
学年 科目 

現代文 

科目 

古典 

聖心の特色 文学的文章 論理的文章 文学史 その他 散文（物語・随筆） 韻文（詩歌） 文学史 文法 その他 
小説・随筆 詩歌 評論 

12 年 

（高３） 

論理国語（必修） 
 

 

 

 

様々な事象を人間が抱える普遍的な問題として深く考え、自己の確立に繋げる。 古典講読（選択） 

〔古文〕 

古典作品を味わい、背景となる日本や中国文化、歴史に対する理解を深めるとともに普遍的な人間の思いに触れる。 〈９年～１２年〉 
漢字コンテスト実施 

外部コンテストへの
参加の奨励 

古典学習の内容の
精選、及び配当順の
工夫 

〈１２年〉 
選択科目における発
表形式授業（大学ゼ
ミ初歩程度）の実施 

〈１０年〉 
歌舞伎鑑賞教室実

施 

〈９年〉 
本格的な古典学習の

開始 

作者の思想と作品との関

係を考え、近代社会への

批判や提言を読み取る。 

 近代日本の代表的な評論

を通して、日本人の思想や

価値観の形成過程を知る。 

筆者の思考の展開や独創

的な批判に込められた工

夫を知る。 

文学史上の主要な
作品の冒頭文を読
む。 

日本の近代文学史

の流れを理解する。 

幅広い領域で必要と
なる語彙力に繋がる 
漢字力を定着させ

る。 

辞書や資料を活用し
て、自力での原文読解
に挑む。 

作品の成立背景や他
作品との関係なども踏
まえながら読解し、解釈
を深め、味わう。 

 作品に即して、時代

背景とともに整理す

る。 

これまでに習得した文

法事項を、原文読解、

鑑賞に繋げる。 

読解に必要な語彙や
古文に関する知 
識を整理して習得す
る。 

読解に必要な語彙や
漢文に関する知 
識を整理して習得す

る。 

近代日本文学 
（選択） 日本の近代文学の流れをたどりながら、「文学研究」の方法を学び、自己の思想や感性を深める。 〔漢文〕 自力での訓読に挑む。

文中の比喩や含蓄を読

み解く。 

  句法を整理する。 

作家の実人生と作品との関連性や時代から受ける

影響の有無などと併せて作品研究を進める。 
 日本の近代文学史

の流れを正確に理

解する。 

割り振られた作品に
ついて、レジュメ作
成、発表を行い、 
ディスカッションを行

う。 

文学史上主要な作品を丁

寧に分析し、作者から投

げかけられているメッセー

ジについて深く考える。 

詩歌の近代化の足跡に

沿った代表的な作品を

読む。 

１１年 

（高２） 

論理国語（必修） 
批判眼を持って社会の事象を理解し、自己の思想や感性を深め、論理的に表現する。 

古典（必修） 

〔古文〕 

古典作品を読み、背景となる日本や中国文化、歴史に対する関心を深めるとともに普遍的な人間の思いに触れる。 

近代的自我の確立過程を知り、自らの自我意識を

認識する。「近代」に対する認識を持つ。 
異なる他者の思想に触れ、
それを受け入れる思考の
柔軟性を持つ。 
筆者の思考の展開や独創
的な批判に込められた工
夫を知る。 

内容の理解のための客観

的な文章分析方法を身に

付け、適切に要約する。 

取り上げる作品の作

者に関する知識を学

び、その文学史上の

位置を知る。 

常用漢字を超えて、

語彙力に繋がる漢

字力を身につける。 

作者の個性的な視点を
通して、平安時代の後
宮社会に触れる。 
同じ歴史的事象を扱っ

た複数の作品を比較す

る。 

三大歌集から主要な作

品を読み、その特徴を理

解する。 

古典文学史の概要

を学ぶ。 
文語文法の応用力を
つける。 

敬語の用法を学ぶ。 

読解に必要な語彙（古

文単語）を増やす。 

作者の思想と作品との関

係を考え、近代社会への

批判や提言を読み取る。

現実離れした設定の狙い

を正確に捉える。 

近代詩の主な作品を読
みながら文学史の流れ
を把握する。 

文語体の作品にも慣れ

る。 
〔漢文〕 中国史に関連する作品

を読む。 
 日本との関連性の高

い作品に関しては、
文学史上の位置を
知る。 

句法を学ぶ。  

現代文演習 

（選択） 身の回りの出来事や現代社会における諸問題について客観的・批判的・多角的な視点を獲得する。 

  様々なテーマの評論文を

読む。 
 作品に関するディス

カッションや要約、

小論文作成を行う。 
１０年 

（高１） 

現代の国語 
（必修） 

自己の体験可能範囲を超えた事象の分析を通して、その意味を問う。 
言語文化(必修） 

〔古文〕 

古文・漢文を読み、正確に内容を捉え、日本や中国文化に対する関心を深める。 

作者の視座から作品を読
む。 

作品と作者との関連性を

学ぶ。 

近現代の短歌の主な作

品を読む。 
哲学的倫理的なテーマを
扱った作品を読む。 

評論特有の語彙や言い回

しに慣れる。 

取り上げる作品の作

者に関する知識を学

び、その文学史上の

位置を知る 

常用漢字を超えて、

語彙力に繋がる漢

字学習を行う。 

様々なジャンルの文章を読み、それぞれの特徴

を知る。古典から材をとった近代文学を読み、比

較する。 

 文語文法を定着させ

る。 
読解に必要な語彙（古

文単語）を増やす。 

〔漢文〕 
故事成語や中国史に

関連する作品を読む。 
  再読文字や重要句法

を学ぶ。 
 

９年 

（中３） 

 文章を正しく理解、表現することを通して、ものの見方や考え方を広げ、深める。 

〔古文〕 

古文・漢文を読み取るための基礎知識を身につける。自国の文化、伝統について関心を深める。 

小説読解についての基礎

知識や技法を学ぶ。 
近現代の俳句の主な作

品を読む。 
結論に至るまでの道筋を

正確にたどる。 
日本文学史（上代～

近代）の基礎的事項

を学ぶ。 

常用漢字の読み書

きの定着を図る。 
古文の文体に慣れる。   用言を定着させ、助動

詞を学ぶ。 
読解に必要な語彙（古

文単語）を増やす。 

〔漢文〕 
故事成語に関連する作

品を読む。 
唐代の有名な作品を読 
み、中国の詩の形式を

知る。 

 訓読に慣れる。  

 

  言語を通して思考を深め、確かな批判力に根ざした自己の思想を生み出し、同時に他者を理解し、共感し合う力をつける。日本の文化・伝統・歴史への理解を深め、他国の人々に伝える力を養う。 
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探究学習

学年 聖心の特色 内容
12年 4月末 テーマ最終確認(メンターに報告)
探究 週2時間の探究の時間に 7月 第2次中間報告

個々に探究する 　内容：進捗状況，記録提出までの計画
11月 記録提出（メンターに提出）

提出形態：動画や音声付きスライドショー（10分以内）

発表
　内容：タイトル・目的と概要・探究の過程

1月 動画の鑑賞，優秀賞選出
優秀賞のプレゼンの選出
要旨提出（メンターに）

11年 4月 アンケートやインタビューの結果提出
探究テーマの調査 個々の関心に沿って，テー 講演会，ワークショップに参加したり，文献にあたり，記録を蓄積する。

マを調査する 7月 午前授業の午後 講演会：研究者・創作者・活動家の方の講演会・パネルディスカッション
~9月
10月 記録の提出
1月 2週目午後の１時間 第1次中間報告（グループに分かれて）

　内容：進捗状況，テーマを絞るための今後の計画
2024年度以降 12年生の探究の優秀賞プレゼンを聞く。

2月 メンター決定，適宜メンターと顔合わせ

10年 7月 午前授業の午後 講演とワークショップ「探究とは何か」　
探究領域の調査 浅く広く，自らの興味に 他学年宿泊行事初日 午前：ガイダンス１　探究に必要なスキル（探究の体験談）文系（全体）・理系・芸術系

目を向ける 午後：研究者・創作者・活動家の方の講演会・パネルディスカッション　
探究の手法を知り，練習する 夏休み課題 興味のあるもののキーワード5~10個を理由とともにワークシートに記入する

10月 みこころ祭翌週LHR キーワードの発表・共有（授業のグループに分かれて）
ガイダンス２　文献検索の方法・創作の方法

課題 キーワードの中から3つ以上選び，実際に動き，探究する。
1月 冬休み明け2週目LHR キーワードに関する探究の記録の発表（授業のグループに分かれて）

3月 答案返却1日目午後 ガイダンス３　アンケートやインタビューの方法
春休み課題 キーワードに関連するアンケートやインタビューの実践

　内容：タイトル・目的と概要（探究の動機，何をどうしようとしたものか）・探究の過程(結果)と
考察(どのような手法を利用して実施したか。何ができ，何ができなかったか。)

～冬休み前

　サードステージ目標
「探究のサイクル」（探究→発表→共有→探究）を意識させる。
「探究のサイクル」を実践し社会と繋がる。自己・他者・社会
　探究に決まった型はない。自由に楽しむ。
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