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目的

福島県立ふたば未来学園
中学校・高等学校

地域との協働による高等学校教育改革推進事業（グローカル型）成果報告資料

研究開発
構想名

原子力災害からの復興を果たし、新たな地域社会を
創造するグローバル・リーダーの育成

〇 地域探究と海外研修を体系的に位置づけたｶﾘｷｭﾗﾑ開発

〇 地域や世界の課題解決に挑戦する人材の育成

〇 教育と復興の相乗効果の創出、全国の高校への波及

〇地域や世界の課題と自己の夢とを重ね合わせ、当事者として行動する市民性

〇立場・価値観の違いによる分断や対立を止揚する協働的ネットワーク構築力

〇地域の資源を見出し、地域に新たな価値を創造する力

育成
人材像

3年間を通じた「地域課題解決の探究カリキュラム」の構築
✓ 学校設定科目「地域創造と人間生活」の設置。
✓ 課題解決のためのアクションを重視。
✓ 教員の関わりを含めた、汎用性のある探究活動指導方法の確立。
✓ 地域の特性を考慮した6つの探究ゼミでの実践。

スポーツと健康探究ゼミ

原子力防災探究ゼミ

再生可能エネルギー探究ゼミ

ﾒﾃﾞｨｱ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ探究ゼミ

アグリ・ビジネス探究ゼミ

福祉と健康探究ゼミ

エネルギー供給地としての福島県の特性を踏まえ、エネルギ
ーについて科学的、社会的なアプローチで探究する。

地域におけるメディア・コミュニケーションの効果的な活用
方法、教訓を継承していくための方策について探究する。

地域の現状をビジネスや生業の観点から調査し、風評払拭や
新たな地域活性化の方策について探究する。

Jヴィレッジの近隣という立地を活かし、スポーツを通した地
域活性化策や地域の健康増進策等について探究する。

少子高齢化の先進地域となっている双葉郡の地域性を活かし、
地域の方が生きがいのある人生を送る方策について探究する。

原子力発電所事故後の地域社会のあり方、廃炉と住民の関わり、
地域コミュニティーの復活について探究する。

海外研修等による地域と世界の課題解決

✓ 自身が取り組む地域課題解決の探究内容について、海外の同世代と議論。
✓ 地域課題とグローバル課題の往還による本質的な課題解決策の模索。
✓ 事前、事後研修も含めて、生徒が主体となった海外研修構築プロセスの確立。

１年次：ドイツ研修
フライブルク・ミュンヘン

２年次：米国研修
ニューヨーク、国連本部

住民の積極的な参画・関与によるまちづくりや再生可能エネルギーの
活用について学び、今後の地域の在り方について考察する。
演劇やプレゼンによる福島の現状報告を行い、地域の理解を促進する。

「持続可能な社会づくり」をテーマに地球規模での課題について国際
機関や世界の同世代と意見交換、議論を行う。
差別や対立・分断について米国の現状を学び乗り越える方策を探る。

福島県
教育委員会

NPO法人
カタリバ

◆ 県、ふたば未来学園中学校・高等学校と双葉郡８町村を
中心とする広域コンソーシアムを構築。

◆ 生徒の実践的な学びで地域を活性化し、教育と地域復興
の相乗効果を創出。

ふたば未来学園と双葉郡による広域協働コンソーシアム

福島大学

✓ 将来の地域ビジョン、ふたば未来学園で育成していく人材像の共有
✓ 上記に基づきふたば未来学園で展開する教育活動の企画・立案 等

福島相双
復興推進
機構

福島イノベー
ション・コースト
構想推進機構

双葉郡教育
復興ビジョン
推進協議会



高入生

スペシャリスト生

１年次（R4）
火⑥⑦

２年次（R5）
火⑥⑦
金③

３年次（R6）

発表会 「魅力合戦」 （探究グループを編成）

✓ 地域や世界の課題と自己の夢とを重ね合わせ、当事者として行動する市民性
✓ 立場や・価値観の違いによる分断や対立を止揚する協働的ネットワーク構築力
✓ 地域の資源を見出し、地域に新たな価値を創造する力

【総合】
● フィールドワーク
● 原風景マップ
● ヒューマンライブラリー

● ミニ講義
● 演劇

寛容性や協働力を身
に付け探究活動で発揮

【総合（木３）】
● 小論文指導（高２～）

論述力を鍛えて、推薦
対策・論文指導につな
げる。

【総合以外】
● 各教科

各教科の知識を探究
活動で発揮、探究活動
から教科のものの見方
考え方を強化し、学ぶ
意欲を醸成

往還

往還

往還

一貫生

アカデミック生 アスリート生

中間発表会（９月） ＋大学教授によるミニ講義

進路接続期
探究と進路の接続（セルフエッセイ）、探究成果の論文執筆、

各種受検準備、各種コンテスト等

未来創造探究 導入期（１０～１２月）

オリエンテーション、テーマ検討、調査アクション（DB活用）

ドイツ研修

NY研修
ゼミ活動Ⅰ期

課題解決のためのアクション⇒発表⇒課題の再設定 探究のサイクルを回す

プレ探究期（１～３月）

調査のアクションから探究のサイクルを回す

ゼミ活動Ⅱ期
課題解決のためのアクション⇒発表⇒課題の再設定 探究のサイクルを回す

原子力災害からの復興を果たし、新たな地域社会を創造するグローバル・リーダーの育成
知識 ・ 技能（スキル・コンピテンシー） ・ 人格（キャラクター・センス） ・ 自らを振り返り変えていく力（メタ認知）

めざすべき
人材像

地域創造と人間生活

（学校設定）２単位（前期・
夏休み）
未来創造探究
（総探）１単位（後期）

未来創造探究
（総探）３単位

未来創造探究 生徒研究発表会（４～５月）

卒業論文（９月提出）

論文執筆
未来創造探究
（総探）２単位

協働・創造の資質・能力育成と地域課題遭遇期（４～９月）

コミュニケーションWS・履修指導、地域課題遭遇、地域課題演劇創作等
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成果１-１ 中高６年間が連動した探究カリキュラムの開発（R４年度～）

哲学対話
演劇・GS
リーダー学

深化ポイント
探究の前倒しで

課題解決のアクション
をさらに進める
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令２年（２０２０年） 令和４年（２０２２年）

成果１-２ 「双葉郡の課題」の本質をつかむための探究学習

具体的取組 演劇を活用した「双葉郡の課題発見」

「リッチ・ピクチャー」
生徒が作成した演劇について、登場人物の関係や彼らが抱えてい

る背景、対立と分断の社会構造について、演劇を作成後に分
析して地域の課題を把握し、1年次後半の探究学習につなげる。

皆さんは、課題を探究するのではなく、
そこにいる人間の複雑さ、
その人間が織りなす社会を探究する

平田オリザさん
2021/12/14 演劇成果発表会講評より

「課題遭遇」バスツアー

生徒たちは、双葉郡の課題、特に震災時に何
が起き、大人はどのような悲しさや悔しさに
直面をしたのかを知っているようで知らない。
※現在の高校生は震災時幼稚園年長～年少世代
※生徒の６割は双葉郡外出身（県内、北海道～九州等全国）

過去を知る

「地域課題」の演劇創作

グループで、町役場、商店、東電等を訪ね、
地域が抱えている課題を調査し、その課題
を演劇の台本にまとめて表現。

現在と向き合う

分断・対立を止揚する未来の変革者
（能動的市民）の入り口に立つ

深化ポイント
演劇 と 探究学習の連動を強化する
地域創造と 未来創造探究
人間生活
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令２年（２０２０年） 令和４年（２０２２年）

成果１-３ 「未来創造探究」（事例と課題設定WS）

生徒事例(マイプロ全国出場生徒)
深化ポイント

探究学習の指導プロセスの精緻化
（課題設定の仕方、 調査研究型探究の指導法確立）

課題設定について、調査研究型と問題解決型にわけて、
各々の探究のタイプに合わせ、課題設定ワークシートを
記入させる。（今後増えていく理系・文理融合型探究に向けて）

Will

タピオカ

Need

富岡町
震災・復興
人口減少

さくらタピオカプロジェクト（4期生）

自分のふるさとである富岡町や富岡のさくらをもっと知ってほしい
という思いで、さくらタピオカを開発・販売した。

地域の課題解決型
探究の指導体制は

ほぼ確立

理系の調査研究型
探究の指導体制が

弱い



双葉郡8町村との連携事例（未来創造探究）
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約８０プロジェクト
中学生探究

２０プロジェクト
高校１年次演劇

約６０プロジェクト
高校２年次探究

約６０プロジェクト
高校３年次探究

約１５プロジェクト
ほか社会起業部等

常時約２００ の地域での未来創造プロジェクト実践

・地域の伝統芸能「請戸の田植え踊
り」を次世代に受け継ぐ方策を模索
・フルーツの活用による浪江町の活
性化

・写真を通じて大熊をアピール
・ﾈｸｻｽﾌｧｰﾑおおくまとの連携による
イチゴを使った商品開発
・大熊っ子座談会
・トリチウム処理水の本質に迫る

・寄り道できる場づくり
・広野振興公社との連携による
バナナを使った商品開発
・広野町探検隊
・髙野病院、花ぶさ苑との連携に
よる福祉活動

・Jヴィレッジを活用したウエディング
プランの策定
・楢葉小学校との連携による絵画を
通じた表現教室

広域
・映像やVRによる双葉郡ツアー
・マインクラフトでつくる双葉郡

・2022年から入居が始まる復興拠点
区域のまちづくりに参画

・さくらタピオカによる情報発信
・週末喫茶店への出店を通じた地域
活性化

・特産である「いわな」を具材としたお
にぎりのレシピを開発しコンテストで
受賞。婦人会とともに調理するイベ
ントを開催

・稲刈り、スポーツ等のイベントに参
加あるいは自ら開催し、村おこしに
貢献

成果２-１ 地域連携事業の面的拡大（双葉郡８町村との連携）



（ふくしま広野未来創造リサーチセンター）
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① 探究活動への協力 （専門知への接続）
中学校「未来創造学」、高校「未来創造探究」での生徒プロジェクト一覧を基に、適切
な助言者(専門家）を紹介いただき、助言やプロジェクトの支援をいただくとともに、生
徒の発表会でも講評・審査にも専門家の視点で参画いただいた。

② 「ふくしま学（楽）会」など各種研究会の開催
（地域知・専門知への接続）

半年に一度双葉郡内で開催されている早稲田大学主催「ふくしま学（楽）会」で、地域
の方・専門家・中高生の対話の機会となっており、①で取り組んだ内容を様々な主体
で議論することで、協働のきっかけとし、探究の深化や実践の加速につなげてきた。
これまで参加してきた研究会（「廃炉の先研究会」や「科学とアートによる復興を構想
する研究会（A＆S研究会）」）やシンポジウムに生徒、卒業生、教員が登壇。

③ リエゾンマネージャーの常設

第４回 本校会場での開催

１F地域塾の様子
専門家、地域の方、中高生
や教員などが１F廃炉について
学び意見を交わす場

生徒の探究内容について大学の先生方が助言・支援

「ふくしま学（楽）会」で多様な主体で議論を深める

生徒たちの探究の加速
（事例「H30 高校生と考える廃炉座談会」）

これまで生徒が
３０プロジェクト以上発表
（２０２３年１月までに

１０回開催）

成果２-２ コンソーシアムとの連携 (例：早稲田大学との協働)

深化ポイント
専門家やリエゾン
マネージャーの
見立てで生徒の
探究を個別最適化
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企画研究開発部
カリキュラム責任者

教員

カタリバ
・カリキュラム責任者の
先生との連携、サポート

・アドバイザーの配置、
育成

・専門家人材、地域人材の
コーディネート

探究
マネジメントリーダー

教員

探究アドバイザー
（グループをみる）

教員

カタリバ

コーディネーター(CN)

探究
アドバイザー

生徒

4〜8グループ

原子力防災探究

ﾒﾃﾞｨｱ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ探究

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ探究

アグリ・ビジネス探究

スポーツと健康探究

福祉と健康探究 地域

地域コーディネーター

地域の方々 地元企業の方々 組合の方々

地域専門家人材・協力者等

未来創造探究 各ゼミ

・カリキュラムマネジメント
・全体教材の作成（探究ノート等）
・各探究ゼミの取りまとめ
・各種勉強会の実施

専門家 大学生

連携・協働

連携

授業設計/
相談

・地域の方々の
コーディネート

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

・双葉みらいラボの設置、運営
・ユースワーカーの配置、育成
・専門家人材、地域人材
のコーディネート

・教員への生徒情報の共有

教務主任/学年主任
その他担当教員

教員

・授業（教科学習）
・課外活動の指導
・進路指導

連携

スタッフ・
学生インターン派遣

学校

成果２-３ コンソーシアムとの連携 (例：カタリバとの協働)

中学教員
高校教員

高校教員

カタリバ
スタッフ

ゼミ
リーダー

ゼミ担当
教員

ゼミ担当
教員

カタリバ
スタッフ

深化ポイント
毎週の企画部会
で教員とCNが
協働

月次会（年６回程度）

企画 定例部会（毎週）



～福島の課題とグローバルな
課題を重ね合わせて考える

ドイツ（高校１年）
ホームステイをしながら同世代と持
続可能な世界の実現について議論。
再生可能エネルギーによる町づくり
や、ホロコーストの教訓の伝承等も視
察し、福島の今後を考える。

ニューヨーク・
国連本部（高校２年）
国連本部職員に、地域課題解決の取り組
みから自分たちが見出した世界への提言
を発信。
８日間の滞在中に、同世代や大学院生等
８回のプレゼンテーションとディスカッション

地域課題解決の実践から見出した、「持続可能な世界実現」へ
の提言を世界で発信。
福島の課題とグローバルな課題を重ね合わせてディスカッショ
ンし、地域に還元。
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成果３ 海外研修・世界への発信～

コロナ禍でもオンライン対話や代替研修で学びを止めない

⇒双葉郡バスツアー

立命館アジア
太平洋大学の
留学生を招き、
双葉郡を案内

⇒徳島県上勝町研修＆VRホームステイ

「ゼロ・ウェイスト」
を掲げる
国内の環境最先端
地で研修。
それを元にドイツの
高校生とオンライン
対話を実施。

＜コロナ禍における海外研修＞
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探究
フェーズ

Stage１ Stage2（１） Stage2（２） Stage3 Stage4

問題発見
課題設定

現状分析 解決仮説
解決アクション①

考察
新たな課題

解決アクション②
考察

新たな課題

解決アクション③
考察

新たな課題

考察
論文作成
進路実現

探究内容
・問立て ・目標設定
・研究動機 ・哲学対話

調査
調査のための
アクション

整理・分析

解決のためのアクション
仮説
構造化し他の問題・課題
との関係性を知ること

・解決のためのアクション ・考察
・より本質的な問題の発見 ・新たな課題設定
・具体的な解決アクション

・考察 ・論文作成
・提言 ・進路実現

カリキュラム
段階

人生／２年次生前期 ２年次生後期 ３年次生前期 ３年次生後期

【生徒】
各変容
フェーズ
における
望ましい
具体的態度
や行動

①Think Flexibly
柔軟に考える

①Seek Complexity
掛け合わせるものを探す

①Take Risks with Courge
勇気をもってリスクをとる

論文作成
セルフエッセイ
完成
進路実現

②Inquire
情報を手に入れる

②Think Fluently
思考を止めないで流れる

②Imagine
よりよい未来を創造し続ける

③Access Expanded Brein
直感を大切にして積極的に活かす

③Originate
人と違う事を楽しむ

④Elaborate
細部にこだわり洗練させ
る

【教員】
担当者の
働きかけ

①意見が自由に出るような雰
囲気づくり

①構造的に物事を観れる
ようにアドバイス

①アクションにすることに対する背中押し

②正確な情報収集・分析への
厳しい指導

②意見が自由に出るよう
な雰囲気づくり

②未来ビジョンを常に意識させる言葉かけ

③何でも受け入れられる雰囲
気づくり

③他人との違いを理解し
楽しめる雰囲気づくり

④緻密にアイディアを成
熟させるような指導

成果４ 探究フェイズに応じた教員の関わり方モデルの構築

「守」：受容的な
姿勢

正確に物事を知り
探究の

基礎を作る

「破」：生成的な
姿勢

柔軟に他の問題と
繋げたり

想像力を働かせる

「離」：持続的に
取り組む姿勢

リスクを恐れず
チャレンジ

実践を連鎖させる

インストラクター
（現状を正しく捉えさせる）

ファシリテーター
（問いを立てて引き出す）

・問いを通してテーマを深化させる
・生徒自身が本当に取り組みたい実
践を引き出す

・実践への勇気づけ
・実践後の振り返り（リフレクション）

メンター
（応援・勇気づけをする）

・知識のレクチャー
・調査研究（書籍/WEB/インタ
ビューなど）

ジェネレーター
（自らも発言し発見とコミュニケーションを生成する）
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① WWL申請に向けて

・ 英語活用力向上を強化し、「グローバル・リーダー」の育成に向けて

② 教科横断的な学習と総合探究、教科と探究の往還関係の構築
・ 偶発的なクロス・カリキュラムから教科横断的な学習をカリキュラムに統合する方法の研究

③ 地域復興と教育の相乗効果を生み出す探究学習
（＋ 生徒・教員・地域の方の三者が探究学習を通じて、ウェルビーイングが向上する形）

ふたば未来学園の教員からの問い

「探究学習は地域住民のウェルビーイング向上を実現できるのか？」

④ 全校で探究学習を伴走するための校内研修の充実

＜校内研修の時間削減の要因＞

R２ コロナ対応に伴うオンライン授業への対応
R３ 多忙化解消に伴う校内研修時間の削減
R4  アカデミック系列の週３６単位に伴う授業時間の確保

積み残した課題と今後の展望

結論
どんなに忙しくても目線合わせ
の時間は必要不可欠
「校内研修は必要」



【参考１】ふたば未来学園が育成する人材像（ルーブリック）

11

2021.4.5改訂Ver.
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令２年（２０２０年） 令和４年（２０２２年）

質問項目 高評価 低評価

Ｑ１
未来創造探究は、
あなたの卒業後の
具体的な進路選択に影
響を及ぼしましたか？

6期生 R4年度 ２月末集計 ２月末集計

5期生 R３年度 66.9 33

4期生 R２年度 65.7 34.2

3期生 R元年度 50.5 49.5

2期生 H30年度 57.6 42.4

Ｑ２
未来創造探究での活
動を、入社試験や入学
試験に活用しました
か？

6期生 R4年度 ２月末集計 ２月末集計

5期生 R３年度 57.2 46.6

4期生 R２年度 66.3 33.6

3期生 R元年度 59.3 40.7

2期生 H30年度 61.6 38.4

Ｑ３
未来創造探究は、
あなたが将来「社会と
どう関わって生きていき
たいか」を見出すことに
繋がりましたか？

6期生 R4年度 ２月末集計 ２月末集計

5期生 R３年度 87.4 12.6

4期生 R２年度 88.4 11.6

3期生 R元年度 80.6 19.5

2期生 H30年度 79.8 20.2

Ｑ４
未来創造探究は、
あなたが自分の価値観
を考えることに繋がりま
したか？

6期生 R4年度 ２月末集計 ２月末集計

5期生 R３年度 87.4 12.6

4期生 R２年度 90.2 9.8

3期生 R元年度 86.7 13.3

2期生 H30年度 86.7 13.3

「グローカル型」指定年度

【生徒の成長と能力の伸長】
高校３年次 卒業時アンケート（卒業式前日に調査）

ルーブリック

ふたば未来学園
ルーブリック詳細

卒業年度 H29 H30 R元 R2 R3 R4

学年 1期生 2期生 3期生 4期生 5期生 6期生

I．能動的市民性 1.91 2.84 3.21 2.81 2.92 3.08
J．自分を変える力 2.04 2.63 3.15 2.78 3.04 3.26

自分は責任がある社会の一員だと思う

自分の行動で国や社会を変えることができる

日本財団世界の18歳意識調査の日本の結果 （2021年実施）

48.4％

26.9％

比較

深化ポイント
未来創造探究が自らの課題を発見しながら
自己の生き方在り方を模索することにつながる
能動的市民性・自分を変える力（メタ認知）↗
自らを変え、地域を変え、社会を変える
「変革者」に求められる資質・能力

【参考２-１】評価、生徒の能力の能力の伸長
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【参考】 地域との協働による高等学校教育改革推進事業 目標設定シートより

１．本構想において実現する成果
目標の設定（アウトカム）

項目
2021年 2022年

目標値

昨年 今年

a

本校で規定する
人材育成要件・
ルーブリックレベル
の3年次最終調
査における平均値

2.90
(最終)

3.03
(最終)

3.5

b

卒業時における、
将来的な地域へ
の貢献意識（社
会との関わり）や、
本事業による自
身の価値観への
影響の肯定的意
見の割合で70％
以上

87.4
％

２月
集計

70
%

c

本事業に関する
保護者アンケート
による肯定的意
見の割合

88.5

％
２月
集計

70
%

２．地域人材を育成する高校としての活動指標（アウトプット）

項目
2021年 2022年

目標値
昨年 今年

a

地域の個人、団体との協働に
よる

課題探究プロジェクト数

目標 45 50
50pj

実績 60 69

b

視察、研修、発表会聴講等
で来校する教育関係者、地

域関係者等の人数

目標 230 250
250人

実績 192 168

c
生徒の外部発表、
コンテスト応募件数

目標 40 45
45件

実績 44 47

３．地域人材を育成する地域としての活動指標（アウトプット）

項目
2021年 2022年

目標値
去年 今年

a
本校の活動に関わっていただく
地域の活動団体または個人の年
間のべ件数

目標 180 200
200人

実績 310 ２月集計

＊bの変遷については成果６-１を参照 ＊2022年の数値は12月28日現在の数値です

【参考２-２】定量的評価
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２０２２年10月

ごちゃまぜ探究カイギ
ふたば未来学園の生徒・教員・地域の方が集ま
り、東日本大震災から11年後の双葉郡の今の
課題を共有し、生徒の探究学習につなげる

２０21年６月

みらいフォーラム（文化祭代替行事）
ジャーナリスト北角裕樹さん来校。ミャンマ
ーからの留学生とともに、情報発信の在り
方について、ディスカッションを行う。

令和３年（２０２１年）令和２年（２０２０年） 令和４年（２０２２年）

Glocal High School Meetings 2022

日本語部門・英語部門 金賞W受賞
２０２２年１月

Glocal High School Meetings 20２１

日本語部門金賞（文部科学省中等教育局長賞）
英語部門 銀賞

全国マイプロジェクトアワード 20２０

全国大会出場 ２０２０年３月

全国マイプロジェクトアワード 20２１

全国大会出場 ２０２１年３月

全国
マイプロジェクト
アワード

Glocal
High School 

Meetings

ふくしま高校生
社会貢献活動
コンテスト

最優秀賞（2020）
富岡さくら復興プロジェクト

福島大学アドミッション
センター長賞
アグリ・ビジネス探究ゼミ

優秀賞（2021）
・社会起業部
・メディア・コミュニケーションゼミ
（ふたばメディアグループ）

最優秀賞(2022)
ひとりひとりが取り組む防災

優秀賞
社会起業部カフェチーム

４年連続
全国出場

２年連続
金賞

過去６回中
最優秀３回

２０２０年

オンライン授業の環境整備と指導者研修会
感染症による休校下において、オンライン授業の普
及のための各校教員向け研修会を複数回実施（
県内中高、特別支援より参加）

【参考３】Ｒ２〜４「グローカル型」指定期間３年間の実績



海外研修 （ＮＺ修学旅行での発信）

【参考４】ふたば未来学園中学校での学び（R元年度～R3年度）

〇未来創造学（総合的な学習の時間）

『ふたばの良さを発信する』をテーマとして、双葉郡の魅力を磨き、発信。生
徒たちの実践は、文献には記載のない地域で「五社山颪」と呼ばれる季節
風の存在を44年分のデータや地形図から実証したものや、村の魅力に深く
触れられるゲームの開発等様々。
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〇グローバル・スタディ科

英語で議論したり、プレゼンテーションを行ったりする学習で実践的な英語
を学ぶ。中止となった修学旅行（全員がNZ渡航予定）での「福島発信」の代
替として、海外からの留学生を招いて未来創造学での自身の実践を発信。

〇 リーダー学

社会を牽引してきたリーダーと出会い、生き方や困難の乗り越え方につい
て話を聞き、各自が「リーダーシップとは何か」を考え、地域でのプロジェクト
や学校での活動に生かしていく。

１年生

２年生

３年生

チーム探究 「協働魅力探究」

個人探究を融合・連携させて地域の魅力を磨き、
突き詰め、新たな魅力を創造して発信する。

チーム連携探究 「協働国際発信プロジェクト」

グローバル・スタディ科（本校独自の実践的英語力育成科
目）とも連動しながら、海外の同世代に向けて発信する。

個人探究 「魅力探究」

ふたば地域の海・山・川・郷を巡り、ふたばの人・もの・こと
のよさや価値と出会い、魅力を発信する企画をまとめる。

中学校３年間の「未来創造学（総合的な学習の時間）」の流れ
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