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社会科

く 研究主題>

主体性を高める授業過程
く 主体性 あ る 人 間 〉

様 々 な 状況や場面 に お い て ， 自 己 と 集 団 ・ 社会 ・ も の と の 関 わ り を意識 し な が ら ，
0 自 己や集 団 に と っ て価値 あ る も の や課題 を 見付 け た、す
0 自 己や集 団 の 取 る べ き 行動 を決定 し ， 実践す る
0 自 己や集 団 の 決定や行動 を振 り 返 り ， 評価 し ， 改善す る

こ れ ら に ， 継続的 に 取 り 組む と と も に ， 自 己や集団 を 高 め続 け る よ う 努力 す る 人間

く 教科 で 育 て た い生徒像 >

社会に主体的に参加 し， よ り よ い社会を創造し よ う と する生徒

く 教科 で 身 に 付 け さ せ た い要素 >
〔知識 ・ 技能〕 【要素 A 】

- 地域構成 の 基本的 な枠組み に 関す る 知識 ・ 概念
・ 各時代の特色 を 大観 し ， 関連づ け る た め に必要な知識 ・ 概念
. 現代社会 を捉 え る た め に必要 な知識 ・ 概念
・ 資料 を 正 し く 読み取 り ， 作成す る 技能

〔思考力 ・ 判 断 力 ・ 表現 力 ・ そ の他の能 力 〕 【要素 B 】
. 問題 を発見す る 力
・ 多面的 ・ 多角 的 に考察す る 力
・ 資料 を 収集， 選択， 活用 す る 力
・ 根拠 を も と に考 え ， 表現す る 力
・ 価値判 断 し意思決定す る 力
・ 合意形成す る 力
・ 振 り 返 る 力

〔 関 心 ・ 意欲 ・ 態度〕 【要素 C 】
. 社会事象へ の 関 心 ・ 意欲
・ よ り よ い社会 を創造 し よ う と す る 態度

< 教科テ ー マ 〉

主体的に社会を創造する生徒を育てる単元 開 発
~社会の形成に参加する力 を育てる授業づ く り ~
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0 教 科 テ ー マ 設 定 の 理 由

多様 な 価 値観 が 混 在 し て い る 現代 で は ， 子 ど も を 取 り ま く 社会 情 勢 も 絶 え ず 変 化
を し て い る 。 社会 的 事象 は 相 互 に 関 連 し ， 複雑 に 絡 み 合 っ て 成 立 し て い る た め ， 1 
つ の 社会 的 事 象 や 1 つ の 視 点 の み で 物 事 を 見 て い て は ， 社会 の し く み や 事象 の 関 連
性 は 見 え て こ な い 。 こ の よ う な 変 化 の 激 し い 時代 を 生 き て い く 子 ど も だ か ら こ そ ，
主 体 的 に 社会 に か か わ る こ と が 求 め ら れ る 。 そ こ で 教科 テ ー マ を 「 主 体 的 に 社 会 を
創 造 す る 生 徒 を 育 て る 単 元 開 発 」 と し ， サ ブ テ ー マ を 「 社会 へ の 参加 を め ざ し た 思
考 力 ・ 判 断力 ・ 表 現 力 の 育成 」 と 設 定 し た 。

例 え ば ， 現 代 の 社会 へ の 参加 と し て ， 政 治 参加 を 見 て み る 。 特 に 若 者 の 政 治 へ の
無 関 心 が 投 票 率 低 下 の 一 因 に つ な が っ て い る 。 そ の 中 に あ っ て ， 選 挙 権 が 1 8歳 に 引
き 下 げ ら れ る こ と で ， よ り 早 い 段 階 で 社会 へ の 参加 が 求 め ら れ る よ う に な る 。 子 ど
も は 投 票 年齢 が 1 8歳 に な る こ と や 選挙 の 仕組 み な ど は 知 っ て い る が ， 実 際 に ど の よ
う な こ と が 現 代社会 の 課題 な の か ， そ れ に 対 し て ど の よ う な 働 き か け が で き る か ま
で は 考 え て い な い 。 よ り よ い 社 会 を 創 造す る た め に ， 社会 と ど の よ う に 向 き 合 い ，
学 ん だ 知 識 を ど の よ う に 使 う こ と が で き る か が 求 め ら れ て い る 。 他 に も ， 環 境 の 開
発 や 保 全 ， T P P へ の 参加 や様 々 な 格 差 に 代 表 さ れ る グ ロ ー パ ル な 問 題 か ら 憲 法 改
正 ， 社会 保 障制 度 の 見 直 し な ど 日 本 が 直 面 し て い る 問 題 ， さ ら に は 地 方創 生 や 地 域
防 災 な ど 身 近 な 地域社会 の 様 々 な 課題 な ど が 見 ら れ る 。

私 た ち の 教 え る 社会 科 は ， そ の よ う な 世 の 中 の 動 き を 敏 感 に 察 知 す る と こ ろ か ら
始 ま る 。 社 会 的 事 象 を 教材 化 し ， 教 室 と 社会 を つ な ぐ 授 業 を 実 践 す る な か で ， 子 ど
も に こ れ か ら の 社会 を 生 き る た め に 必 要 な 力 を 身 に 付 け さ せ た り ， 社 会 を 創 造 し よ
う と い う 思 い を も た せ た り す る こ と が で き る 。 今 ， ま さ に ， 社 会 科 の 時代 が 来 て い
る と 言 っ て も 過 言 で は な い 。

し か し ， 私 た ち が 日 々 実 践 す る 授 業 は 子 ど も が こ の よ う な 社会 を 生 き 抜 き ， よ り
よ い 未 来 を 形成 し て い く た め の 力 を 身 に 付 け る よ う な も の に な っ て い る だ ろ う か。
思 考 力 ・ 判 断力 ・ 表 現 力 を 育 む 重 要 性 を 自 覚 し な が ら も ， 学 習 内 容 が 増 え た の で ， 教
科 書 の 事柄 を 覚 え る こ と を 優 先 さ せ て い る 現 状 が あ る の で は な い か 。 そ の 結 果 ， 社
会 的 事 象 や 問 題 を 単 に 知 る 授 業 に と ど ま り ， そ の 背 景 を 熟 考 し ， そ れ に 対す る 自 分
な り の 意 見 や 考 え を 表 現 す る 「 主 体 的 に 社会 を 創 造す る 生 徒 を 育 て る た め の 授 業 J
ま で い き つ い て い な い の で は な い か。

こ れ ら の 問 題 意 識 の も と ， 本 校 に お け る こ れ ま で の 成 果 を 生 か し な が ら 研 究 を 進
め ， 志 を 同 じ く す る 先 生 方 の 社会 科 授 業 づ く り の 一 助 に な れ ば と 考 え て い る 。

qJ

 



○これまでの取組について

研究方法

(1)2年 生の歴史的分野 「産業の発達 と幕府政治の動き」,3年生の歴史的分野 「現代

の 日本 と世界Jの 単元に関して,中学校の学習内容を省察 して授業実践をおこない,生

徒の様子を分析 した。

(2)単元学習終了後,2年生 と3年生に対 し学習内容に関する質問紙調査を実施 し,生

徒の解答結果を分析・考察 した。

2年 生「産業の発達と幕府政治の動き」における授業実践について

(1)単元計画について

本単元では,江戸の幕政改革を大きく 3つ の段階 (9時 間)で実践 した。図 1は ,「 産

業の発達 と幕府政治の動き」を単元構造図として,ま とめたものである。

地理=歴史(古代=中世)学習ゆ既習知識

【図 1 産業の発達と幕府政治の動き 単元構造図】

第 1次 は,産業や交通の発達,教育の普及 と文化の広が りなどをもとに,町人文化が

都市を中心に広がったことを理解 した。そのために,身近な地域教材 として,東海道や

宿場町,大井川などを教材化 した。また,江戸時代は農業が急速に発展 していつたこと,

見返 り美人図 (菱川師宣作)の 口紅を教材に「べにばな」がどのような流通経路で生産

され,広がったのかなど,貨幣経済の浸透を理解 した。都市部を中心に町人文化が広が

る一方で,農村部は荒廃 し,百姓一揆が増加 していることを読み取 り,そ の背景を探る

ために第 2次へつないだ。

第 2次 は,増加する百姓一揆や打ち壊 しを背景に,幕府が どのような政策をおこなつ

たのかを具体的に見た。徳川綱吉の政策か ら,当 時の幕府が 目指 していた世の中 (社会 )

とはどのようなものかを考える。その後,徳川吉宗,田 沼意次,松平定信 ,水野忠邦な

どの改革者をジグソー学習で調べることで,幕府 。各改革者が 目指 した世の中 (社会 )

はどのようなものかを考える。政策の羅列にならないようにするために,政策を根拠に

資料から目指 した世の中 (社会)を考えた。各改革者の政策を比較する中で,そ の違い

を明確 にした上で,人々 (農 民・町人)の評価を考え,「江戸幕府をさらに長続きさせ

るための一手はなかったのだろ うか」を追究 した。

今日(過去や未来)の社会への
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第 3 次 は ， 作成 し た 江 戸 新 聞 を 中 心 に ， 単元課題 「 江戸幕府 を さ ら に 長 続 き さ せ る た
め の 一 手 は な か っ た の だ ろ う か 」 に つ い て ， 各 改 革者 の 政策 を 分類 し ， 単 元 課題 を 自 分
の 言 葉 で 表 現す る 活動 を お こ な っ た 。 こ れ ら の 改 革 を ， [" 幕府 の 危機解決 に 役 立 っ た か ，
役 立 た な か っ た か」 と 「 人 々 ( 農 民 や 町 人 ) の 生活 を 良 く し た か ， 悪 く し た か 」 を 問 う
こ と で ， 多 面 的 ・ 多 角 的 な 見 方 や 考 え 方 か ら ， 当 時 の 江戸幕府 が ど の よ う な 世 の 中 を 目
指 し た の か を 読 み 解 い た 。

( 2 ) 社会 の 形 成 に 参加 す る 力 を 育 て る 授 業 づ く り
サ プ テ ー マ 「社会 の 形成 に 参加 す る 力 を 育 て る 授 業 づ く り 」 を 実践す る た め に ， 本校

社 会 科 部 の 基盤 と な っ て い る 小 集 団 活 動 と 参 加 型 学 習 の 手 法 は 今 後 も 継続 し て 取 り 入
れ て い く 。 そ の 上 で ， パ フ ォ ー マ ン ス 課題 [ 表 1 】 の位置 づ け を 工夫 し ， ル ー プ リ ッ ク
評 価 を 明 確 に す る こ と に よ っ て ， 思 考 の 可視化 を 図 り た い 。 今 後 は ， 要 素 c ( 学 ぼ う と
す る 力 : ど の よ う に 社会 ・ 世界 と 関 わ り よ り よ い 人 生 を 送 る か) を 育成 す る た め に ， ど
の よ う に 要 素 A で得 た 「 学 ん だ力 」 を 要 素 B の 「 学 ぶ 力 」 に 変 え 要 素 c [" 学 ぼ う と す る
力 」 を 育成 し ， よ り よ い 未 来 を 構想す る か を 検討す る 。 そ の た め に も ， 現 代 で は な く 近
未 来 ( 1 0 "' 20年 後 ) の 社会 的 課題 を 学習 内 容 と し て い か に 構成 し て い く か を 歴 史 分 野 だ
け に 限 ら ず ， 地理分野や公民分 野 で も 実践 を 続 け た い 。

【表 1 江 戸 時代 のパ フ ォ ー マ ン ス 課題】

あ な た は過去 の 古代新聞 ・ 中 世新聞 ・ 安土桃山新聞 な どの 実績が認め ら れ， 東京都の大江

戸 博物館か ら あ る 依頼 を さ れ ま し た 。 それは， 武家政権の 中 で も 「江戸幕府が 265 年 も の 長

期 政権 を 築 け た の は ど う し て だ ろ う か 」 調べて ほ し い と い う 依頼で し た 。 一 方 で ， r さ ら に

長続 き さ せ る た め の 一 手 は な か っ た の だ ろ う か 」 と 来館者か ら 聞かれま し た 。 調査結果 を新

聞 に ま と め て ， 報告 し ま し ょ う 。

今 回 の 実 践 で は ， 社会 的 事象 に つ い て 主 体 的 に 調 べ ， わ か ろ う と し て 課題 を 意欲 的 に
追 究 し て い る 授 業過程 お こ な っ た 。 例 え ば ， 江 戸 幕府 の 幕政改 革 と い う 歴 史 的 事象 を 主
体 的 に 調 べ る た め に ， 生徒 を 東京都 の 大 江 戸博物 館 の 職員 と し て ， 武 家政権 の 中 で も 「 江
戸幕府 が 265年 も の 長 期 政権 を 築 け た の は ど う し て だ ろ う か J ， [" さ ら に 長 続 き さ せ る
た め の 一 手 は な か っ た の だ ろ う か 」 と い う 課題 を 単元 後 半 に 設 定す る こ と に よ り ， 江 戸
幕府 の 様 々 な 改 革 に 着 手 し た 改 革者 に 迫 る こ と が で き た 。 そ の 結果 ， 多 面 的 ・ 多 角 的 な
見 方 や 考 え 方 か ら ， 当 時 の 江戸 幕府 が 何 を 目 指 し た の か ， 歴 史 的事象 を 考 察 す る 力 が 高
ま っ た 。

( 3 ) 生 徒 の 表 れ か ら 見 る 成果 と 課題 ( ア ン ケ ー ト 結果 よ り )
単 元 課 題 「 江 戸 幕府 が265年 も の 長 期 政 権 を 築 け た の は ど う し て だ ろ う か J r さ ら に 長 続

き さ せ る た め の 一 手 は な か っ た の だ ろ う か 」 は 興 味 を も っ て 取 り 組 め る 課 題 で し た か 。
は い 84 人 ど ち ら か と い う と は い 30 人 ど ち ら か と い う と い い え 5 人 い い え 0 人

・ 授業で は必ず 「農民J ["幕府J ["町人」 な ど の視点で考 え る こ と で， 江戸時代 が 立体的 に 見 え る よ う
に な り ， 理解す る こ と が で き た か ら 。 ま た ， 今 の政治 は こ ん な に長 く 続かな い か ら ， そ の ヒ ン
ト は江戸時代 に あ る の で は な い か と 思 っ た か ら 。

- 江戸 時代 に お こ な われた政策 を調べて ， 自 分の 考 え に結びつ け る こ と が で き た か ら 。 ま た ， 同
じ 改革者 を調査 し た人や， 小集団 の 人 と も 積極的 に話 し合 え た か ら 。

・ い ろ い ろ な資料を 自 分で活用 ， 解釈 し て ， 毎 回 あ る 課題 に 対 し て一生懸命取 り 組 め た か ら 。 ま
た ， 元禄 ・ 化政文化 に つ いて学んだ後 に ， 国 立博物館 に 行 っ て ， 直接見 る こ と が で き た か ら 。

近世の特色 を 多面 的 (政治 ・ 生活 ・ 文化 ・ 外国 と の 関 係) に考 え ， 理解す る こ と がで き ま し た か 。
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は い 68 人 ど ち ら か と い う と は い 44 人 ど ち ら か と い う と い い え 6 人 い い え 1 人

生徒 自 身 の 主観だ け で は な く ， 生徒の追究紙を分析 し ， I要素育成の判断基準」 に則 り ， 客観的
に考察 し た結果， 以 下の よ う に な っ た。
【 要 素 B 】 江 戸 時代 の 特色 を 政治 ・ 生活 ・ 文化 ・ 外 国 と の 関 係 な ど 多 面 的 ・ 多 角 的 な 見 方 や 考

え 方
近世新 聞 ( ポ ー ト フ ォ リ オ) ， 第 9 時 の 追究紙 単 元 前 ; 単 元 後

江 戸 時 代 の 特色 を ， 幕政改革 を 通 し ， 政治 ・ 生活 ・ 文化 ・ 外 国 と の
4 関 係 な ど の 資 料 か ら 適切 に 読 み 取 り ， 既 習 の 時代 と 比 較 す る こ 1 0  1 06 

と で説 明 す る こ と が で き る 。
江 戸 時代 の 特色 を ， 幕政改革 を 通 し ， 政治 ・ 生活 ・ 文化 ・ 外 国 と の

3 関係 な ど の 資料 か ら 適切 に 読 み 取 り ， い く つ か の 事象 と 結 び つ 5 6  1 1 
け て 説 明 す る こ と が で き る 。
江 戸 時 代 の 特色 を ， 幕 政 改 革 を 通 し ， 政治 ・ 生活 ・ 文化 ・ 外 国 と の

2 関係 な ど の 資料 か ら 適切 に 読 み 取 り ， 1 つ の 事象 と 結 び つ け て 48 2 
説 明 す る こ と が で き る 。
江 戸 時 代 の 特色 を ， 幕 政 改 革 を 通 し ， 政治 ・ 生活 ・ 文化 ・ 外 国 と の

1 関 係 な ど の 資料 と 関 連 づ け る こ と が で き な い。 も し く は ， 資 料 5 。
の 読 み 取 り が 浅 く ， 事実 の と ら え が 不 明 確 で あ る 。

① 3 ， 4 つ の視点か ら と ら え ら れて い る 生徒 106 人
〈記述例〉 変化が 大 き い 時代 だ と 感 じた。 古代や 中世 と 比較す る と 外国 と の 関係 が 自 由 で は な

く な り ， 幕府が一括 し て 情報や貿易 を独 占 し た状態が続いた。 ま た ， 貴族か ら 武士へ と 文化 の
担い手が変化 し た の に対 し て ， 近世は町人が文化の担い手 と な り 元禄 ・ 化政文化 を華ひ ら かせ
て い っ た。 そ の結果， 幕府主導の政治は後 半 に か け て 百姓ー撲や打 ち こ わ し な ど に よ っ て崩壊
に 向 かっ て い っ た。 あ ら ゆ る も の が変化 し ， 次 の 明 治 に つ な が っ て い る と 感 じ た。

② 2 つ の視点か ら と ら え ら れ て い る 生徒 1 1 人
〈 記述例 〉 身分が 固 定化 さ れ， 武士 に よ る 支配体制 が確立 した。 (幕藩体制) そ の結果， 幕府

主導の政治や鎖国 が お こ な われ， 外国 と の 交易 の窓 口 も 制 限 さ れた。 近世は 「幕府 フ
ァ ー ス ト 」 の 時代 と 感 じた。

③ 1 つ の視点 か ら し か と ら え ら れて い な い 生徒 2 人
〈 記述例〉 鎖国 の影響 が ， 政治 ・ 人々 の 生活 ・ 文化 な ど に影響 を 与 え て いた。

幕府主導の政治が横行 し て い た。 幕府 さ え よ ければ良い と い う 改革 も 多か っ た。

今回 の授業で 自 分に ど の よ う な力 が付いた と 思 い ま す か。 で き た と 思 う 力 の ( ) 内 に O を書
い て く だ さ い。 (複数可)
1 ( 8 0) I 近世 の 特色 j を 説 明 す る の に 必 要 な 知識や概念 を 理解す る こ と が で き た 。
2 ( 1 03 ) 今 ま で は 知 ら な か っ た 新 た な 「 近 世 の 特色 J を 発 見す る こ と が で き た 。
3 ( 7 7 ) I 近世 の 特色 J を 多 面 的 ・ 多 角 的 (複数 の 立場 の 視 点 ) に 考 え る こ と が で き た 。
4 ( 6 3 ) 近世 に 関 す る 様 々 な 資料 を 活 用 す る こ と が で き た 。
5 ( 5 1 ) 近世 に 関 す る 様 々 な 資 料 を 根 拠 に ， I 近世 の 特色 」 を 説 明 す る こ と が で き た 。
6 ( 8 7 ) 歴 史 ( 近 世 ) へ の 関 心 が 高 ま っ た 。
7 ( 39 ) 近世 と 現代 を 比 較 し ， 課題 を 見 つ け る こ と が で き た 。
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8(45)近 世社会の成 り立ちを理解 し,そ の解決策などを考えることができた。

9(45)新 聞作 りを通 して,歴史 (近世)に対する考えや思いを,発信する力が身に付

いた。

<成果>
生徒のアンケー ト結果からもわかる通 り,プ リポス トで 「江戸時代 (近世)の特色」を質問し

たときに,要素Bの江戸時代の特色を政治。生活。文化・外国との関係など多面的・多角的な見方や

考え方ができるようになっていることがわかる。この単元を通して,江戸幕府を多面的。多角的に

見るだけではなく,時代を大きく総合的・横断的に見る力が付いている。特に,今まで学習した古

代や近世と比較する生徒が多くいた。 1つの社会的事象を複数の視点はもちろん,包括的に見る

ことができつつある。また,知識の定着を図る上でも,今回の実践は公立中学校でも取り入れる

ことができるとい う意見もあつた。また,歴史学習に主体性をもつて参加することをどのように

おこなうか,検討 していきたい。

<課題>

歴史学習を進めていく中で,立場の違いに着 目し,思考をまとめてい く段階から,複数

の資料を活用 し,思考する主体性 (支配者・被支配者など)を変化 させ ることで,当 時の

時代背景や時代の大きな変化を読み取 り,こ の中に「主体性」を見いだす ことができればと

考えている。 このようなことを踏まえ,パ フォーマンス課題やルーブ リックの作成に取 り

組んでい くことが今後の大きな課題 となつてくる。

3 3年 生「現代の日本と世界」における授業実践について

(1)単元計画について

本単元では,現代の日本と世界を大きく3つの段階に (7時 PH5)で実践した。図 1は ,「 日

本経済再生会議を開こう」を単元構造図として,ま とめたものである。

[____広 鰹 饗 聖 霊 艶 壼 集 鰹 囀 蝉 量

―
―

 ¬

|

【図2 日本経済再生会議を開こう 単元構造図】

第 1次では,1945年 9月 のアメリカ大使公邸にて撮影されたマッカーサーと昭和天皇の写

真をきっかけにして, 日本が戦後, どのようにして歩んでいくのか,そ して,世界において

どのような立場に日本が置かれていくのかをイメージさせた。また, 日本の経済成長率とG
DP(国 内総生産)の推移をグラフから読み取り, 日本が戦後急激に変化 していくこと,現

在では経済成長率が下降していることをつかませた。戦後の急激な変化を具体的に読み取る

方法としては,「戦後の写真」「流行語大賞」の二つを教材として活用 し,「戦後J「経済復

興期」「高度経済成長期」「低成長期」「バブル崩壊後」に分類させた。この活動により,戦

後の日本の変化を大観させ,こ の第 1次で学んだ力 (要素A)を第 2次で活用させていつた。

第 2次では,戦後の日本の変化をヒン トに, どのような政策・対策をとることで, 日本経

主 体 性 今 日 (未来 )の社 会 へ の 参 加
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済 を 再生す る こ と が で き る の か (要素A→要素 B へ) ， 具体策 を練 り 上げ さ せた。 こ の 活動
の 中 で は ， イ ン タ ーネ ッ ト を活用 し た り ， 戦後 の 日 本 を知 る 身近な人 (祖父母 な ど) に イ ン
タ ビ ュ ー を し た り す る 活動 も 取 り 入れた。 ま た ， こ の 単元 は ， 現代社会 の課題 を 理解す る 上
で非常 に重要な部分で あ る と 同 時 に ， 現代の 日 本社会が 抱 え る 問題の原点 を 考 え る 上で も 重
要 と な る 。 幸 い に も ， こ の 時代 を 生 き 抜いた人々 が身近に も い る 。 そ の戦後 の 日 本 の 変化 を
経験 し た 人た ち か ら 情報 を 得 る こ と で， こ の教材 を よ り 身近な も の と し て と ら え さ せ て い っ
た 。

第 2 次で， 経済再生案 を練 る (調査活動 を行 う ) 上で注意すべ き 点 は， 視点 が広が り す ぎ，
ま と ま ら な い と い う 問題 で あ る 。 そ の た め ， 単元課題 を 追究 し て い く 上で柱 と な る ， 政治，
経済， 現代社会 の課題， 外交の 4 つ の視点 を 与 え ， 小集団 4 人 の 中 で， それぞれ が 一 つ の役
割 を担 い ， 調査 ・ 追究 を進 め た。 それぞれの 専門 の役割 の知識 を深 め た上で， 経済再生案 を
練 る こ と で様 々 な面か ら 追究 を す る こ と が で き る と 考 えた。

第 3 次 で は ， 作成 し た議案書 を基に， I経済再生会議J を 開催 し， 単元課題 「戦後 の 日 本の
発展 か ら 学ん だ こ と を活か し 日 本経済再生案 を練 ろ う "'-'J に つ い て ， 議論 を 進 め ， 多面的 に
戦後 の 日 本 の 歩み を理解 し ， こ れか ら の 日 本の未来 に 対す る 関 心 を持たせた。

( 2 ) 社会の形成 に参加す る 力 を育て る 授業づ く り
以 上の よ う に ， 単元 を構成す る (第 1 次 : 要素A=今第 2 次 : 要素 B コ第 3 次 : 要素 A ・ B )

こ と で， 単元 を通 し て ， 要素 c (学ぼ う と す る 力) の 育成へ と つ な げて い っ た。 さ ら に ， 歴史
学習 の な かで過去 の 事例 を活用 し ， I こ れか ら の 日 本 を 考 え る ( よ り よ い未来を創 り だそ う
と す る ) J こ と や地理の学習 で学んだ こ と を活用 す る こ と が ， 公民分野へ の 学習 へ と つ な が
っ た。 こ の 学習 が ， 自 分た ち の 「未来」 を 考 え る き っ か け と な り ， 今後 の社会 を形成す る 重
要 な 一 人 と し て の意識 を 高 め て い く こ と につ な が っ た と 考 え る 。 今後， 公民分野 の 学習 を進
め て い く 中 で も ， I社会の形成に参加す る 力 の 育成」 を進 め て い き た い。

【表 2 現代の 日 本 と 世界のパ フ ォ ー マ ン ス課題】

あ な た は 日 本 を 代表す る 経済学者で す 。 経済産業省の呼びか けの も と ， 経済再生 の た め の 有

識者会議 に参加 を す る こ と に な り ま し た 。 そ こ で あ な た は ， 戦後 日 本の経済成長 を 研究 し ， 201 7 

年 以降の 日 本経済再生 を 目 指す こ と に な り ま し た 。 今 ま で の学習 (地理 ・ 歴史 の 学 習 ) を 活 か し

日 本経済再生会議に参加 し ま し ょ う 。 そ の会議で ， 戦 後 の 日 本 の 発 展 か ら 学 ん だ こ と を 活 か

し て 日 本 経 済 再 生 案 を 練 り ま し ょ う 。 他の経済学者 と 協 力 し こ れか ら の 日 本の未来の経済

再生 を果 た す 提言 を お こ な い ま し ょ う 。

今 回 の 実践では， 歴史学習 ・ 地理学習 で学ん だ こ と を い か し ， 現在の 日 本 の 課題 を 追究 ・
解決 し て い く 授業過程 を お こ な っ た。 現在の 日 本の課題で あ る 「経済再生j を ， 戦後 の 日 本
の発展 (政治 ・ 経済 ・ 現代社会 の課題 ・ 外交 と い う 視点) を 生 か し考 え て い く こ と で， 多面
的 ・ 多角 的 に考 え る こ と が で き た。 ま た ， 歴史学習 ・ 地理学習 か ら ， 公民学習 へ の橋渡 し と
な る 学習 を進 め る こ と が で き た。

( 3 ) 生徒の表れか ら 見 る 成果 と 課題 ( ア ン ケ ー ト 結果 よ り )
単 元 課 題 「 日 本 経済再 生 会 議 を 聞 こ う ~ 戦 後 の 日 本 の 発 展 か ら 学 ん だ こ と を 生 か し て 日

本 経 済 再 生 案 を 練 ろ う - J を 追 究 す る 授 業 は 興 味 を も っ て 取 り 組 め る 課 題 で し た か 。

は い 92 人 ど ち ら か と い う と は い 27 人 ど ち ら か と い う と い い え 0 人 い い え 0 人

・ 歴史学習 の最後 の 単元 を ， 過去の 出来事 と と ら え る の で は な く ， 今 ( 自 分た ち に 関 わ る ) の 出
来事 と し て と ら え る こ と が で き た か ら 。

- 現在 と 過去 を 比較 し な が ら ， 白 ら の考 え を膨 ら ま せ る こ と が で き た か ら 。 ま た ， 自 分た ち の考
え に よ り 再生案 を 練 る こ と が で き た か ら 。

oo
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. I 日 本 を よ り よ く し て い く 」 と い う こ と を意識 し ， た く さ ん の視点か ら 物事 を 考 え る こ と が で き
た か ら 。

現 代 社 会 の 特 色 を 多 面 的 ( 政 治 ・ 経済 ・ 現代 社 会 の 課 題 ・ 外 交 ) に 考 え る こ と は で き

ま し た か 。

は い 81 人 ど ち ら か と い う と は い 36 人 ど ち ら か と い う と い い え 2 人 い い え 0 人

- 現代社会 の課題 に つ い て調査 し， そ れ に い た る ま で の 日 本や世界の動 き を 考 え る こ と が で き た。
ま た ， 課題の原因 と な る 事柄を理解す る こ と が で き た。

- 単元課題 を 達成す る た め に ， 追究 に積極的 に 取 り 組ん だ り ， 自 ら イ ン タ ーネ ッ ト を活用 し た り
し て ， 調査 を す る こ と が で き た か ら 。

- 政治， 経済， 現代社会 の課題， 外交 の それぞれの視点 を小集団 内 で分担 し理解 を 深 め ， それぞ
れの視点 を 比較 し た り ， 関連 さ せて 考 え る こ と が で き た か ら 。 特 に ， 外交面 に つ い て よ く 理解
す る こ と が で き た。

- 新聞やニ ュ ー ス な ど を 見 る 時聞 が増 え た か ら 。
[ 要素 B ] 戦後 か ら 現在 に 至 る ま で の 流 れ を ， 政治 ， 経 済 ， 現代社会 の 課題 ， 外 交 な ど 多 面

的 ・ 多 角 的 な 見 方 や 考 え 方
第 2 時 追 究 用 紙 ， 第 3 時 追 究 用 紙 ， 議 案 書 ， ポ ー ト フ ォ リ オ ， 経 済 再 生 会 議
3 現代の特色 を ， 戦後 日 本の歴史 か ら 経済再生の ヒ ン ト を追究す る 活動 を と お し て ， 日 本の

動 き を政治， 経済， 現代社会 の課題， 外交 な ど多面的， 多角 的 に考察 し ， 公正 に判断す る
こ と が で き る 。

2 現代の 特色 を ， 戦後 日 本の歴史 か ら 経済再生の ヒ ン ト を追究す る 活動 を と お し て ， 日 本の
動 き を政治， 経済， 現代社会 の課題， 外交 な ど か ら 考察す る こ と が で き る 。

1 現代 の特色 を ， 戦後 日 本の歴史 と 関連 さ せて 考察 し て い な い。
① 4 つ それぞれの視点か ら と ら え ら れて い る 生徒 89 人

〈記述例 〉 戦後 日 本は， 憲法制 定 に よ り 政治 の仕組 を 大 き く 変 え た。 ①財閥解体や②農地改革
な ど の 経済 の 民主化 に よ り 産業構造が変化 し た。 ま た ， ③女性の社会進 出や④所得倍増
計画な ど が 進 め ら れ， 急成長 を 遂 げた。 さ ら に ， 日 本の急成長 に は ， 日 本が 国 際社会へ
と 復帰 し ， 世界の 国 々 と の貿易や世界 的 な イ ベ ン ト を 開催す る こ と で ， 日 本国 内 が整備
さ れて い っ た こ と も 理 由 と し て 考 え ら れ る 。 そ の一方， 都市部へ の 人 口 集 中 や農村部 の
過疎化 が 問題 と な っ て い る 。 そ こ で， 東京オ リ ン ピ ッ ク を き っ か け に都市部 の 再 開 発 を
進 め る こ と や②財閥解体 を活用 し ， 都市部 に集 中 し た 大企 業 を 地方へ分散 さ せ る こ と 。
③女性の社会進 出 の よ う に ， 外国人の積極活用 を進 め ， 地方で の 農業やハイ テ ク 産業の
発展 を 目 指す。 ②農地改革 を 活用 す る た め に ， 田 畑 の整備 を行っ た り ， 外国人の農業研
修生 を雇 っ た り ， 世界へ和食の 良 さ を発信す る き っ か け に活用 し て い き た い。

② 1 � 2 つ の視点か ら と ら え ら れて い る 生徒 27 人
〈 記述例 〉 今 の 日 本の基礎 は G H Q に よ る 民主化政策 に よ っ て で き あ が っ た。 民主化 が進 め

ら れた こ と で， 経済発展 も し て い っ た。 そ の成長 に伴い， 社会 問題 も 起 き て い て ， 少子
高齢化や地球温暖化 な ど が 起 き て い る 。 そ の課題 を プ ラ ス に変 え て い く こ と が ， 日 本の
経済発展 に つ な が っ て い っ た。 産業の発展 に よ り 日 本は成長 し て い っ た。 1 T が発達 し
て い る 日 本は， 技術を活用 し て い く べ き だ と 思 う 。

③ 戦後 の 日 本の歴史 と 関連 さ せ て 考察 し て い な い 生徒 3 人
〈記述例 〉 今 回 の 単元 で は ， 歴史 の 学習 を 生 か し て ， 今 の 日 本の課題 の 解決 につ な げま した。

今 の 日 本 に は， 少子高齢化や過疎 ・ 過密 な ど の 問題 が あ り ま す。 自 分 な り に ， そ れ ら の
こ と に 関 心 を持 ち ， 勉強 し て い き た い です。
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今 国 の 単 元 で 自 分 に ど ん な 力 が つ い た と 思 い ま す か 。 つ い た と 思 う 力 の ( ) 内 に O

を 書 い て く だ さ い 。 ( 複 数 可 )

1 (58) 現代の特色 を説明す る の に必要 な知識や概念 を 理解す る こ と が で き た
2 (68) 今 ま で は知 ら な か っ た 「現代の特色」 を発見す る こ と が で き た
3 (4 1 ) 現代 に 関す る 情報 を収集 し ， 活用 す る こ と が で き た
4 (76) 現代 に 関す る 情報 を根拠に 「経済再生案」 を考 え る こ と が で き た
5 (85 ) 現代の課題 を 見つ け る ・ 考 え る こ と が で き た
6 (7 1 ) 日 本経済 の 問題 を発見す る こ と が で き た
7 (68 ) 日 本経済再生案づ く り を通 し て ， 社会 に対す る 考 えや思い を提案 し た り ， 発信 し た り す

る こ と が で き た
8 (77) 歴史 (現代) へ の 関 心 が 高 ま っ た
9 (52) こ れか ら の 自 分た ち の 生活 を よ り よ く し て い き た い と 考 え た

く成果〉
生徒ア ン ケ ー ト の 結果 を 見 る と ， 単元 を通 し て ， r現代の 日 本 と 世界」 を 多面的 ・ 多角 的 に見た

り ， 考 え た り す る こ と が で き た と い う 生徒が 数多 く い た。 つ ま り ， 要素 B の力 が 育成で き た と い
う こ と で あ る 。 ま た ， 日 本経済の 問題や現代社会の課題 を発見 し た り ， 現在の社会への 関心 が 高
ま っ た り し た 生徒 が 多い と い う こ と が わ か る 。

こ の 単元 を 通 し て ， 現代の 日 本 と 社会 を 多面的 ・ 多角 的 に 見 る だ け で は な く ， 既習 事項 を 生か
し ， 現代の社会 の課題 を追究 し て い く こ と で， 自 分た ち 自 身の 生活へ と つ な げて 考 え る 力 が身 に
つ い た と い え る 。

歴史分野 に お け る 最終単元 を ， 歴史学習 ・ 地理学習 で学ん で き た こ と を 総合 的 に活用 し ， 考 え
る こ と は， 大変意義の あ る も の で、 あ っ た と 考 え る 。

く課題〉
歴史学習 を進 め て い く 上で は ， 過去 と 現代 と を 比較す る こ と は 時代背景 を考 え る 上で， ずれが

生 じ て し ま う こ と も あ る 。 し か し ， 時代背景だ け に 主体 を 置 く の で は な く ， そ れ ら を活用 し な が
ら 現代 を 考 え て い く こ と やそ の変化 を読み取 っ て い く こ と で， r 主体性」 あ る 学習 が進 め ら れ る の
で は な い か と 感 じ て い る 。

4 今後へ 向 けて

研究 と し て ， 今年度 の夏季公開授業 ・ 研究発表会は 「社会 に参加す る 歴史学習 の あ り 方J を探
っ て い る 。 そ の 中 で， 研究テ ー マ 「 主体的 に 社会 を創造す る 生徒 を 育て る 単元 開 発~社会 の 形成
に 参加す る 力 を育て る 授業づ く り "'-'J に 近づ け る た め に ， 為政者で は な い農民や町人 の 立場 に 立
っ た資料の提示 が 必要 に な る 。 各時代 を為政者だ け で は な く ， 歴史の 文脈の 中 で読み取 り ， 歴史
を 生徒 自 身が つ く っ て い く 「真正の歴史学習 」 の あ り 方を端緒が つ か め た。 つ ま り ， 自 分が歴史
の 主人公， 歴史 を つ く っ て い く 主人公で あ る 意識 を 育 て な が ら ， 今 の 生活 と 歴史 を往還 し ， 得た
知識 を現代社会 に ど の よ う に生かす こ と が で き る か， 単元 開発の過程で研究 し て し 1 く 。
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