
https://www.946jp.com/meiko/newsletter.html

2022.6月号

高校の授業はどう変わった？

６月スケジュール ↓過去の情熱通信は
こちらから！

明光義塾 情熱空間グループ
ホームページURL
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フェイスブックページ
　：https://www.facebook.com/
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高校では、中学校で学んだ内容よりも複雑な概念を学んだり、
発展的な内容を学んだりします。教科書も厚くなり、授業の
スピードも速くなります。
また、中学校では主要5教科と実技4教科などというように、

「教科」という単位で学習を進めていましたが、高校では教
科の中で細かく学習内容が分かれ、「科目」となっています。

■科目編成が大きく変わった教科…国語・地理歴史・公民・外国語・情報
ここにあげた5つの教科の科目は、これまでと比べると大きく変更されています。

6月 4日（土）月例テスト６月号

6月17日（金）中3学力テスト標準実施日

6月25日（土）漢字検定実施日

6月29日（水）5月4日分の振替授業日

2020年度に小学校、2021年度に中学校の学習指導要領が改訂されました。2022年度は高校の新1年生が対象となります。中
学校と高校での学習の違い、学習指導要領改訂によって高校で学ぶ内容はどう変わったのかを見てみましょう。

高校の新しい教科・科目編成とは？

高校では、中学校より深く、細かく、専門的に学ぶ

例として、数学についてまとめた左の表を見てください。高校の
部分は、2022年度の新高1生からの科目編成です。

中学校では数学を学んでいましたが、高校の数学には「科目」として左記
の6つがあります。高校の3年間で、どの科目を何年生の時に学ぶのかは、
学科・コースや選択した進路次第で異なってきます。
◎を付けた数学Ⅰは、高校のうちに必ず学ぶように決められている
科目（必修科目）です。高校で学ぶほとんどの教科には、必修科目
が1〜3 科目設定されています。
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改訂後改訂前 「地理総合」は、地図・GIS（地理情報システム）、グローバル、防災
などをキーワードにして、地理的な課題を理解し、解決に向けて構想
する力を育む科目です。高校で地理が必修となるのは約50年ぶりです。
「歴史総合」は日本史と世界史を融合させ、これまで学習不足が指摘
されていた近現代史に的をしぼった科目となります。



釧路愛国教室 瀬賀 伸貴 ℡ 0154-32-7870 釧路鳥取教室 藤井 聡史 ℡ 0154-65-9933
〒085-0051　釧路市光陽町14-8 〒084-0907　釧路市鳥取北10-5-22

釧路春採SC教室 安田 光則 ℡ 0154-65-6458 中標津教室 堀 正太 ℡ 0153-74-0900
〒085-0813　釧路市春採7-1-48 〒086-1007　標津郡中標津町東七条南7-8 2F

当別教室 平山 由香利 ℡ 0133-23-2228 株式会社 情熱空間
〒061-0233　石狩郡当別町白樺町163-38 1F  代表取締役 三木 克敏

修羅の国の記録から 大きく変わった公立高校入試

寂しい父の日 イイね！のかげに

中途半端 VS 何もしない 赤い実

Youtubeでその動画を見るべきかどうか判断すると
きに、どうしても再生数に目が行きがちです。確かに
それは動画の価値を判断する一つの指標となります。
しかしここ最近僕が感じるのは、本当に自分にとって
価値ある動画ほど再生数が少ないということです。
「再生数が多い＝誰が見てもそこそこ楽しく、そこそ
こ興味深い」という特徴があると思います。一方で、
より専門的で実践的な動画はごく一部の人にとって強
い価値を持つ情報です。そういう動画はさほど再生数
を稼ぐことはできませんが、得てして、そういった情
報の方が、個人的に、自分の仕事や生活の役に立って
いると感じます。Youtubeに限らず、SNSが大きな影
響を持つ現代では、いかに多くの再生数やイイね！を
獲得できるかが重要ですが、そのかげで埋もれている
価値ある情報も多くあるのではないかと思います。

この3月の公立高校入試ですが、私の担当教科であ
る社会科を通して、その傾向を考察してみたいと思い
ます。1.出題数が大幅に増えた。2.完全解答、漢字指
定、記述式が増えた。3.結果として平均点が下がり、
得点差も大きくなったと思われる。一つ一つの出題難
易度は例年と変わらないものの、完全解答が増えたこ
とにより平均正答率はかなり下がったと思われます。
また設問の文章が長くなり資料（史料）も増え、他教
科も同様ですが「設問を正しく読めること」が前提の
出題に置き換わった感があり、新学習指導要領の要で
ある、「思考力・判断力・表現力」を確認するという
方針に沿ったものになっています。地名（国名、県名、
都市名）と場所はセットで覚える。用語は常に漢字で
書く。まずはそうした、今までよりもちょっと丁寧な
勉強を心掛けることからですね。

「部活動の休みがなくて大変」とよく言われるの
で、自分の中学時代、毎日提出を義務付けられてい
たノートを引っ張り出しました。その日の授業の科
目、体調の良し悪し、部活動の出欠席と、短い日記
がついていて、当時の私は学校のある日は毎日、長
期休暇中もほぼ毎日記録していたようです。

今と違って学習内容は少ないのですが、部活動は
週1回の休みがあるか無いかといったところでした。
運動部はどこも似たような形だったと思います。一
部の人から出身の県を修羅の国と言われるわけです。

さらに自主トレと三味線の稽古、家事が加わり、
勉強もして、と……時間の使い方は今よりきっと上
手ですね。スキマ時間、何のために何をするのか、
選べるのは自分です。 ……さて、今日は何をしま
すか？

6月といえば特にイベントが無い月というイメー
ジが強いですが、探してみると行事やイベントは
色々とあります。そこで、今回は6月にある代表的
なイベントをお伝えします。兎に角伝えたいのは
「父の日」です。（母の日ほどメジャーではない）
母の日に倣って作られた父に感謝する日がこの「父
の日」です。ただし、日本では6月第3日曜日と
なっていますが、国によってこの父の日は違うので
注意してください。とあるアメリカ人が男手1つで
自分を育ててくれた父を讃える時に父親の誕生月を
参考にしたのが始まりと言われていますが・同じよ
うな日に設定されているのは日本や中国・アメリ
カ・イギリスなどが該当しますが、台湾では8月8
日、ドイツでは国の休日である昇天日が該当してい
るのです。

釧路も暖かい季節になり、ちょっと郊外に出かける
だけで緑の中にちらほらと咲く色とりどりの小さな花
が目に付くようになってきました。この季節になると、
小学生の頃姉妹校との交流で「スズラン」を送ってい
たことを思い出します。小学生がスズランを箱詰めし
ている光景は一見微笑ましいですが、今考えると猛毒
のスズランを素手で扱っていたことにゾッとします。
スズランの花は白ですが実は赤だと最近知りました。
もう少し季節が進むと目に留まる赤い実といえばハマ
ナスですが、ハマナスがローズヒップであるというこ
とも最近知ったことです。他にはサクランボやナナカ
マドのように赤い実の植物はたくさんあり、なぜ赤い
実なのか調べてみると、赤は鳥には見つけやすく、虫
には見つかりずらい色とのことです。生物の面白さを
感じた瞬間でした。

「中途半端」と「何もしない」さて、どちらも悪い
こととして使われる言葉になりますが、より悪い状況
になるのはどちらでしょうか？

この質問に対して多くの人は「何もしない」と答え
ると思います。何も行動していないのですから、何も
結果にはでません。中途半端の方が、結果に出る可能
性は少しだけ残っています。この１回に限って言えば
「何もしない」方が悪い状況になりそうです。

しかし、中途半端が続くと「諦め癖」がついていき
ます。「どうせやっても無理だし」「どうせ私なんか
にできないし」「どうせ続かないし」「どうせ…」

一方、「何もしない」は「諦め癖」もついていませ
ん。今後の意識次第では理想のとなる「やり抜く！」
を身につけられます。「中途半端は何もしないより、
なお悪い」という考え方もあるかもしれません。


