
1  ． は じ め に

　 高 等 学 校 の 新 課 程 が 始 ま っ て 3 年 目 に 入 っ た 。 本

稿 で は ， 高 校 教 員 が 「 歴 史 総 合 」 を ど の よ う に 見 て

い る の か ， ど の よ う に 取 り 組 ん で き た の か に つ い て

述 べ て い く 。 本 稿 の 執 筆 の 動 機 と し て ， 筆 者 が 参 加

し て き た 二 つ の 研 究 会 の 活 動 が 深 く 関 わ る の で ， 最

初 に 紹 介 し て お き た い 。

　 一 つ は ， 2 0 0 5 年 に 発 足 し た 大 阪 大 学 歴 史 教 育 研 究

会 で あ る 。 歴 史 学 ・ 歴 史 教 育 を め ぐ る 「 高 大 連 携 」

を 目 的 と し ， 歴 史 教 育 の 刷 新 の た め に 大 学 教 員 ・ 高

校 教 員 ・ 大 学 院 生 が 議 論 す る 月 例 会 形 式 で 開 催 さ れ ，

今 も 続 い て い る 。 筆 者 も 発 足 初 期 か ら 参 加 し て ， 歴

史 学 の 成 果 を 取 り 入 れ た 高 校 世 界 史 の 授 業 案 や 実 践

の 報 告 を た び た び 行 っ て き た 。

　 も う 一 つ は 高 大 連 携 歴 史 教 育 研 究 会 （ 以 下 ， 高 大

研 と 略 す る ） で あ る 。 2 0 1 5 年 ， 高 大 の 連 携 に よ り 歴

史 教 育 の 改 善 を め ざ す 全 国 組 織 の 研 究 会 と し て 発 足

し た 。 筆 者 も そ の 呼 び か け 人 の 末 に 名 を 連 ね ， 当 初

よ り 研 究 活 動 に 参 加 し て き た 。

　 こ の 研 究 会 で は ， 2 0 1 8 年 に 告 示 さ れ た 『 高 等 学 校

学 習 指 導 要 領  地 理 歴 史 編 』 に お い て 新 設 さ れ た 歴

史 科 目 を 高 大 の 歴 史 教 育 の 架 け 橋 と 考 え ， 歴 史 的 思

考 力 ・ 判 断 力 ・ 表 現 力 を ど の よ う に 育 む か 議 論 を 重

ね て き た 。 中 で も 「 歴 史 総 合 」 に つ い て は ， 高 校 教

育 と し て 初 め て 世 界 史 と 日 本 史 を 融 合 さ せ た 歴 史 教

育 の 実 施 が 求 め ら れ た こ と か ら ， 新 し い 歴 史 教 育 の

あ り 方 へ の 期 待 が 寄 せ ら れ た 一 方 で ， 高 校 現 場 で は

不 安 や 戸 惑 い の 声 も 聞 こ え て き た 。 そ こ で 高 大 研 で

は 大 学 の 歴 史 学 ・ 教 育 学 の 研 究 者 ， 高 校 教 員 ら が 目

標 の 実 現 の た め ， 教 授 法 の 研 究 ， 「 歴 史 的 概 念 」 を

理 解 さ せ る 授 業 づ く り の 提 案 な ど ， こ の 科 目 に よ っ

て 大 学 の 教 養 教 育 に も つ な が る 新 し い 歴 史 教 育 を 構

築 す べ く 活 動 し て き た の で あ る 。

　 本 稿 で は ， こ れ ら の 研 究 会 の 活 動 と 全 国 の 高 校 教

員 と の 交 流 を 通 じ て 知 り 得 た こ と や ， 筆 者 の 授 業 実

施 を 踏 ま え ， 実 施 3 年 目 に 入 っ た 「 歴 史 総 合 」 の 成

果 や 課 題 に つ い て 述 べ て い き た い 。 さ ら に 2 0 2 5 年 か

ら 始 ま る ， 新 課 程 に よ る 大 学 入 試 の 課 題 と 展 望 に つ

い て も 言 及 し た い 。 さ ら に は 「 歴 史 総 合 」 か ら ， 筆

者 の 専 門 と す る 世 界 史 科 目 の 「 世 界 史 探 究 」 へ ど の

よ う に つ な ぐ こ と が 必 要 で あ る か 私 見 を 述 べ た い 。

2  ． 「 歴 史 総 合 」 の 実 施 か ら  2  年 ， 高 校 教 員 は ど の

よ う に 実 践 し て き た の か

　 高 大 研 が 会 員 の 高 校 教 員 に 向 け て 今 年 3 月 に 実 施

し た ア ン ケ ー ト 「 歴 史 総 合 の 授 業 に つ い て の 実 態 調

査 」 （ 1 7 1 名 が 回 答 ） に つ い て ， 7 月 2 8 日 の 高 大 研 第

1 0 回 大 会 （ @ 静 岡 大 学 ） に お い て 分 析 結 果 の 報 告 が

な さ れ た 。 こ の ア ン ケ ー ト は ， こ れ ま で の 2 年 間 に

「 歴 史 総 合 」 を 担 当 し た 経 験 を 持 つ 会 員 を 対 象 に 実

施 さ れ た の で ， 今 年 度 初 め て 「 歴 史 総 合 」 の 授 業 を

担 当 し た 筆 者 は 対 象 者 か ら 外 れ て い る 。 研 究 会 内 部

の 調 査 で あ り ， 今 後 結 果 を 広 く 公 表 す る か ど う か ，

公 表 す る と し た ら ど の よ う な 形 で 行 う の か は こ れ か

ら 検 討 さ れ る 。 よ っ て ， 現 時 点 で は 結 果 内 容 や ど の

よ う な 分 析 が な さ れ た の か に つ い て は 本 稿 で 紹 介 す

る こ と は で き な い 。 だ が ， 高 大 研 の ア ン ケ ー ト に 回

答 し た 高 校 教 員 か ら は ， 新 課 程 の 歴 史 科 目 へ 「 前 向

き に 」 「 高 い 意 識 を 持 ち 」 ， 取 り 組 ん で い る 傾 向 が あ

る と わ か っ た 。 こ れ は ， 同 僚 や 筆 者 が 知 り 合 っ た 全

国 の 教 員 か ら 聞 い た こ と ， そ し て 今 年 度 に 「 歴 史 総

合 」 の 授 業 担 当 者 と な っ た 筆 者 が 現 在 感 じ て い る 手

応 え や 困 難 ・ 課 題 と 共 通 す る こ と が と て も 多 い
⑴
。

⑴   手 ご た え ・ 成 果 が あ っ た こ と

　 一 つ 目 は 「 対 話 的 授 業 へ の 取 り 組 み 」 に つ い て ，

筆 者 を 含 む 多 く の 教 員 が 取 り 組 ん で い る と 思 わ れ る

こ と で あ る 。 具 体 的 に は ， 「 教 師 の 設 定 に よ る 問 い

の 考 察 」 ， そ の 問 い に つ い て 「 生 徒 の デ ィ ス カ ッ シ

ョ ン を 実 施 」 な ど の 取 り 組 み で あ る 。 こ れ は 従 来 の

歴 史 授 業 の あ り 方 を 転 換 し ， 対 話 的 な 手 法 を 取 り 入

れ ， 思 考 力 を 重 視 し た 授 業 へ の 転 換 を 図 っ た ， あ る

い は 図 ろ う と し て い る こ と を 示 す 。

　 二 つ 目 は ， 「 資 料 読 解 の 実 施 」 と い う 活 動 に つ い て

で あ る 。 こ れ も 筆 者 を 含 め ， 話 を 聞 い た ほ と ん ど の 教

員 が 実 施 し て い る 。 史 ・ 資 料 の 読 解 に よ り 歴 史 事 象

「 歴 史 総 合 」 の 授 業 は ど の よ う に 取 り 組 ま れ て き た の か
― 自 ら の 実 践 も 踏 ま え て ―

関 西 大 学 中 等 部 ・ 高 等 部 教 諭

矢 部 　 正 明
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の 比 較 や 因 果 関 係 を 理 解 す る 活 動 に よ り ，「 深 い 学 び 」

の 実 現 に 向 け て よ く 取 り 組 ま れ て い る の で は な い か 。

⑵   あ ま り 実 現 が で き て い な い こ と

　 「 生 徒 の 設 定 に よ る 問 い の 考 察 」 「 生 徒 が 調 べ た こ

と の 発 表 」 と い う 活 動 は ， 生 徒 の 主 体 的 活 動 と し て

学 習 指 導 要 領 に お い て 要 求 さ れ て い る こ と で あ る 。

し か し ， 筆 者 も 教 員 の 発 問 に よ る 対 話 ， 史 ・ 資 料 の

読 解 に 時 間 を 要 す る こ と か ら 現 時 点 で 実 施 で き て い

な い 。

　 ま た ， 同 僚 や 他 校 の 教 員 に も 聞 い た が ， 上 記 の 活

動 に つ い て は 十 分 に 取 り 組 め な か っ た と い う 声 を よ

く 聞 い た 。 特 に 「 問 い を 表 現 す る 活 動 」 に つ い て は ，

新 課 程 の 歴 史 科 目 に お け る ， 生 徒 の 主 体 的 で 深 い 学

び の た め の 「 肝 」 と い う べ き も の で あ る が ， 時 間 的

制 約 か ら 取 り 組 め て い な い だ け で な く ， 実 際 に ど の

よ う に 生 徒 に 取 り 組 ま せ る の か 戸 惑 う 教 員 が 多 い と

考 え ら れ る 。

⑶   「 歴 史 総 合 が 終 わ ら な い 問 題 」

　 筆 者 の 勤 務 校 で は ， 高 等 部 1 年 次 に 「 歴 史 総 合 」

と 「 地 理 総 合 」 を そ れ ぞ れ 2 単 位 （ 週 あ た り 5 0 分 ×

2 時 間 ） 履 修 さ せ て い る 。 過 去 2 年 間 の 「 歴 史 総 合 」

で は ， 問 い の 考 察 や 生 徒 と の 対 話 的 活 動 を 入 れ て ，

「 歴 史 総 合 」 の 基 本 理 念 に 基 づ い て 授 業 を 展 開 し た

結 果 ， 授 業 進 度 を 確 保 す る の に 苦 労 し た よ う だ 。

　 他 校 の 複 数 の 教 員 に 「 歴 史 総 合 」 の 進 度 を 尋 ね た

と こ ろ ， 同 じ よ う な 状 況 で あ る こ と を 多 く 聞 い た 。

　 こ の 「 歴 史 総 合 が 終 わ ら な い 問 題 」 は ， 全 国 的 に

少 な か ら ず の 高 校 で 起 こ っ て い る こ と で あ る と 思 わ

れ る 。 共 通 テ ス ト を 歴 史 科 目 で 受 験 す る 場 合 ， 日 本

史 ・ 世 界 史 の 探 究 科 目 や 地 理 総 合 ・ 公 共 と の 組 み 合

わ せ に お い て ， 「 歴 史 総 合 」 の 全 単 元 を 終 わ り き ら

な い と い う の は 大 き な 問 題 で あ る 。

　 そ こ で 本 校 で は ， 日 本 史 ・ 世 界 史 の 探 究 科 目 の 担

当 者 が 補 習 を 行 い ， カ バ ー す る 対 策 が 取 ら れ て い る 。

同 様 の 対 策 を 取 ら ざ る を 得 な い 高 校 が 多 い こ と も 想

像 に 難 く な い 。

　 そ も そ も ， 全 単 元 を 終 え ら れ な い と い う こ と は ，

「 歴 史 総 合 」 と い う 科 目 の 理 念 に 悖 る こ と に な っ て

し ま う 。 歴 史 の 探 究 科 目 が 必 履 修 か ら 外 れ て い る の

で ， 歴 史 を 通 時 的 ・ 体 系 的 に 学 ぶ 最 後 の 機 会 に な る

生 徒 も 多 く い る だ ろ う し ， 現 代 史 が 終 わ ら ぬ ま ま で

あ れ ば ， 生 徒 自 ら に ， 歴 史 的 に 物 事 を 考 え さ せ る こ

と ， 歴 史 的 な も の の 見 方 を 持 た せ る こ と ， そ し て 現

代 的 課 題 を 考 察 さ せ る 活 動 に 至 ら な い 。 さ ら な る 内

容 の 精 選 を 図 る 必 要 に 迫 ら れ て い る 。

　 一 方 で ， 「 歴 史 総 合 」 を 3 単 位 で 実 施 し て い る 高

校 の 教 員 の 話 を 聞 く と ， 生 徒 の 主 体 的 活 動 や 問 い を

表 現 さ せ る 活 動 に 至 る ま で ， し っ か り と 取 り 組 め た

と の こ と で あ っ た 。 筆 者 自 身 の 感 覚 に お い て も も う

1 単 位 あ れ ば 生 徒 の 主 体 的 な 活 動 の 時 間 を 持 た せ ら

れ る と 考 え る 。 標 準 単 位 数 の 増 加 を 望 む 高 校 教 員 の

声 が 高 ま る こ と も 予 想 さ れ る 。

　 上 に 述 べ た 状 況 の 中 で ， 大 学 入 試 ， と り わ け 共 通

テ ス ト を 受 験 す る 生 徒 の た め に も 「 歴 史 総 合 」 の 全

単 元 を 終 え て ほ し い と い う 学 年 団 か ら の 強 い 要 望 に

応 え ， 全 て の 単 元 を 終 え る 方 策 を 見 出 す こ と ， そ し

て 科 目 の 理 念 に 適 っ た 授 業 を 展 開 す る こ と が 筆 者 に

課 さ れ た 重 い 使 命 と な っ た の で あ る 。

3  ． 「 歴 史 総 合 」 の 授 業 を 初 め て 担 当 し て

　 筆 者 は ， 新 課 程 に お け る 高 校 の 地 歴 科 「 歴 史 総 合 」

導 入 か ら 3 年 目 に し て 初 め て 授 業 を 担 当 す る こ と に

な っ た 。 本 稿 で は ， 4 月 か ら 7 月 現 在 ま で 授 業 に 取

り 組 ん で き た 中 で 特 に 重 点 を お い た こ と ， 授 業 の 進

め 方 に お い て 工 夫 し て き た こ と ， そ し て 実 際 に 授 業

を 担 当 し た こ と に よ り 見 え て き た こ と に つ い て 述 べ

た い 。 筆 者 は 「 歴 史 総 合 」 の 授 業 で ， 7 月 現 在 に お

い て ， 「 近 代 化 と 私 た ち 」 の う ち ア ヘ ン 戦 争 を 終 え ，

明 治 維 新 に さ し か か っ た と こ ろ で あ る 。

⑴   「 歴 史 総 合 」 を ど の よ う に 始 め た か

　 最 初 の 授 業 に お い て ， 生 徒 た ち に は 「 歴 史 総 合 」

は 「 歴 史 的 な も の の 見 方 ， 考 え 方 」 を 学 ぶ 科 目 で あ

る こ と ， 覚 え る の で は な く 理 解 し た 上 で 歴 史 的 に 物

事 を 考 え 現 代 を 見 つ め る 科 目 で あ る こ と を 伝 え た 。

　 そ の 上 で 最 初 の 問 い と し て ， 大 項 目 の 全 て に あ る

「 私 た ち 」 と は だ れ で ， 私 た ち 以 外 は だ れ な の か ，

を 問 う た 。 生 徒 た ち は そ れ ぞ れ に 自 分 の 言 葉 で 考 え

た こ と を 答 え て く れ た 。 そ の 中 で 「 現 代 に 生 き る

人 々 が 私 た ち で ， 歴 史 上 に 現 れ た 人 々 が 私 た ち 以 外

で あ る 。 だ か ら 現 代 を 生 き る 私 た ち が 主 と な り 歴 史

を 見 つ め る こ と を 言 っ て い る の で な い か 」 と い う 生

徒 の 回 答 に 大 い に 首 肯 し た の で あ る 。 こ う い っ た 歴

史 の 見 方 ・ 考 え 方 を 大 切 に し て 一 緒 に 授 業 を 進 め ，

共 に 学 ん で い こ う と 述 べ て 授 業 は 始 ま っ た 。

　 次 に 説 明 し た の は 大 項 目 に あ る 「 近 代 化 」 「 国 際

秩 序 の 変 化 や 大 衆 化 」 「 グ ロ ー バ ル 化 」 に つ い て で

あ る 。
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　 こ れ ら は 時 代 を 追 っ て 現 れ る 主 な 局 面 を と ら え た

概 念 で あ る が ， 各 時 代 の 中 に も ， 技 術 革 新 や 政 治 の

刷 新 に よ り 近 代 化 を 進 め る 局 面 ， 大 衆 に よ っ て 歴 史

が 動 か さ れ る 局 面 ， 国 際 秩 序 が 変 化 し て そ の 影 響 を

受 け る 局 面 ， グ ロ ー バ ル 化 に よ り 歴 史 が 大 き な 影 響

を 受 け る 局 面 を 見 出 す こ と が で き る 。 こ れ ら の 局 面

が 現 れ た 時 ， 歴 史 の 転 換 点 に な る の で ， 授 業 の 中 で

見 つ け て い こ う ， と 話 し た 。 そ し て 授 業 プ リ ン ト に

も ， こ れ ら の 局 面 が 現 れ た 時 に あ え て 近 代 化 ・ 大 衆

化 ・ グ ロ ー バ ル 化 と い う 言 葉 を 用 い て 注 目 さ せ る 工

夫 を 行 っ て い る 。

⑵   「 歴 史 総 合 」 の 全 単 元 を 終 え る た め の 工 夫 ― 中 学

校 の 歴 史 の 学 習 を 踏 ま え る

　 実 は ， 中 学 校 の 「 社 会 （ 歴 史 的 分 野 ） 」 と 高 校 の 「 歴

史 総 合 」 の 教 科 書 に は ， 本 文 や 注 の 記 述 に 共 通 点 が

多 い 。 さ ら に ， 中 学 校 の 「 社 会 （ 歴 史 的 分 野 ） 」 の 教

科 書 に は ， 高 校 の 歴 史 科 目 の 教 科 書 よ り も 踏 み 込 ん

で 新 し い 視 点 で 記 述 さ れ て い る 部 分 が あ る 。

　 そ こ で ， 以 下 の よ う に 知 識 ・ 理 解 を 担 保 し な が ら

簡 略 化 を 試 み た 。 近 世 の 大 航 海 時 代 や ， 宗 教 改 革 ・

ル ネ サ ン ス か ら 市 民 革 命 と い っ た 世 界 史 上 の 画 期 と

な っ た 歴 史 事 象 ， 日 本 の 江 戸 時 代 に お い て は ， 中 学

校 の 「 社 会 （ 歴 史 的 分 野 ） 」 と 高 校 の 「 歴 史 総 合 」 で

重 複 す る 単 元 や 事 象 に つ い て ， 授 業 プ リ ン ト に 「 復

習 」 と し て ア ウ ト ラ イ ン を 盛 り 込 む 一 方 で ， 講 義 に

つ い て は 大 胆 に 簡 略 化 し た 。

　 近 代 に 入 っ て か ら も 日 本 の 歴 史 に お い て は ， 授 業

プ リ ン ト に て ， 小 単 元 に 見 出 し で 「 中 学 ・ 歴 史 の 学

び 」 ＋ α と 書 い て ， 中 学 校 の 歴 史 の 授 業 で 学 ん だ 人

名 や 出 来 事 の 名 称 な ど の 用 語 を 穴 埋 め 式 に は せ ず ，

先 に 述 べ た よ う に ， 近 代 化 ・ 大 衆 化 ・ グ ロ ー バ ル 化

の 視 点 で 歴 史 の 転 換 点 や そ の 経 過 に つ い て ま と め さ

せ た り 考 察 し た こ と を 書 か せ た り す る 工 夫 を し た 。

「 近 代 化 」 の 授 業 に お い て は ， 授 業 プ リ ン ト に 詳 細

な 解 説 を 多 く 入 れ た に も か か わ ら ず ， 講 義 内 容 の 精

選 に よ る 時 間 の 節 約 が 実 現 で き て ， 問 い の 考 察 へ の

時 間 を 取 る こ と が あ る 程 度 で き た と 思 っ て い る 。

　 し か し ， 筆 者 の 授 業 は ， こ れ か ら 大 項 目 B 「 近 代

化 と 私 た ち 」 の 帝 国 主 義 の 時 代 と ， 「 国 際 秩 序 の 変

化 や 大 衆 化 と 私 た ち 」 の 時 代 と い う ， 様 々 な 局 面 が

各 地 で 起 こ る 時 代 に さ し か か る 。 こ れ ま で の 授 業 以

上 に 知 識 担 保 の た め の 説 明 に 多 く の 時 間 を 要 す る こ

と に な る し ， 生 徒 の 主 体 的 活 動 に も 時 間 を 要 す る の

で ， さ ら な る 工 夫 を 考 え ね ば な ら な い と 考 え て い る 。

⑶   深 い 学 び の 実 現 の た め の 工 夫

　 従 来 の 高 校 の 歴 史 系 科 目 に お い て は ， 用 語 が 多 く

て そ の 暗 記 に 終 始 し 深 い 学 び に つ な が ら な い こ と ，

さ ら に は 歴 史 用 語 の 過 積 載 が 高 校 生 の 歴 史 離 れ を 招

い た と い う 言 説 は 多 く 語 ら れ て き た が ， こ の 問 題 に

つ い て は 「 歴 史 総 合 」 の 教 科 書 に お い て ， あ る 程 度

克 服 さ れ た と い え よ う 。 む し ろ 「 歴 史 総 合 」 で は ，

日 本 史 と 世 界 史 の 両 方 の 内 容 を 融 合 的 に 扱 う 上 で 簡

略 化 さ れ た 教 科 書 の 記 述 に よ り ， か え っ て 補 足 説 明

が 多 く 必 要 に な り ， 時 間 を 取 ら れ て し ま う こ と も 指

摘 さ れ て い る 。 こ れ を 克 服 す る こ と に 多 く の 教 員 が

苦 労 し て い る の で あ る 。

　 授 業 を 進 め て い て 気 づ い た こ と は ， 多 く の 生 徒 た

ち が 教 科 書 を 読 ん で も 理 解 す る こ と が 難 し い と 感 じ

て い る こ と で あ っ た 。 特 に ， 世 界 史 的 な 内 容 で は ，

カ タ カ ナ で 表 記 さ れ た 初 め て 見 る 地 名 ・ 人 名 ・ 出 来

事 な ど の 用 語 を 追 う の に 精 一 杯 で ， ほ と ん ど 頭 に 入

っ て こ な い と い う 生 徒 の 訴 え を 聞 い た 。 教 科 書 本 文

の 叙 述 は 多 く の 歴 史 事 象 を 含 み ， 概 念 的 な 用 語 が 多

用 さ れ ， 知 識 の 不 足 し た 中 で 理 解 さ せ る の は 難 し い 。

こ の 理 解 の 先 に ， 問 い を 考 察 し た り ， 自 分 な り の 考

え を 表 現 し た り す る 活 動 が 成 立 す る の で あ る 。

　 そ こ で ， 筆 者 は あ え て 「 歴 史 総 合 」 の 教 科 書 に 載

せ ら れ た 歴 史 的 な 用 語 に つ い て は ， で き る 限 り 簡 潔

に 解 説 を 加 え ， 概 念 的 な 用 語 に つ い て は 事 例 を 挙 げ

て ， 平 易 な 言 葉 に 開 い て 丁 寧 な 解 説 を 授 業 プ リ ン ト

の 中 に 盛 り 込 ん だ 。 授 業 中 に こ れ を 読 ま せ る 時 間 を

設 け る こ と に よ り ， 深 い 学 び へ つ な が る 知 識 の 担 保

と し た 。 ま た ， 歴 史 的 経 過 が 簡 略 化 さ れ ， 流 れ が わ

か り に く い と こ ろ は ， 教 科 書 に 記 載 の な い 歴 史 事 実

を 時 系 列 で 記 述 し て 経 過 が わ か る よ う な 授 業 プ リ ン

ト に し た 。 つ ま り ， 授 業 プ リ ン ト の 用 語 等 の 説 明 を

詳 し く す る こ と で ， か え っ て 時 間 の 節 約 に な り 生 徒

の 活 動 時 間 の 確 保 が で き る の で あ る 。

　 ま た ， 日 本 の 歴 史 部 分 に つ い て は ， 世 界 の 中 の 日

本 と い う 視 点 を 持 た せ る よ う に し て い る 。 比 較 や 関

係 性 に つ い て の 問 い を 用 意 し て ， 日 本 の 歴 史 事 象 が

世 界 の 中 で は ど の よ う な 位 置 付 け と な る の か ， 世 界

か ら 日 本 は ど の よ う に 見 え て い た の か に つ い て 考 え

さ せ る こ と に し て い る 。

　 さ ら に ， 「 近 代 化 」 と い う 言 葉 の 持 つ 西 洋 中 心 的

な 意 味 を 相 対 化 す る こ と に も 努 め た 。 教 科 書 に あ っ

た ポ メ ラ ン ツ の 「 大 分 岐 論 」 に お け る ， 1 9 世 紀 に 欧

米 の ア ジ ア へ の 相 対 的 優 位 が 始 ま っ た と い う 歴 史 の

見 方 は ， 「 近 代 化 ＝ 欧 米 の 模 倣 」 ， 「 欧 米 に よ る 植 民
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地 化 に 飲 ま れ る ア ジ ア 」 と い う ， や や も す れ ば ， 西

洋 中 心 的 な 歴 史 の 見 方 だ け に 陥 る 。 そ こ で ， 速 水 融

の 「 勤 勉 革 命 論 」 を 取 り 上 げ ， イ ギ リ ス な ど の 「 産

業 革 命 」 に お け る 資 源 集 約 型 の 農 業 革 命 と 比 較 ・ 考

察 さ せ た 。

　 さ ら に こ れ か ら の 授 業 で は ， 1 9 世 紀 後 半 の ア ジ ア

の 労 働 集 約 型 の 工 業 化 や ア ジ ア 間 貿 易 を 取 り 上 げ ，

欧 米 の 発 展 と は 違 う 商 工 業 の 発 展 過 程 で あ っ た こ と

を 理 解 さ せ て い く 。

4  ． 大 学 入 試 に お け る 「 歴 史 総 合 」 の 課 題

　 新 課 程 の 内 容 に 基 づ き 実 施 さ れ る 大 学 入 試 が 2 0 2 5

年 か ら 始 ま る 。 共 通 テ ス ト の 歴 史 科 目 に つ い て は

「 歴 史 総 合 」 単 独 で 実 施 さ れ ず ， 「 歴 史 総 合 ， 日 本 史

探 究 」 「 歴 史 総 合 ， 世 界 史 探 究 」 ， ま た は 「 地 理 総 合

／ 歴 史 総 合 ／ 公 共 」 （ 歴 史 総 合 を 選 択 し た 場 合 ） と し

て 出 題 さ れ る こ と に な る 。 す で に 大 学 入 試 セ ン タ ー

は 「 試 作 問 題 」 を 公 表 し て お り ， 具 体 的 な 出 題 ・ 配

点 が 判 明 し て い る 。 公 民 科 目 や 地 理 科 目 の 選 択 に く

ら べ ， 歴 史 科 目 を 選 択 し た 場 合 ， 「 歴 史 総 合 」 と 探

究 科 目 を 合 わ せ た 教 科 書 内 容 の 多 さ か ら 受 験 生 に と

り 負 担 感 が 大 き い と い う 教 員 の 声 を よ く 聞 く 。

　 一 方 で ， 私 立 大 学 の 一 般 入 試 に お け る 歴 史 科 目 の

出 題 に お い て 「 歴 史 総 合 」 の 扱 い が 実 に 様 々 だ 。 各

私 立 大 学 が 発 表 し て い る 入 試 概 要 に よ る と ， 「 歴 史

総 合 」 ＋ 探 究 科 目 ，「 歴 史 総 合 」 の 日 本 史 部 分 ＋ 「 日

本 史 探 究 」 と 「 歴 史 総 合 」 の 世 界 史 部 分 ＋ 「 世 界 史

探 究 」 ， 探 究 科 目 の み で 実 施 す る 大 学 に 分 か れ る 。

「 歴 史 総 合 」 を 履 修 し て い な い 既 卒 生 へ の 配 慮 と し

て 経 過 措 置 の 実 施 を 入 試 概 要 に 記 載 し て い る 大 学 も

あ る 。 い っ た ん 発 表 し た 入 試 概 要 の 変 更 を 行 っ た 大

学 も あ る 。 私 立 大 学 の 入 試 に お け る 「 歴 史 総 合 」 の

扱 い と 入 試 問 題 の 内 容 は 実 施 さ れ な い と わ か ら な い

の が 現 状 だ 。 新 課 程 に よ る 共 通 テ ス ト の 実 施 と と も

に 今 後 の 動 向 を 注 視 し て い く 必 要 が あ る 。 今 ， 教 員

が 懸 念 し て い る こ と は ， 行 っ て き た 授 業 と 大 学 入 試

の 出 題 に 乖 離 が あ る の で は な い か と い う こ と な の で

あ る 。

5 ． 最 後 に か え て ― 「 歴 史 総 合 」 か ら 「 世 界 史 探 究 」 へ

　 「 歴 史 総 合 」 は 世 界 と 日 本 の 近 現 代 史 を 融 合 的 に

扱 う 科 目 で あ る が ， そ れ を さ ら に 発 展 的 に 深 い 学 び

と し て 歴 史 の 探 究 活 動 を 重 視 す る の が 「 世 界 史 探 究 」

と 「 日 本 史 探 究 」 で あ る 。 し か し ， 探 究 科 目 の 近 現

代 部 分 で は ， 「 歴 史 総 合 」 と の 重 複 を ど の よ う に 差

別 化 し て 授 業 を 作 っ て い く か 。 単 に 内 容 を 詳 し く 細

か い と こ ろ ま で 学 習 さ せ る こ と に 終 始 し て し ま う の

で あ れ ば ， 旧 課 程 の 「 世 界 史 B 」 「 日 本 史 B 」 の 時

と 同 様 に 用 語 で 敷 き 詰 め た 暗 記 が 目 的 化 し て し ま う 。

　 筆 者 も 「 世 界 史 探 究 」 の 授 業 を 担 当 し ， 用 語 や 内

容 の 精 選 を し な が ら 探 究 の 時 間 を 確 保 す べ く ， 授 業

づ く り を 進 め て い る 。 古 代 か ら 現 代 の 中 で 比 較 的 長

い 時 間 と 広 い 地 域 を 対 象 と し た グ ロ ー バ ル ・ ヒ ス ト

リ ー 研 究 の 鍵 と な る 「 比 較 」 と 「 関 係 性 」 と い う 概

念 を も と に ， 探 究 さ せ る 問 い を 立 て て い る 。 「 比 較 」

さ せ た り ，「 関 係 性 」 を 問 う た り す る に は ， 適 切 な 史 ・

資 料 が 必 要 と な る 。 教 科 書 で は ， 探 究 活 動 の 材 料 と

し て 図 版 資 料 が 豊 富 に 掲 載 さ れ ， 翻 訳 さ れ た 文 献 史

料 も 旧 課 程 の 世 界 史 の 教 科 書 よ り 多 く 掲 載 さ れ て い

る 。 し か し ， も う 少 し 深 く 探 究 さ せ よ う と す る と ，

教 員 が さ ら に 史 ・ 資 料 を 渉 猟 し て く る 必 要 が あ る が ，

こ れ に は 大 変 な 労 力 と 時 間 を 要 す る 。

　 「 歴 史 総 合 」 に つ い て は ， 学 習 参 考 書 と は 別 に ，

歴 史 学 者 ・ 高 校 教 員 ら に よ っ て 書 か れ た ， 豊 富 な 史 ・

資 料 を 掲 載 し た 「 歴 史 総 合 」 の た め の 書 籍 が 近 年 多

く 出 版 さ れ て い る 。

　 一 方 で ， 「 世 界 史 探 究 」 に つ い て は ， 科 目 の 目 標

に 沿 っ た 史 ・ 資 料 を 掲 載 し た 書 籍 は ま だ ま だ 少 な い

よ う に 感 じ る 。 歴 史 学 研 究 会 編 『 世 界 史 史 料 』 全 1 2

巻 （ 岩 波 書 店 ） は ， 高 校 教 員 に と り 大 変 有 用 で あ る が ，

高 校 生 の 探 究 活 動 に 使 用 す る に は ， 教 員 が か な り の

時 間 を か け て 「 加 工 」 し な け れ ば な ら な い 。 高 校 生

に 持 た せ る 副 読 本 と し て ， 歴 史 事 象 や 用 語 の 平 易 な

解 説 の あ る コ ン パ ク ト な 史 ・ 資 料 集 を 待 望 す る の は

筆 者 だ け で は な い と 思 う 。

　 私 た ち 高 校 の 歴 史 教 員 は ， 新 課 程 が 始 ま っ て か ら

の 全 国 の 教 員 の 授 業 実 践 を 道 標 と し て ， 授 業 実 践 を

一 つ ひ と つ 積 み 上 げ な が ら ， 歴 史 的 な 思 考 力 を 育 み ，

「 深 い 学 び 」 へ つ な げ る た め の 試 行 錯 誤 を 続 け て い

く の で あ る 。

【 注 】

⑴ 「 歴 史 総 合 」 に つ い て 実 践 的 に 考 察 し ， 成 果 と 課 題 を

的 確 に ま と め た も の に 以 下 の 小 川 幸 司 の 論 考 が あ る 。

合 わ せ て 読 ん で い た だ き た い 。

　 「 動 き 始 め た 歴 史 教 育 改 革 の 成 果 と 課 題 ― 実 践 的 考 察 」

（ 『 歴 史 評 論 』 8 9 0 号  2 0 2 4 年 ）

　 「 「 歴 史 総 合 」 は 世 界 史 と 日 本 史 を 本 当 に 総 合 で き る の

か 」 （ 山 川 歴 史 P R E S S  N o.  2 1  2 0 2 4 年 ）

1 5 （ N o. 8 2 ）授 業 の I d e a


