース

名，広島県立広島国

泰寺高等学校・安田

女子中学・高等学校

の生徒

今年度前半に行った取組の生徒による報告（西条農業高等学校との交

流事業，サイエンスプロジェクトツアー，韓国海外研修）， コース卒業

生２名を招いての講演・交流会，課題研究（ テーマ）の発表を行った。

課題研究の発表では，広島国泰寺高等学校，安田女子中学・高等学校（広

島県立西条農業高等学校はポスター展示のみ が発表に加わり，本校第１

学年の生徒を対象にポスター発表を行った。発表の際，第１学年の生徒に

は各発表の研究内容や発表の仕方などを評価させ，発表後，その結果を発

表者にフィードバックした。

平成 年度広島県

立広島国泰寺高等

学校 事業報告

会・生徒発表会への

本校生徒の参加

平成 年

２／ （土）

～

高等学校第２学年

コース５名

午前は，第２学年 コースの生徒が，課題研究（２テーマ）について

広島国泰寺高等学校の生徒をはじめとする来場者にポスターセッション

で発表を行った。午後は，広島国泰寺高等学校の 事業の報告が行われ

た。

平成 年度「 の

日」（事業成果報告

会ならびに課題研

究最終発表会）

平成 年

２／ （木）

～

中学校第３学年全

員，高等学校第１学

年全員，高等学校第

２学年 コース

名

午前は，今年度の事業報告ならびに第２学年 コース生徒による韓国

訪日研修・タイ海外研修の報告を行った。また， コース卒業生２名に

よる講演を行い，当時の課題研究の取り組み， コースに入って良かっ

たこと，現在大学や職場で取り組んでいる研究内容の紹介などについて

語っていただいた。午後は，第２学年 コース生徒が，１年間の課題研

究の成果についてポスター発表した。今年度もポスター発表前に「アピー

ルタイム」と題して参加者全員に研究概要を英語で説明した。日本語と英

語のポスターを作成し，中学校第３学年には日本語で，留学生の方には英

語でそれぞれ説明を行った。発表後は，指導助言者である西森拓先生，前

原俊信先生，吉田将之先生から専門的な指導・助言をいただいた。また，

課題研究発表会と並行して， コース卒業生との交流会を実施し，中学

第３学年に対して，講演を行った２名を含めた３名の卒業生から コー

スの体験談や現在の大学生活の様子を語っていただくとともに在校生か

らの質問に答えていただいた。

他校との交流を行うことは， 事業で得られた成果の普及だけに止まらない。第２学年 コースの生徒にとって

は，他校の課題研究について知る機会をはじめ，研究の意義や研究者としての在り方を考え，将来の自分の姿を描く機

会にもなり，大変有益である。しかし，他校との交流が多くなるほどその準備に時間が割かれ，研究そのものを進める

時間の確保が課題になる。県内 校との交流の内容や時期などについて再検討を行う時期に入ってきている。なお，

課題研究発表会に，中学校第３学年の生徒，３学期に コースの選考を控える高等学校第１学年の生徒を参加させるこ

とは， 事業の内容を再度確認するだけではなく， コースに入る明確な意志を持たせるためにも重要であり，今後

も継続して行うことが必要である。
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各プログラムの成果と課題及び の効果については第３ において 述した。ここでは，プログラム全体を通

した生徒への効果を記す。 年 からの試みとして，プログラム全体を通して，生徒が「科学」をどのように理

解しているか，つまり「科学についての知識（ ）」をどれだけ習 しているかを す

るための調査を実施した。調査は，全学年生徒（第３学年（ コース ，一般コース ），第２学年

，一般 ，第１学年全員 ）を対 に行い， 年 月（第１学年のみ４月）， 月の

２回に分けて実施した。なお，調査はすべて自由記述 とした。各回の調査内容は次の通りである。

評価は，設 ごとの評価 とルー リ を設定し，２・１・ の３段階で点数化した。下表に，第１回の

設 ３と第２回の設 ２の評価 とルー リ を示した。また，評価は 数教員により重 実施した。

なお，評価 及びルー リ 作成における ・ 考文 は以下の通りである。
・カリフ ル 大学バー レー校 ー 「 」

（ ）
協力開発機構（ ）・ 立教育 研究 （ ），「 調査 評価の 組み， 生徒の学習 調査」，明 ，
省 か（ ），「 型科学的思考力育成をめ した理科カリキュラムづくり」， 良 大学 中 教育学校研究 要， ，

次のグラフは，各回の設 ごとの平 点を，第１学年（１全），第２学年一般コース（２般），第２学年 コー

ス（２ ），第３学年一般コース（３般），第３学年 コース（３ ）に分けて示したものである。

  
各設 とも，第３学年 コースが も高い を示しており， 中４ について平 が１点（ 割）を超えて

いる。第２学年 コースに関しては，第１回の設 １でやや い となったが，第１回の設 ２と設 ３，第２

回の設 １では，第３学年 コースに次いで高い となった。特に，第１回の設 １と第２回の設 １との

で大きな上 が見られている。一般コースに関しては，第１回の設 ２・設 ３及び第２回の設 １ではどの学

年も コースと して い であったが，第２回の設 ２では，第２学年 コースとの が とんど見られ

なかった。特に，第２回の設 ２では，第２学年の一般コースがわ かに コースを上回る結果となった。

年 からの実施であり，第２学年 コースの次年 での 年変化 を見る必要があるが，第３学年 コー

スの結果が も高いことから，「科学についての知識」の定 においては，「課題研究」や「現 数理解析」 の

学校設定科目をはじめとした， コース対 のプログラムの効果によるものだといえる。第２回の設 １など，

生徒にとって いが分かりにくいものもあったため，設 内容の を め， 的な調査を行う。

第２期より している質 法による意識調査の結果をもとに，生徒への効果について記す。 年 は

年４月に第１学年全員， 月に全学年生徒を対 に実施した。調査に した質 目は，下の と の論文か

らの もしくは れらを 考にして作成しており，大 して「 」，「

」，「 」，「 」から構成されている。また， の「

」からも して実施した。

 

 

これらの調査結果を示した 述の各表中の数 は， である「とても う思う ， う思う ，ど ら

ともいえない ， う思わない ，全く う思わない 」に対して， 内の数 を当てはめ，平 を

したものである。各表に示

した３つの数 は 表で示

した調査 のものである。ま

た，上段と中段を して

定による有意確 が＜ であったものには ，＜ であったものには を付している。 は，有意 が

ある場 に，上 していれば を，下 していれば を付している。 えて，以下の文 では，第１ ３学年を

れ れ１ ３年， コースを ，一般コースを一般と略記している。ま ， コースを設置している２，３

年から 観し，１年については 述する。

３年 と３年一般，２年 と２年一般を すると，ともにすべての質 目で の方が 定的回答の割

以下，平 とする が高く，すべての質 目において有意 があった。 コースの方が「科学に対する自

己効力 」が高いと言える。また，平 の 大が であるため，３年 の平 は高く，有意 がある どに

上 している 目もある。このことからも３年 は「科学に対する自己効力 」がかなり高いと言える。なお，

年の 向である２年 ・一般ともに１年のときと して平 の 下がみられる。学習内容の 化が で

あると考えられる。
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各プログラムの成果と課題及び の効果については第３ において 述した。ここでは，プログラム全体を通

した生徒への効果を記す。 年 からの試みとして，プログラム全体を通して，生徒が「科学」をどのように理

解しているか，つまり「科学についての知識（ ）」をどれだけ習 しているかを す

るための調査を実施した。調査は，全学年生徒（第３学年（ コース ，一般コース ），第２学年

，一般 ，第１学年全員 ）を対 に行い， 年 月（第１学年のみ４月）， 月の

２回に分けて実施した。なお，調査はすべて自由記述 とした。各回の調査内容は次の通りである。

評価は，設 ごとの評価 とルー リ を設定し，２・１・ の３段階で点数化した。下表に，第１回の

設 ３と第２回の設 ２の評価 とルー リ を示した。また，評価は 数教員により重 実施した。

なお，評価 及びルー リ 作成における ・ 考文 は以下の通りである。
・カリフ ル 大学バー レー校 ー 「 」

（ ）
協力開発機構（ ）・ 立教育 研究 （ ），「 調査 評価の 組み， 生徒の学習 調査」，明 ，
省 か（ ），「 型科学的思考力育成をめ した理科カリキュラムづくり」， 良 大学 中 教育学校研究 要， ，

次のグラフは，各回の設 ごとの平 点を，第１学年（１全），第２学年一般コース（２般），第２学年 コー

ス（２ ），第３学年一般コース（３般），第３学年 コース（３ ）に分けて示したものである。

  
各設 とも，第３学年 コースが も高い を示しており， 中４ について平 が１点（ 割）を超えて

いる。第２学年 コースに関しては，第１回の設 １でやや い となったが，第１回の設 ２と設 ３，第２

回の設 １では，第３学年 コースに次いで高い となった。特に，第１回の設 １と第２回の設 １との

で大きな上 が見られている。一般コースに関しては，第１回の設 ２・設 ３及び第２回の設 １ではどの学

年も コースと して い であったが，第２回の設 ２では，第２学年 コースとの が とんど見られ

なかった。特に，第２回の設 ２では，第２学年の一般コースがわ かに コースを上回る結果となった。

年 からの実施であり，第２学年 コースの次年 での 年変化 を見る必要があるが，第３学年 コー

スの結果が も高いことから，「科学についての知識」の定 においては，「課題研究」や「現 数理解析」 の

学校設定科目をはじめとした， コース対 のプログラムの効果によるものだといえる。第２回の設 １など，

生徒にとって いが分かりにくいものもあったため，設 内容の を め， 的な調査を行う。

第２期より している質 法による意識調査の結果をもとに，生徒への効果について記す。 年 は

年４月に第１学年全員， 月に全学年生徒を対 に実施した。調査に した質 目は，下の と の論文か

らの もしくは れらを 考にして作成しており，大 して「 」，「

」，「 」，「 」から構成されている。また， の「

」からも して実施した。

 

 

これらの調査結果を示した 述の各表中の数 は， である「とても う思う ， う思う ，ど ら

ともいえない ， う思わない ，全く う思わない 」に対して， 内の数 を当てはめ，平 を

したものである。各表に示

した３つの数 は 表で示

した調査 のものである。ま

た，上段と中段を して

定による有意確 が＜ であったものには ，＜ であったものには を付している。 は，有意 が

ある場 に，上 していれば を，下 していれば を付している。 えて，以下の文 では，第１ ３学年を

れ れ１ ３年， コースを ，一般コースを一般と略記している。ま ， コースを設置している２，３

年から 観し，１年については 述する。

３年 と３年一般，２年 と２年一般を すると，ともにすべての質 目で の方が 定的回答の割

以下，平 とする が高く，すべての質 目において有意 があった。 コースの方が「科学に対する自

己効力 」が高いと言える。また，平 の 大が であるため，３年 の平 は高く，有意 がある どに

上 している 目もある。このことからも３年 は「科学に対する自己効力 」がかなり高いと言える。なお，

年の 向である２年 ・一般ともに１年のときと して平 の 下がみられる。学習内容の 化が で

あると考えられる。
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を付した質 目 は， 目であるため， の が大きい ど自己効力 が高い）

３年 と３年一般，２年 と２年一般を すると，ともにすべての質 目で の方が平 が高く，す

べての質 目において有意 があった。 コースの方が「科学の学習方法」への 定的意識が高いと言える。

また，平 の 大が であるため，２，３年 ともに平 はかなり高く，３年 では有意 がある どに

上 している 目もある。ただ，２年 では平 が１年 と して 下している 目がある。さらに，２年

一般では多くの 目で 下しており，日常の学習活動の り方に対する課題としてとらえたい。

３年 と３年一般，２年 と２年一般を すると，ともにすべての質 目で の方が平 が高く，す

べての質 目において有意 があった。 コースの方が「科学を学習する価 」を理解していると言える。上

述の ， と同様に の平 はかなり高く，３年では有意 がある どに上 している 目が３つもある。教

育課 上，一般と も なる「課題研究」において取り組む 題解決活動・探究活動の影響が大きいと えてい

る。

３年 と３年一般，２年 と２年一般を すると，ともにすべての質 目で の方が平 が高く，す

べての質 目において有意 があった。 コースの方が「科学に関わる 業への関心」が高いと言える。３年

についてはすべての質 目で平 が上 している。一方で２年 と２年一般はすべての質 目で有意

がある どに，平 が 下しており， の については の課題としたい。

 

多くの 目で平 の 下が見られるが， 年 と同様の 向である。ただ，「 科学に関わる 業への関心」

の平 は 年より く， 体的な は 明であるが，来年 の調査においてどのように変容するのか， 意

深く分析するとともに，この 目の 定的回答が上 するような取り組みについて する必要がある。なお，

この１年が２年に進 する に， コースと一般コースに分かれるため，来年 の分析では，これまでと同様に，

と一般に し直して分析する。

３年 と３年一般を すると，すべての設 で の方が平 が高く，すべての設 で有意 がある た

だし， は 。また，２年 と２年一般を すると， と を くすべての設 で の方が平 が高

く，設 ， ， ， ， ， ， で有意 がある。中でも，科学と 人とが関連付けられる設 ， ， ，

， については， と一般の が 常に大きく， 事業に特化して取り組み，科学に れる機会が多いこと，

全員が理系進学を していることが であると えている。一方で，これらの設 以外では，一般の平

も決して いわけではない。また，２年においては平 の 下がみられるものの，平 のものは決して

い ではない。全教科で取り組む「科学知の探究Ⅱ」や２年全員が対 の教科横断型の「 研究」の影響と

えている。

」
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を付した質 目 は， 目であるため， の が大きい ど自己効力 が高い）

３年 と３年一般，２年 と２年一般を すると，ともにすべての質 目で の方が平 が高く，す

べての質 目において有意 があった。 コースの方が「科学の学習方法」への 定的意識が高いと言える。

また，平 の 大が であるため，２，３年 ともに平 はかなり高く，３年 では有意 がある どに

上 している 目もある。ただ，２年 では平 が１年 と して 下している 目がある。さらに，２年

一般では多くの 目で 下しており，日常の学習活動の り方に対する課題としてとらえたい。

３年 と３年一般，２年 と２年一般を すると，ともにすべての質 目で の方が平 が高く，す

べての質 目において有意 があった。 コースの方が「科学を学習する価 」を理解していると言える。上

述の ， と同様に の平 はかなり高く，３年では有意 がある どに上 している 目が３つもある。教

育課 上，一般と も なる「課題研究」において取り組む 題解決活動・探究活動の影響が大きいと えてい

る。

３年 と３年一般，２年 と２年一般を すると，ともにすべての質 目で の方が平 が高く，す

べての質 目において有意 があった。 コースの方が「科学に関わる 業への関心」が高いと言える。３年

についてはすべての質 目で平 が上 している。一方で２年 と２年一般はすべての質 目で有意

がある どに，平 が 下しており， の については の課題としたい。

 

多くの 目で平 の 下が見られるが， 年 と同様の 向である。ただ，「 科学に関わる 業への関心」

の平 は 年より く， 体的な は 明であるが，来年 の調査においてどのように変容するのか， 意

深く分析するとともに，この 目の 定的回答が上 するような取り組みについて する必要がある。なお，
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１） ）の 意面の変容では，３年 ，２年 ともに，同一学年の一般と して「 科学に対する自己

効力 」，「 科学の学習方法」，「 科学を学習する価 」，「 科学に関わる 業への関心」のすべてにおいて

定的回答が高く，有意 が見られた。 コースのみが取り組む「課題研究」・「 海外・ 日研修」・「学校設定

科目」・「他の 校との 」などの影響が大きいと言える。また，もともと 定的回答が高い コースが の

高い を３年においても している点，さらに，生徒の自己評価とはいえ，自己効力 が高い点は， の

プログラムが効果的に働いており， 事業の らいが 成されていることの 拠としたい。

第２期より している 調査課題の結果をもとに，生徒への効果について記す。 の数学的・科学的

リテラシーから正答 が いものを 定し， 年 月に実施している。 年 は ３年間で実施していないも

の，記述 であること，数学が いられる が「科学的」であるという に づいて 定した。次の表の正

答 が示す通り，数学的・科学的リテラシーを う課題は， コースの方が正答 が高く，成果の一つとして

えている。

表中の は正答 全正答 部分正答 である。

コースの 者（回 ）を対 とした意識調査（平成 年 科学技術 機構が実施した 意識調

査を ）の結果から， 年 と すると設 （ ）， ， で 意識していた の上 がみられるが，２年

の数 と 変わらない数 であり， 良 な結果が られたと えている。

（ ）理科・数学の面 うな取
組に できる（できた）

（ ）理科・数学に関する能力や
ンス向上に役立つ（役立

った）

（ ）理系学部への進学に役立つ
（役立った）

（ ）大学進学 の 分 探し
に役立つ（役立った）

（ ）将来の 探しに役立
つ（役立った）

（ ） 性の向上に役立つ（役
立った）

中段の 内は 年 月，下段の 内は 年 月の調査結果

教 員対 の 意識調査（平成 年 科学技術 機構が実施した 意識調査を ）の結果から， 年

及び２年 と して，すべての設 で「まったく の通り」と「やや の通り」を 計した 定的数 が高

くなっている。また，設 を く，すべての設 において「まったく の通り」の数 が高くなっており，良

な結果が られた。

（ ）生徒の理系学部への進学意欲によい影
響を与える

（ ）新しい理数のカリキュラムや教育方法
を開発する上で役立つ

（ ）教員の指導力の向上に役立つ

（ ）教員間の協力関係の構築や新しい取組
の実施など学校運営の改善・強化に役
立つ

（ ）学校外の機関との連携関係を築き，連
携による教育活動を進めるうえで有効
だ

（ ）地域の人々に学校の教育方針や取組を
理解してもらう上で良い影響を与える

（ ）将来の科学技術関係人材の育成に役立
つ

中段の 内は 年 月，下段の 内は 年 月の調査結果

さらに，中間評価において指摘を受けた「教員自身が自分の教科の観点からどのような意識変化があったのか」

について調査を行ったところ，自由記述において下記のような内容（抜粋）が示された。 の取り組みが，日々

の授業改善につながっている記述から，課題研究の一層の深化と拡充に取り組む記述，教育全般に関わる記述な

ど，多岐にわたってはいたが，すべての教員の回答は自身の教科における日々の実践の省察につながっており，

の影響が正に働いていることが明らかになった。各教員の意識変化を全教員で共有し，他教科の教員の省察

を理解することを通して，自身の教科の省察を促し， が日々の平常の実践に正の影響を与えるよう努める。

第３期の指定より，プログラムごとに責任教員 チーフ を決めるとともに，運営指導委員及び研究協力委員に

も担当プログラムを割り当て，プログラムの推進と評価に携わる体制を整えており，教員と運営指導委員が密に

連携し 事業に取り組んでいる。また，全教科で取り組む「科学知の探究Ⅱ」や「科学と倫理」，「 汎論」

及び教科横断型の「 研究」など，全教員が直接関わるプログラムを開発し，全教員が取り組む体制を確立し

た。さらに，第３期の第４年次を迎え，プログラム間での教員の連携を強化し，プログラム同士の相乗効果を高

める段階に進み，学校全体としての 事業の一層の体制作りに努める。

＜授業改善＞ 
・科学的内容・論文の英語表現についての関心が高まり，自らも学習するようになった。

・プレゼンテーションを意識した指導を行うようになった。

・ コースの授業以外にも生徒の発表場面を増やすようになった。

・自己の教科が， の当該部門との関連でどう位置付くか意識して授業づくり（授業のあり方，方略，教材開発の仕方）

をするようになった。したがって当該教科・当該科目の内部に閉じた視点から開かれた視点に移行したように思う。

・ や倫理的な内容を踏まえて，日々の教材研究を行うようになった。

＜課題研究＞

・課題研究のような学習を，普段の授業で一層試みるようになった。

・課題研究では，第２期と同様に，大学教員の指導・助言や同僚教師との対話を通じて，研究テーマの設定，研究の進め

方，成果発表など，生徒の約１年半の研究期間を見通した指導を行うことができた。特に，先行研究や仮説・実験計画，

データの分析・解釈，科学的根拠，実験ノート，協働で取り組むこと，成果発表や省察などの重要性など，研究・研究

者に必要な資質を育成することに重点化した指導を行えるようになった。

＜教育全般＞

・ や海外研修などのへの関与を通して，グローバルな視点で生徒の資質・能力をどのように育成すればよいかを強く

意識するようになった。

・自己の教科指導を超えて，学校教育全体を，より大局的に社会的・歴史的文脈において考えるようになった。
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