
内容解説資料

11
経済的見方･考え方の二つの
側面：論拠と認識枠組み

　本稿の主題は、経済教育における見方･考え方（以

下「見方･考え方」）を働かせる工夫についてであ

る。『高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説　公

民編』において、「公共」を通じて育成されるべき資

質･能力として、社会的課題の認識能力、原理に基づ

いた判断･議論する力、現代社会における人間や公民

としての自覚の三つがあげられており、それぞれ、

「知識や技能」、「思考力･判断力･表現力等」、「学び

に向かう力、人間性等」と対応している。本稿でその

働かせ方を工夫していく「見方･考え方」は、主に、

原理に基づいた判断･議論する力（思考力･判断力･表

現力等）の育成において重要なものとして位置づけら

れているが、以下で示すように、社会課題の認識能力

（知識や技能）の育成においても重要性を持っている。

　「見方･考え方」が原理に基づいた判断･議論する

力の育成において重要なのは、図1に示すような学習

過程において、特に調査や気づき、議論などの過程で

「見方･考え方」が学習者に論拠を提供するからであ

る。例えば、関税の国内製造業に対する影響に関する

調査をする際に、適切な調査を行う際の論拠として効

率や公正といった「見方･考え方」が活用される。そ

の一方で、問いの設定のような、主に知識や技能に関

わる学習過程の初期においても、「見方･考え方」は重
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要性を持つ。それは、社会的課題を認識する際の認識

枠組みとして「見方･考え方」が不可欠だからである。

　例えば、政府の効率化という目的のもとで、特定の

政府機関の職員の解雇を行ったり、機関そのものを廃

止したりするような動きに対しては、財政、雇用、契

約、政治、正義など多様な視点から見ていくことがで

きる。そのような中で経済的な問いを立てるために

は、経済主体としての家計･企業･政府という位置づ

けや、財政の仕組み、公共財の性質など様々な知識を

組み合わせた「見方･考え方」という「社会を見る枠

組み」から問いを設定する必要がある。実は、教科書

『公共　新訂版』の「『経済』の見取り図」は、この

「社会を見る枠組み」として活用してもらいたいとい

う意図のもとで書かれている。以下では、この「見方

･考え方」で社会を見るためのポイントについて述べ

ていく。

22
社会を見る枠組みとしての
「見方･考え方」
⑴：経済活動とは何か？

　「経済」の見取り図（以下「見取り図」）の中で、

「私たちの日常生活は、有限な資源をもちいた生産、

消費、労働、取引といった経済活動なしにはなりたた

ない」（98頁）と書いている。社会を見る枠組みとし

ての「見方･考え方」の第一は、様々な人間活動をこ

のような視点から見ていくということにある。「見取

り図」における高校生二人の会話の中で「コンビニで

買うものを決めたりすることだけでなく、ボランティ

アをやってみるかどうかを決めること」（98頁）も経

済の問題と言っているのは、限られた予算で自分の好

きなものを買うという購買活動だけでなく、限りある

時間をどのような活動（勉強、部活、ボランティア、

趣味など）に割り当てるかという問題を決定すること

もこの経済活動に当てはまるからである。そして、そ

の活動が良かったかどうかを判断する基準のひとつが

コスパ（コストパフォーマンス）という効率性に関す

る基準がある。

　ところで、高校生の会話の最初に、「できるだけお

金をかけないでより多くのことを得る」（98頁）とい

うことが経済活動としているが、この視点は半分正し

く半分間違っている。例として、近所に住み、同じ高

校に通う高校生AとBの行動を取り上げてみよう。A

は電車を利用して30分で高校に着く一方で、Bは自転

車で1時間かけて高校に着く。両者が時間に関して同

じ選好を持つとすれば、Bの方が30分も余計に時間が

かかる移動手段を選んでいるという点から、コスパが

悪いということができる。このような点では先ほどの

高校生の発言は正しい。しかし、Bにとって自転車で

通学する1時間が1日の中で最も重要な時間だとすれ

ば話が変わってくる。Bにとっては、好きな自転車に

乗って高校に行く時間こそ幸福であり、逆に電車に

乗って早く高校に着いたとしてもBにとっては全く良

いことにはならない。限りある資源を用いて自らの目

的を無駄なく実現するためにはどうするかという「効

率的な経済活動」という視点から見れば、AとBのそ

れぞれの選好による目的を確認することは重要であ

り、効率性という基準は、目的自体の優越ではなく、

有限な資源を活用して目的を実現する手段の優越を問

う基準であるという点は確認しておく必要がある。

33
社会を見る枠組みとしての
「見方･考え方」
⑵：社会のしくみとしての市場

　社会を見る枠組みとしての「見方･考え方」の第二

は、有限な資源を社会全体で無駄なく用いることがで

きるしくみとしての市場である。希少性のある財や

サービス（これを経済財という）を様々な選好を持つ

主体がそれぞれの目的を達成するために活用していく

社会的課題の
把握 問いの設定 調　査 議　論解決の見通し 気づき 振り返り

社会的課題の認識能力
（知識や技能）

反映 反映習得

原理に基づいた判断・議論する力
（思考力・判断力・表現力等）

認識枠組みとして 論拠として

経済的見方・考え方

図1　学習過程における「経済的見方・考え方」

◆　　　◆2



内容解説資料

ような現象に対しては、一定のルールを決めた上で、

補助金や課税といったインセンティブ手法をもって、

ルールを遵守させることが求められている。

　このような「見方･考え方」に基づいて、公共サー

ビスの民営化という問題を考えてみるとどうなるだろ

うか。「見方･考え方」に基づけば、その公的サービ

スがなぜ公的機関によって供給されているのかを第一

に考えることになるだろう。公共財に相当するものを

提供しているのかどうか、民間の複数の企業で供給す

るようになれば、どのようなことが生じるのか、公的

サービスを支える財政はどのような状況になっている

のかなど、様々な視点からこの問題を考えていけるこ

とになるだろう。

44
社会を見る枠組みとしての
「見方･考え方」
⑶：国民経済という視点

　社会を見る枠組みとしての「見方･考え方」の最後

は、国民経済という経済単位である。私たちが暮らし

ている社会における持続可能性を考える上で、一国経

済が一定期間にどれほどの生産活動をしているのかと

いう視点は不可欠である。そのような視点はGDPと

いう指標をもちいて様々な分析ができる。一人あたり

GDPはもちろんのこと、一人あたりGDPに占める政

府の負債の割合や教育投資の割合など、様々なデータ

を国際比較可能な形で検討することができる。また、

一国経済の生産活動は、企業や家計、政府という三つ

の主体からそれぞれ見ていくことができる。特に政府

は財政政策を通じて税や公的支出を調整し、生産活動

を促していく。また、中央銀行は金融政策を通じて、

国内の貨幣供給量を調整しながら、物価の安定を図る。

このような「見方･考え方」に基づいて、国家財政の

持続可能性という問題について考えてみるとどうなる

だろうか。「見方･考え方」に基づけば、日本の財政

状況を他国との比較を通じて把握することができる。

さらに、税収に占める直接税と間接税の比率や、国債

の発行額（年間、累積）、歳出に占める社会保障割合

の推移とその原因など様々な観点から国家財政の持続

可能性について考えていくことができる。

55 おわりに

　本稿では、「見取り図」の内容を見ていきながら、

「見方･考え方」を主に社会を見る認識枠組みとして

もちいていくことについて述べてきた。実社会におい

て経済主体として振る舞う経験が少ない高校生に対し

て、「経済という視点から社会を見るとどう見えるの

か」という観点から「見方･考え方」を活用していく

ことは、公共における政治、法、倫理、宗教、哲学な

ど様々な「見方･考え方」がある中で、経済的な「見

方･考え方」をとおして見えてくることや見えなくな

ることにたいして意識させることができる。このよう

な視点があって初めて論拠として「見方･考え方」を

活用していくこともできるであろう。

【参考文献】

文部科学省（2019）『高等学校学習指導要領（平成30年告示）解
説　公民編』

社会において、「必要なモノが必要な

ヒトに必要な分だけ」行き渡らせるた

めには市場を活用した方が望ましいと

いうのが経済学の知見のひとつである。

　この知見には、市場による効率的な

資源配分には限界があり、特に公共財

と呼ばれる財やサービスはフリーライ

ダーの存在を排除できずに適切な量の

供給が市場では難しくなるということ

も含まれる。これらの財が政府によっ

て供給される理由もここにある。ま

た、コモンプール財である公海におけ

る海洋資源などは、過剰に活用され、

枯渇してしまうといった資源の持続可

能性が危うくなる状況も発生しやす

い。一般に市場の失敗と呼ばれるこの

図２　経済の見取り図（『公共 新訂版』p.98・99）
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11 はじめに

　「暗記科目」と揶揄されることもある地歴・公民科に

おいて、私たち教師には何ができるであろうか？　オ

ンライン教材やAIの発達が目まぐるしい現代において、

学校や教師の存在意義とは何か？　なぜ「私たち」はわ

ざわざ対面で集い、一緒に学ぶのか？　そもそも「私

たち」とは誰か？　一緒に学ぶとはどういうことか？

　もし、以上のような「問い」を、生徒から投げかけ

られたとしたら、何と答えるだろうか？　そもそも教

師はなぜ「答え」ようとするのだろうか？　この、

「教師は生徒の問いに答えるべき」というような姿

勢・関係性が少しでも変化する学習活動として着目さ

れているのが、「哲学対話」である。

　周知の通り「哲学対話」は、公民科の教科書や資料

集、国語科の教科書など、学校現場の教材においても

掲載され、推奨されるようになった。例えば、高等学

校学習指導要領においても、「哲学に関わる対話的な

手法などを取り入れた活動」（『高等学校学習指導要領

（平成30年告示）』p.86）が明記されており、まさに

「哲学対話」が「主体的・対話的で深い学び」を促進

することが期待されていると言える。

　本実践においては、教科書や資料集の学習内容に

沿って、一人一人が自身の意見を表明し、他者に聴い

てもらうという民主的な活動として「哲学対話」を位

置づけ、「主権者教育」としての可能性を探究した。

22 実践事例の紹介

　紙幅の関係で、詳細な情報を記載することはできな

いが、2025年3月にまとめた『主権者教育としての対

話型授業 実践事例集』（簡易製本版。出版は2025年度

中を予定。）の中から一つの事例を紹介したい。本実

践は、長野県松本県ヶ丘高等学校の先生方と公民科

「公共」において共同実施した事例であり、東京法令

出版の教科書および資料集を活用した。

　手順としては、以下の通り進めた。①教科書（p.30）

に掲載されている「正当な報酬」についての思考実験

に取り組み、グループで意見を共有した。②思考実験

を踏まえた上で、「格差とは？」という問いを設定し

た。③その問いについて、Thinking Timeを設け、生

徒はまず各自で思いつくことや意見を対話シートにメ

モした。④4〜5人のグループに分かれ、各自の意見

を順番に発表しながら哲学対話を実施した。⑤ロール

ズの格差原理を含む正義論について、教科書や資料集

をもとに教員の解説を聞き、さらに対話を進め、理解

を深めた。⑥最後に、対話シートを参照しながら自己

評価アンケートを実施し、タブレットを用いて対話の

振り返りを書いた。

33 主権者教育としての哲学対話

　上記の実践で生徒たちは、最初に思考実験に取り組

むことによって、社会問題や正義論を自分事として考

察することができた。また、「格差とは？」という、

一見抽象的な問いに対しても、身近な事柄を用いて具

体的に思考しながら対話することができた。

　「主権者教育」という言葉を聞くと、選挙の仕組み

や意義を伝えたり、模擬選挙を実施したりといった学

習活動がイメージされがちだが、選挙で投票すること

だけが「主権者」の責任ではない。アーレント（『人

間の条件』、『政治の約束』など）によれば、人間が言

論を用いて対話すること自体が、「政治参加」への第

一歩である。

　そのような対話的で民主的な空間を、教室で実現す

ることが教育者の責任（ビースタ『学習を超えて』）

であるならば、「哲学対話」によって教員が「共同探

究者」（リップマン『教育における思考』）となり、生

徒と共に学校を民主化すること自体が、「主権者教育」

となりうるのではないだろうか。

教科書・資料集を活用した
主権者教育としての哲学対話

信州大学教育学部
助教
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大学入学共通テストを突破する読解力・思考力
を養成し、授業・講習や定期考査の作問にも
参考になる問題集をめざして

共通テスト新科目を受けての活用案

日本史探究･歴史総合
問題集／世界史探究･
歴史総合問題集

『Winning COM.-PASS 
資料読解』
日本史〈近現代編〉／
世界史〈近現代編〉

11 はじめに

　令和7年1月18日（土）、新課程に対応した初めて

の大学入学共通テストが実施された。歴史科目におい

ては、歴史総合の出題科目への追加や、多様な資料を

駆使した、受験生の思考力を問う出題形式が話題に

なったことが記憶に新しい。

　大学入試センターが発表した「令和7年度大学入学

者選抜に係る大学入学共通テスト問題作成方針」にお

いて歴史科目は、次のように説明されている。

　用語などを含めた個別の事実等に関する知識の

みならず、歴史に関わる事象の意味や意義、特色

や相互の関連等について、歴史的な見方･考え方

を働かせながら、概念などを活用して多面的･多

角的に考察したり、課題の解決を視野に入れて構

想したりする力を求める。

　（中略）教科書等で扱われていない資料であっ

ても、そこから得られる情報と授業で学んだ知識

を関連付ける問題や、仮説を立てて資料に基づ

き、根拠を示したり検証したりする問題、時代や

地域を超えて特定のテーマについて考察する問題

などを含めて検討する。

　上記からは、基本的な歴史用語だけでなく、資料を

活用した歴史的な思考力をはかる問題の出題を予告し

ていたことがわかる。

22 令和7年度共通テスト出題例

　次に令和7年度共通テスト「歴史総合、日本史探

究」「歴史総合、世界史探究」で実際に出題された問

題を取り上げて、検討を加えてみる。

⑴　歴史総合、日本史探究

（「
歴
史
総
合
、
日
本
史
探
究
」
第
2
問
・
問
2
）

　ミルクキャラメルの雑誌記事（資料２）と新聞広告

（図１）から読み取れること（あ・い）の正誤を判定

する問題である。資料２のなかの「欧州製菓の輸入途

絶」があの文章では「第一次世界大戦の影響」と言い

換えられていることを見破れるかがポイントとなる。

図１で使われている「小児」「事務家、読書家、運動

家」という文言が、いの文章では「子ども」「大人」

と言い換えが行われている（正解：①）。

東京学館新潟高等学校
教諭

（『Winning COM.-PASS 資料読解 日本史
〈近現代編〉』『Winning COM.-PASS 歴史
総合の整理と演習』『Winning COM.-PASS 
日本史の整理と演習』編集委員）

渡
わ た

邉
な べ

　一
か ず

輝
き
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⑵　歴史総合、世界史探究

（「
歴
史
総
合
、
世
界
史
探
究
」
第
1
問
・
問
4
）

　1890〜1910年の日本と中国における綿糸生産量と綿

糸の自給率のグラフから読み取れること（あ・いと

X・Y）の組合せを選択する問題である。「綿糸の生

産量に関して述べた文」あ・いの正誤を判定するため

には、「力織機」「紡績機」という用語を知らなければ

ならず、基本的な歴史用語は習得しておかなければな

らない。「グラフから読み取れることに関して述べた

文」X・Yは、帝国議会開設の時期を知っているとい

う前提はあるものの、グラフ（資料）の読み取りから

判断させる問題である（正解：④）。

　以上のことから、「歴史総合、日本史探究」「歴史総

合、世界史探究」どちらも基礎的知識の習得を前提と

した上で、多様な資料の読み取りを通じた、受験生の

思考力を問う良問が出題されていると言えるだろう。

33 本書の特徴と活用方法

⑴　本書の構成

　本書は、共通テストを突破する上で避けて通れない

資料読解問題をメインに扱っている。巻頭特集「資料

読解の解法・スキル」では、資料読解問題を解く上で

の着眼点を過去の共通テストで出題された問題を題材

として丁寧に解説している。演習問題は多様な資料読

解をメインとする問題で構成されており、いわゆる

「基礎知識の確認」を目的とした単純な空欄補充問題

は極力避け、基本的な知識を活用して解答を導かなけ

ればならない思考力を重視した問題を設定。本書は共

通テスト対策に主眼を置いているが、記号選択式問題

のみならず記述（論述）式問題も多く取り入れてお

り、記述（論述）問題に挑戦することで資料読解問題

の解答を導くための思考を辿ることができるように

なっている。
2　近代国家の成立　　15

5  条約改正　日本史探究の授業で「条約改正」について学んでいる高校生の会話を読み，以下の問いに答えよ。
川田：この風刺画（資料 1）は，井上馨

かおる

の条約改正交渉を批判的に描いたものだと考えられているよ。
阿部：前任者の Ａ から改正交渉を引き継いだ井上は，今までの方針を転換したみたいだね。
川田： この絵を描いたビゴーは，井上の Ｂ 姿勢を批判しているみたいだよ。日本人が洋装して踊っているけ

れど，鏡には真の姿が映し出されているね。
阿部：だからこの風刺画のタイトルは Ｃ というのね。絵の左上には「なまいき」という文言も見えるよ。
川田： もう 1枚の風刺画（資料 2）にも井上外交の特徴が描かれているよ。井上は東京で条約改正会議を開催し

て， Ｄ という形式で条約改正を進めようとしたよね。この絵のなかでは，井上馨が指揮者として欧米
各国の演奏者たちをまとめようとする姿勢が表現されているみたいだよ。

阿部：井上馨の姿勢には，民間有志だけでなく，政府内部にも批判の声があったと聞いたことがあるよ。
川田：政府の法律顧問だったボアソナードや谷

たに

干
たて

城
き

農商務相のことだね。

⑴　空欄 Ａ に当てはまる人物の条約改正交渉の内容として，正しいものを下の 1～ 4のうちから一つ選べ。
1　ヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国を視察するかたわら，条約改正の予備交渉を試みた。
2　アメリカ合衆国と税権回復に合意できたが，イギリスやドイツの反対で改正交渉が頓挫した。
3　領事裁判権の撤廃を盛り込んだ改正交渉をまとめたが，大津事件の責任をとって辞職した。
4　関税自主権の完全回復が盛り込まれた，日米通商航海条約を調印した。

⑵　空欄 Ｂ に当てはまる文章を「鹿鳴館」という語句を用いて書け。
⑶　空欄 Ｃ ・ Ｄ に当てはまる語句の組合せとして正しいものを，下の 1～ 4のうちから一つ選べ。
1　Ｃ―遭難　　Ｄ―個別交渉　　 2　Ｃ―遭難　　Ｄ―一括交渉　
3　Ｃ―猿真似　Ｄ―一括交渉　　 4　Ｃ―猿真似　Ｄ―個別交渉

⑷　下線部について，阿部さんは，井上馨の改正交渉についてボアソナードが意見を述べている資料 3を見つけ
た。ボアソナードはどのようなことを懸念しているか，説明せよ。

資料 1 資料 2

　外国裁判官ヲ用ヒ且組織＊1中ノ多数トスル事ナリ。……其親近ナル処ニ偏庇＊2スルハ普通人心ノ短所ナレ
バ通常此裁判ハ日本人ノ爲メニ不利益ナルベシ。訴訟ノ件ニ付看ス々々不公平ノ裁判ヲ得＊3，不利益ノ結果
ヲ蒙リタル日本人ハ，外国ヲ怨ムヨリモ寧ロ政府ノ国民ニ対シ如此境遇ヲ与ヘタル事ヲ怨ムナルヘシ，……
＊ 1　組織：ここでは裁判所を指す　＊ 2　偏庇：偏りが出ること。具体的には外国人に有利な判決が下されること
＊ 3　不公平ノ裁判ヲ得：日本人にとって不公平な裁判が行われることで

資料 3 � （『史料による日本の歩み』）

5 ⑴ ⑵ ⑶
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⑵　別冊解答・解説

　解答・解説

は単元または

大問ごとに

「作問のねら

い」を掲載

し、「問題を

解く際、何に

着目すればよ

いか」「問題

を解くことを

通して学んでほしいこと」を明確化している。また、

全問に詳細な解説が付いており、1人で学習を進める

生徒も復習がしやすくなるよう配慮している。

⑶　本書の活用方法

　本書は、さまざまな場面での活用が想定できる。授

業の復習や長期休業中の講習でじっくり資料読解の演

習を行う際に使ってもよいし、模擬試験の直前に短期

集中的に使用してもよい。また、新課程への対応や共

通テストの対策に日々苦労されている先生方にとって

は、定期考査を作問するにあたっても参考にしていた

だける問題集になったと自負している。

44 おわりに

　新課程に対応した共通テストは始まったばかりであ

り、今後も学校現場では新課程や共通テストに対応す

るための試行錯誤が続くことだろう。本書が多くの場

面で活用され、資料を読み解く力を伸ばし、歴史的な

思考力を養うことに貢献できることを願っている。

2  憲法の制定

⑴　 4　　⑵　ア　 1　イ　 3　ウ　 6　エ　 8

解　説 　
⑴　
　 4が正しい。 1は民族自決の説明。オスマン帝国は，
ギリシアの独立など諸民族の独立に苦労していたため，
誤り。 2はオスマン帝国はイベリア半島を支配していな
いため，誤り。 3はオスマン帝国憲法（ミドハト憲法）
を停止したアブデュルハミト 2世のパン＝イスラーム主
義の説明。オスマン帝国憲法は，諸民族にオスマン人と
して同一の国民意識を持たせようとしていたため，誤り。

⑵　
　空欄アは 1。 2は時代的に誤り。空欄イには，オスマ
ン帝国はイスラーム法に基づく国家だったことから 3が
あてはまる。空欄ウは 6。「憲法が停止された」理由が
ロシア＝トルコ（露

ろ

土
と

）戦争であることを思い出したい。
空欄エは 8。「公議政体」から判断する。

つながりで理解しよう 　
　このころのオスマン帝国，清における時代背景をまとめ
ておさえておこう。

1  帝国主義と世界分割

⑴　 3　　⑵　資料　資料 1　理由　第 2 次産業革命
の進展とともに独占資本が形成され，資本の投下先や
製品の輸出市場，原材料の供給地を国外に求めるよう
になり，国家と結びついて帝国主義政策を推進した。
（79字）　　⑶　 2　　⑷　 2

解　説 　
　2022年のロシアのウクライナ侵攻を目前にしてひらかれ
た国連安全保障理事会における，ケニアのキマニ国連大使
のスピーチを報じたニュース記事を引用した。彼はアフリ
カが経験した植民地主義――それは現在に至るまで深刻な
傷跡を彼らに背負わせている――に対して，アフリカがど
のように対峙してきたのかを示しながら，ロシアの「帝国
主義」的な行動を厳しく糾

ただ

した。

⑴　それぞれ，ロンドンはイギリス，パリはフランス，リ
スボンはポルトガルの首都である。この知識を前提に，
問題を解いていこう。資料Ｘは社会主義者鎮圧法である。
1878年にドイツ帝国宰相ビスマルクが制定したが，勢力
を拡大する労働者の支持をもくろんだヴィルヘルム 2世
によって，1890年に廃止された。資料Ｙは，「弾

だん

劾
がい

する」
という有名な言葉から，フランスの作家ゾラの「私は弾
劾する」を思い起こしたい。ユダヤ系陸軍将校のドレ
フュスが，スパイの嫌疑をかけられ有罪となったえん罪
事件に際し，ゾラは軍部や大衆の反ユダヤ主義を厳しく
批判した。
　アフリカの支配領域については，アフリカを横断する
ように支配領域を有しているものがフランスである。Ｂ
はコンゴを領有しているところでベルギーだと判断した
い。

　社会主義者鎮圧法とドレフュス事件は，いずれも，帝国
主義諸国が直面していた国内問題を象徴している。帝国主
義の背景となった第 2次産業革命の進展は，労働運動や社
会主義の興隆をももたらしたため，支配者層は何らかの方

解　答

時代背景から資料の意味を推測しよう

時代背景から選択肢を考えよう

オスマン帝国 清
1820年代 ギリシア独立戦争
1830年代 エジプト＝トルコ戦争

（第 1次）が起こる
→タンジマートが始まる

1840年代 アヘン戦争
1850年代 クリミア戦争 太平天国の乱が

起こる

4  帝国主義とアジアの民族運動
� P.20～23

⃝作問のねらい

　帝国主義は，決定的に世界を変えた。帝国主義諸国に
よって諸地域の統合が進む一方，そこでは支配と搾取と
いう構造が固定化し，帝国主義にさらされた諸地域の
人々はさまざまな変容を迫られることになった。私たち
が生きる現代社会は，帝国主義の所産の上に成り立って
おり，支配を受けた人々の間ではその痛みが記憶されて
いる。問題では，この時代の大きな枠組みを前提にして，
既存の知識と資料から読み取れる内容を結び付けて思
考・判断・表現する力を養うことを目指した。

解　答

帝国主義諸国が抱えていた国内問題

6
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法で対応を迫られていた。また，帝国主義とナショナリズ
ムが結合すると，大衆の間には，国外に対しては「帝国」
の拡大に熱狂し，国内には排外主義の過熱がみられた。反
ユダヤ主義は，ヨーロッパに広くみられる差別意識である。

つながりで理解しよう 　
　アフリカ諸国は，第二次世界大戦後にその多くが独立を
達成したが，国境は植民地時代のものをほとんどそのまま
引き継いだため，紛争が続発した。戦後のアフリカは，旧
宗主国との関係から説明されることも多いため，しっかり
おさえておこう。
【アフリカの植民地化】

⑵　帝国主義政策が展開された背景の 1つには，第 2次産
業革命の進展と，それにともなう独占資本の台頭がある。
19世紀後半に新しい工業部門が発展し，石油や電気を動
力源とする重化学工業が成長すると，巨額な資本の必要
性や，1870年代頃の不況の影響もあって，金融資本と結
びついた独占資本があらわれ，市場を独占的に支配する
ようになった。独占資本が国家と結びつくと，資本の投
下先として，また資源供給地や製品の市場として植民地
の重要度が急激に増し，列強が競い合ってアジアやアフ
リカに殺到するようになった（帝国主義）。以上の内容
をふまえれば，独占資本が（米国）議会を占拠している
様子を風刺した資料 1が適当であると判断できる。資料
2はアフリカを股にかけるセシル＝ローズを描いたもの。
資料 3は，アメリカにおける反移民感情の高まりを表現
した風刺画。労働力が不足していたアメリカには，高い
賃金を求めて世界中から移民が渡ってきた。特に，中国
人移民労働者（クーリー）は激しい差別の対象となった。
採点基準  ①第 2次産業革命の進展と独占資本の形成，②
資本の投下先・資源供給地・製品の市場として植民地の重
要度が高まったこと，を説明できていればよい。

⑶　資料のタイトル「ケープからカイロへ」から，これが
イギリスの帝国主義政策を描いたものであると判断でき
る。したがって，イギリスの政策としてはＸのスエズ運

河の買収（1875年，保守党ディズレーリによる）が正解。
Ｙはドイツのヴィルヘルム 2世の政策のため，誤り。
　資料に目を戻すと，「CIVILIZATION（文明）」と書
かれた旗を持つ女神（イギリス）が，向こう岸の
「BARBARISM（野蛮）」と書かれた旗を掲げる黒い肌
の人びとへ颯爽と立ち向かっていく様が描かれている。

つながりで理解しよう 　
　同時代の資料として，次の資料も見てみよう。
【ベルギー国王レオポルド 2世の演説（1876年 9 月）】

　この演説からも，列強はアフリカやアジアを「野蛮」な
存在と認識し，自国の帝国主義政策を「文明国の使命」と
して正当化していたことが読み取れる。

⑷　資料 4は，南アフリカ共和国の「アパルトヘイト」の
起源ともいわれる法律である。イギリスが植民地化して
いた現在の南アフリカ周辺部では，セシル＝ローズ（1853
～1902）の指導で，ケープ植民地を中心に支配領域を拡
大する方針がとられた。1899年には，先住のオランダ系
のブール人（ボーア人）に対する南アフリカ戦争がはじ
まり，激しい抵抗をうけながらも，ボーア人の独立国家
であるトランスヴァール共和国（1852～1902）とオレン
ジ自由国（1854～1902）がケープ植民地に併合された。
　こうして，ケープ植民地では，第二次世界大戦後の
「アパルトヘイト」政策のルーツとなる，人種隔離政策
が実現されていくこととなった。一方で，域外の鉱山や
プランテーションにおける労働力を確保する方策も怠ら
なかった。
　 2は資料 4からは読み取れない。

つながりで理解しよう 　
　対外的な帝国主義政策は，国内の矛盾（階級対立）を解
消する効果も有していた。帝国主義を批判した第 2 イン
ターナショナルも，各国社会主義政党が自国の植民地主義
政策を肯定するようになるにつれ，その結束を崩していっ
た。

フランス
ベルギー
イギリス
ポルトガル
イタリア
スペイン
ドイツ

　「……文明のまだ浸透していない地球上の唯一の場所
を文明に開放し，すべての人々を包み込んでいる暗闇を
突き破ることは，この進歩の世紀の価値ある神の意思に
かなう改革運動となる，と敢えて私は申し上げたい。」

（『世界史史料 8』岩波書店より作成）
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11 2025年実施共通テストについて

⑴　概要と本校の実情

　歴史総合の出題に備えるため、3年次の世界史探究

が一段落してからは、近現代を中心に歴史総合（主に

日本史分野）の復習を心掛けた。しかし、実際は日本

史分野の出題はほぼなかった。出題形式も旧課程（世

界史B）と似ており、予備校各社も難易度は易化と発

表している。本校の生徒たちも率直に解きやすかった

と回答した。しかし、本校の平均点は全国平均と比較

するとまだ差を感じる結果であった。全国平均を超え

るために重要な、本校で正答率が低かった問題につい

て、具体的な課題を述べたい。

⑵　課題①　資料の読み取り（深読みする力）

　授業では多くの資料を活用し、ペアワークも行い、

資料の内容理解を促す活動を行った。加えて定期テス

トでも本誌の文章を用いて、書く･読む･正誤判断な

どの問題を増やしたことで、全体的な資料問題の正答

率は上がってきた。しかし、思い込みや早とちりなど

のミスが相変わらず頻発しており、試験を終えて嘆く

生徒も多かった。さらに資料自体は読み込めても、第

3問 22 のような「資料を活用する力（資料中の年

代を計算する等）」を問われると正答率が低くなる傾

向にある。

　　課題②　年代・世紀の理解と横のつながり

　今回はここが最重要であったと考えている。横軸が

つながる年号（例：1453年＝英仏百年戦争終了の年＝

ビザンツ帝国の滅亡年）は重要視して扱っていた。し

かし、授業で「○世紀にはこんな出来事があった」と

言及する場面が少なかったためか、第2問 10 のよ

うな世紀を主とした設問で生徒はつまずいていた。第

3問 20 はインドを訪れた中国人僧侶（法顕･玄

奘･義浄）の問題。インド史や中国史が苦手な生徒が

多く、この3人は事あるごとに授業で扱ったが、正答

率は低く、時代を横軸でつなぐことに課題を感じた。

　　課題③　図版・地図の応用

　第4問 25 ではバイキングが建国したノルマン

ディー公国とビザンツ帝国が出題されたが、正答率は

非常に高かった。ここから生徒に基礎的な力はあるこ

とが窺えるが、一方、バイキングの活動範囲を追った

ヨーロッパの地図を用いた 26 の「アメリカ大陸の

外から来た人たちが持ち込んだものは何か」という問

いに対しては「ジャガイモ」「トウモロコシ」などの

誤答が非常に多かった。 25 の正答率を考えると、

生徒の多くは、ジャガイモやトウモロコシがアメリカ

原産であるとは理解しているが、図中の矢印がヨー

ロッパに向かっていることから、地図を誤って読み

取ったと考えられる。

22 新課程入試を振り返って

　本校では1年次に歴史総合を、2年次に文系選択者

は世界史探究か日本史探究を選択する。歴史総合は大

航海時代～第二次世界大戦まで内容をかなり絞り、ひ

と通り指導した。2単位しかないため、激動の近現代

を世界史･日本史間をせわしく行き来するうえ、多く

の国々がそれぞれの思惑で動くため、混乱する生徒も

少なくない。歴史総合の授業内容や展開はさらに研究

が必要と感じている。2年次の世界史探究選択者は人

類の誕生から学習を進める。近現代を学んだ後に古代

に遡るかたちだが、古代史や中世史は新鮮に映るよう

で前向きに取り組む姿が見られた。しかし3年次にな

共通テスト実施を受けた『Winning COM.-
PASS 世界史の整理と演習』の活用案

世界史問題集
『Winning COM.-PASS
世界史の整理と演習』

長野県上田染谷丘高等学校
（2025年4月から長野県坂城高等学校）

教諭

前
ま え

嶋
じ ま
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あきら
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ると、歴史総合の理解度による差が少しずつ出始め、

同じ講座に理解度が異なる生徒が混在することとなっ

た。当初は「全く覚えていない」層に向けて丁寧に復

習しながら授業を進めたが、「よく覚えている」層が

授業に飽きる事態となった。悩んだ末、中間の「なん

となく覚えている」層に合わせ授業のテンポを上げて

みたところ、例年より1カ月早く授業を終えられた。

　そこで浮いた1カ月を使い、世界史探究と歴史総合

の振り返りを実施したのだが、新しく教材を用意して

も消化できないと考え、本誌を活用した。この復習期

間は今思い返しても非常に有効だったと考える。初め

ての試みだったため、課題とともに活用案を述べたい。

33 共通テスト対策としての活用案

案①　年表と地図で各時代をまとめる

　課題②の解消のため、資料集や教科書を用いた復習

を心掛けていたが、情報量が多く、整理に時間がか

かったり、何をまとめてよいか悩んだりと、混乱する

生徒が少なくなく、効果は上がらなかった。その点、

本誌の年表や地図は重要事項がすっきりとまとまって

おり、見やすい。生徒も本誌掲載の語句を起点に関連

の語句を調べる、説明するなどで、年号や世紀を身近

に感じ、時代を大きく捉えられると考える。

【2025共通テスト歴史総合、世界史探究 10 より】

【2023年度版本誌P.47ポイント整理より】

　上に示した 10 のほか、 20 は本誌「ポイント

整理」を押さえていれば得点アップを狙えたはずだ。

「ポイント整理」は可能なら網羅的かつ丁寧に解説し

たいが、3年次に使用した2023年度版は全18章48単元

構成で、1カ月ですべては扱えなかった。そのため、

今後は以下の2点でポイントを絞り、活用したい。

　過去問分析：共通テストの過去問と本誌の年表･地

図問題とで関連のある問題を洗い出す。または自校の

正答率が低かった問題にチェックを入れる。

　弱点分析：本校は中国史やインド史･東南アジア史

が苦手な生徒が多いため、来年度も振り返りの時間が

確保できれば、時代を大きく捉える、地図問題を扱う

などしていきたい。これにより、課題③の改善も図れ

ると感じる。また、自校の生徒が苦手な単元を中心に

問題演習や解説を行えば生徒たちの意欲も向上する。

手法もクイズ形式にしたり、ペアで語句を説明し合っ

たりすれば、息抜きや気分転換にもなるだろう。

案②　テーマ史から広げる

　本誌の2024年度版は「テーマ史」が7題、「思考力

養成問題」10題と前年度版からボリュームアップして

いる。これら約30ページを有効活用すれば総復習が可

能だろう。総復習の後は、生徒に他にはどのような

テーマが扱われるか、アンケートを取ったり、話し合

いをさせたりしても面白いかもしれない。

案③　年表でグループワークを行う

　先述のとおり、生徒の歴史総合の理解度には差があ

るが、それを埋めようと教員が説明を増やすだけで

は、一部生徒は飽きてしまう。そこで考えたのが年表

グループワークである。受験を控えた3年次では難し

いが、2年次や3年次1学期の授業であれば、知識定

着の方策として有効と考えている。まずは4人班を作

り、本誌「王朝･治世年表」に掲載の各王国･帝国を

調べる人をそれぞれ分担する。Aさんは七王国時代～

プランタジネット朝までのイギリスを、Bさんはフラ

ンスをといった具合だ。各員が調べ学習と資料作成を

行ったうえで、発表スライドは最大4枚、説明時間も

5分と制限をかけることで、生徒は自ずと情報を取捨

選択し、重要な箇所を自然と摑むことができるはず

だ。発表後はお互いに疑問を出し合い、必要に応じて

教員が補足解説を行えば、より理解度が深まる。その

あとで、当時のローマ教会など、各班では扱っていな

い地域･王朝を教員が解説するのも効果的だろう。

　今回の共通テスト 22 のように、今後は資料の内

容読解に加え資料を活用する力が求められる。授業で

は内容読解で精一杯なため、これからの本誌に資料を

活用する力まで問う問題が増えていくと非常に有難い。
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11 入試問題が問いかけること

　2025年1月に現行の学習指導要領が実施されてから

初めて大学入試が実施された。多くの教員は、大学入

学共通テストや私立大学の一般入試、国公立大学の二

次試験の出題内容に関心を寄せたと思われる。

　しかしながら、学習指導要領が変わったからといっ

て、ただちに入試問題の出題内容が大きく変化するの

だろうか、という疑問も浮かぶ。入試問題の中には、

その当時の時勢を伺いながらも、受験生に教科･科目

の本質や学問研究の成果を問いかけてくるものが少な

くない。変化する学習指導要領や学問研究の成果に対

応して日々の授業を絶えずアップデートすることは当

然として、入試問題が受験生に問いかけるメッセージ

に耳を傾け、生徒とともに考える教員でありたい。

　本稿では、入試問題が受験生に問いかけるメッセー

ジの一例を紹介しながら、筆者も編集委員として関わ

る『Winning COM.-PASS 日本史の整理と演習』の

活用方法について提案する。

22 本書の特徴と新課程への対応

　本書の構成自体は、旧課程対応版から大きく変更し

ていない。しかし、2024年度以降、新課程への移行に

伴う対応として、以下の変更を加えている。

⑴　標準単位数の減少に対応した問題構成

　本書の構成は、「ポイント整理」と「問題演習」に

分けられる。改訂前の本書は、「問題演習」を「共通

テスト対策問題演習」と「実戦問題演習」（私立大学

や国立大学などに対応）の2種類で構成していた。し

かし、日本史B（4単位）から日本史探究（3単位）

への変更に伴い、授業時数の減少による生徒の自学自

習がより一層求められることが想定される。

　そこで改訂後の本書では、「共通テスト対策問題演

習」と「実戦問題演習」を「問題演習」に統合した。

「問題演習」には、「共通テスト対策問題演習」で出題

していた問題の一部や、資料の読み取り問題を加える

ことで、「問題演習」全体が共通テスト対策や私立大

学･国立大学の入試問題に対応するように構成してい

る。また、オンラインで取り組める正誤チェック問題

「Quick-PASS」を増補し、「共通テスト対策問題演

習」として出題していた誤りを指摘する問題などを含

めた165問を掲載している。

▲Quick-PASS日本史

⑵　「総合演習」を時代ごとに追加

　本書では、学習内容を「原始･古代」「中世」「近

世」「近代」「現代」に区分を分け、「総合演習」を新

『Winning COM.-PASS 日本史の整理と演習』
の特徴と活用の提案

日本史問題集
『Winning COM.-PASS 
日本史の整理と演習』

（『Winning COM.-PASS 日本史の整理と演習』
編集委員）

筑波大学附属坂戸高等学校
教諭
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たに作成している。各時代の学習内容について、共通

テスト対策を意識して学習することを意図しており、

主に「歴史総合･日本史探究」で受験する生徒の演習

問題として活用することを想定している。

156

Ⅰ　ココさんは資料１を作成し，イチさんとケイさんに共有することにした。

Ｘ・Ｙとそれに該当する語句ａ～ｄの組合せとして正しいものを選べ。
Ｘ　和田英が７歳になる頃，この地がイギリス・フランス・アメリカ・オランダの連合艦隊から砲撃された。
Ｙ　和田英が13歳になる頃，新しく設立された工部省の長官（卿）に，この人物が就任した。

ココ：和田英の生涯を年表に整理しました。私た
ちと同年代の和田英が製糸業の発展に大き
く貢献していることがわかります。

イチ：富岡製糸場が開業したのは1872年ですが，
長野県西

にし

条
じょう

村に民営器械製糸場ができた
のは，わずか２年後だったのですね。こう
した女性の活躍により，ⓐ近代的な製糸技
術が全国に広まったのでしょう。

ケイ：日本の製糸業の発展ぶりが窺えますね。製
糸業が近代日本の経済にどんな貢献をした
かは，ⓑ貿易額の推移からもわかります。

⑴　資料１中の〈　Ａ　〉の時期に起きた出来事

ａ　鹿児島　　ｂ　下関　　ｃ　大
おお

久
く

保
ぼ

利
とし

通
みち

　　ｄ　伊
い

藤
とう

博
ひろ

文
ぶみ

①　Ｘ－ａ　　Ｙ－ｃ　　　②　Ｘ－ａ　　Ｙ－ｄ　　　
③　Ｘ－ｂ　　Ｙ－ｃ　　　④　Ｘ－ｂ　　Ｙ－ｄ
⑵　下線部ⓐの裏づけとして，イチさんは資料２・３を用意した。
資料から読み取れることの組合せとして正しいものを，あとか
ら選べ。
ａ　器

き

械
かい

製糸の生産高が座
ざ

繰
ぐり

製糸の生産高を上回ったのは，日
本と清

しん

が戦争をする直前である。
ｂ　器械製糸の生産高が座繰製糸の生産高を上回ったのは，日
本と清が戦争をした直後である。
ｃ　1902年末の製糸業の工場の合計のうち半数以上は，日本と
清が戦争をする直前までに創業された。
ｄ　1902年末の製糸業の工場の合計のうち半数以上は，日本と清が戦争
をした直後以降に創業された。

①　ａ・ｃ　　②　ａ・ｄ　　③　ｂ・ｃ　　④　ｂ・ｄ
⑶　下線部ⓑについて，資料４は先生が授業中に示したグラフである。グ
ラフに関する３人の発言を読んで，正しいものを選べ。

総 合 演 習 ❹ 近代
ココさんのグループは，近代の授業のまとめとして和

わ

田
だ

英
えい

という女性について調べて発表することになった。

資料１　和田英に関する年表

1857	 長野県長野市松
まつ

代
しろ

に松代藩士の娘として誕生
〈　　　　　　Ａ　　　　　　〉

1873	 16歳で同郷の女子15名とともに官営富岡製糸場の工女
となる

1874	 ７月：富岡製糸場を退場
８月：長野県西条村に開設された日本初の民営器械製糸
　　　場（のちの六工社）の技術教師となる

1880	 同郷の軍人和田盛治と結婚し家庭に入る
〈　　　　　　Ｂ　　　　　　〉

1907	 自身のこれまでを振り返り，記録を始める
〈　　　　　　Ｃ　　　　　　〉

1929	 病気で亡くなる

資料２　製糸生産高の推移

10

1890 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1900年

20
30
40
50
60
70
80
90
100

0

製
糸（
万
貫
）

器械製糸生産高

座繰製糸生産高

（『日本の歴史』）

資料３　創業年次別にみた工場数
（1902年末時点）

（『日本の産業革命』）

（『日本貿易精覧』より作成）

創業1876年以前 82
1877～85年 304
1886～94年 796
1895～1902年 1,296
工場の合計 2,478

資料４　日本の貿易額
1885年

輸出品総額3,715万円

緑茶
18.0

生糸 緑茶
35.1%

水産物

18.0
その他
29.7

6.9 銅 5.0

石炭 5.3

輸
出
品

輸入品総額2,936万円

砂糖
15.9

綿糸
17.7%

綿
織
物
9.8

砂糖 毛
織
物15.9

綿糸
17.7%

機械類

9.1

綿
織
物
9.8

その他
31.6

6.6 3.6鉄類

石油

輸
入
品

5.7

1899年
輸出品総額2億1,493万円

生糸 綿糸
13.3

砂
糖
8.0

綿糸
29.1% 13.3

その他
37.0

銅 5.4

石炭 7.1
輸入品総額2億2,040万円

砂
糖
8.0

綿花
28.2%
綿花
28.2%

鉄類
機
械
類
6.2

絹
織
物
8.1

綿糸
11.3

鉄
類
7.8

絹
織
物
8.1

その他
40.2

5.4 4.1毛織物

石油 3.7綿織物 4.2

1913年
輸出品総額6億3,246万円

生糸 綿糸
29.8%

絹織物

11.3
その他
42.9

6.2 銅 4.5

綿織物 5.3
輸入品総額7億2,943万円

機
械
類

綿花
32.0%
綿花
32.0%

米

7.0

鉄
類
7.8

その他
35.9

6.7 5.6大豆・豆粕

砂糖 5.0

▲「総合演習」

33 本書の活用例

　本書の活用にあたっては、本書の問題と解答例を丸

暗記するような活用ではなく、教科書をよく読み込

み、時代の流れを意識しながら本書の演習問題に取り

組むことを勧めたい。令和7年度の共通テスト本試

「歴史総合･日本史探究」で筆者が印象に残っている

のは第3問　問3である。

　資料1は、「天皇が右大臣に～」との書き出しから

年代を特定するのは難しく、「宋」という国名から時

期が異なることを判断する。資料3は、「隋の煬帝に

勝利して得たものを高麗の使者が献上した」というこ

とであるから時期が誤り。資料4も「高麗人が百済国

の人となり雄略天皇時代に日本へ渡った」ということ

であるから時期が誤り。よって資料2が正解…という

ことを生徒は考えることになる。共通テストは、一つ

一つの知識を覚えているだけでなく、覚えた知識を実

際の資料解釈で活かすことができるかを問うている。

単に知識を覚えさせるだけでなく、資料を解釈する際

に知識が必要であることを本書の問題集を通じて理解

するよう、教員が働きかける必要がある。

　また、令和7年度の大阪大学二次試験（前期、全学

部）では、「墾田永年私財法を契機に律令体制は崩壊

する、という見方が存在する。しかし現在では、こう

した見方は一面的であることが指摘されている。墾田

永年私財法の中身と影響について、律令体制との関わ

りに触れながら、具体的に述べなさい（200字程度）。」

という出題がされている。この設問からは、学問の成

果が常に更新されることを念頭に、一つの歴史事象に

対して多面的な見方をできる学生を求める大学の姿勢

が見えてくる。本書で掲載されている問題では、歴史

事象に対する異なる見方を随所に散りばめている。基

礎的な知識から応用まで網羅した本書が多くの生徒の

手に届くことを願っている。

▲令和7年度共通テスト問題　第3問　問3
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共通テスト実施を受けて『Winning COM.-PASS 
公共・政経の整理と演習』の授業活用例・活用案
紹介

(5−7分程度)

③　生徒どうしの板書を見てワークシートを完成

④　講義、ペアワーク、グループワーク（20分）

⑤　まとめの課題をクリアする（5−10分）

　徹底的に生徒に基礎から応用まで活動させることで、

一人ひとりの授業時間内における作業量を増加させ、

時間に対する学習量を最大化させるよう試みている。

　とくにまとめの⑤においては、Google classroom

によるform課題を与える場合もあれば、入試問題を

授業の知識を用いて完成させる場合もある。ところ

で、教科書と準拠のワークブック、そしてワークシー

トと資料集では情報量が多ページにわたり、一目で理

解できずに生徒が苦しくなるときに、①〜④までの振

り返りを行ううえで『ウィニング公共・政経』のまと

めページがまず活きてくる。生徒はすでに1時間内で

学習内容を①〜④で4周することになるが、さらに

『ウィニング公共・政経』を開くことで素早く、一望

できる形で授業の総復習を行うことができる。

11 はじめに

　筆者の勤務校はいわゆる地方の中堅進学校である。

学級数は地域全体の高校生人口に合わせて弾力的に変

更され、最も時勢の影響を受けやすいといえる。整っ

た設備によりICT機器を活用した授業を継続して行え

る恵まれた環境である。しかし、国語、数学、英語に

学習時間をとられ、生徒たちには地歴公民や理科に回

せる余裕も時間もない、というのが実情である。ま

た、難関国公立大学を目指す生徒と専門学校進学を目

指す生徒が混在し、受験指導に走るというよりは日常

においてわかる授業を追究すべきであり、生きていく

上で必要な知識と力を身に付けさせなくてはいけな

い。まさに社会科の本旨を全うできるが、そのうえで

受験に使えるように…と、多様な生徒実態を前に二兎

を同時に追わなくてはならない、というきわめてエキ

サイティングな環境である。こうした実情に照らす

と、『Winning COM.-PASS 公共・政経の整理と演

習』（以下、『ウィニング公共・政経』）は、基礎から

学び始め、授業を大切にしながら振り返り、共通テス

トの問題演習に入り、反復するうえで段階を踏んで学

習できる最適な教材であるといえる。

22 タイパと言いたくないけれど。

　ほとんどの教員は、自分が担当する教科の学習を生

徒にさせるうえで、時間をかけ、量を確保し、反復を

してもらいたいのが本音ではないだろうか。しかし生

徒の実態はまったく異なっている。学校行事、授業、

定期試験、部活動、あらゆる活動の中で調和をとりな

がら発達していくことが肝要である。そうすると、中

堅の進学校としては、公民科目に優先的に時間を割く

「公共，政治･経済」
問題集

『Winning COM.-
PASS 公共･政経の
整理と演習』

石川県立金沢西高等学校
教諭

藤
ふ じ

井
い

　大
た い

河
が

♡

ことは簡単では

ない。時間対効

果、能率の向上

が必要である。

自分の授業スタ

イルは授業内完

結をモットーと

している。

①�　授業中に

ワークシート

で予習（10分

程度）

②�　授業中に黒

板に解答を記

入しにくる

◆　　　◆11
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年生の受験直前期になり、国語・数学・英語の学習に

エンジンが（やっとのことで）かかる7月以降におい

て、強烈に科目を絞りたい、共通テストが不安であ

る、そして不安すぎて共通テスト演習や二次試験の演

習を避け、なんと教科書準拠のワークブックに回帰し

てしまう、という事件が多発する。もし本当に教科書

準拠のワークブックや一問一答に回帰してしまうと、

直前期には大幅に不利である。しかし授業で親しんだ

教材が『ウィニング公共・政経』であるならば、これ

に戻ってもらうことに関しては何の問題もない。授業

で使っているにもかかわらず網羅的であり、さらに共

通テスト演習の典型問題が配置されている。特筆すべ

きは需要・供給曲線など誰もが苦手意識を持ちがちな

分野である。典型的な問題例が網羅されており、過去

問題の演習はこの問題だけでちょうどマスターでき

る、という配分になっている。

33 信頼

　忘れられない思い出がある。国公立大学をめざして

学習していた受験生が、10月に緑内障を患い、それま

でのように細かい文字を追うことが困難になってしま

い、作業速度が大幅に落ちてしまった。東京法令出版

様に相談したところ、拡大印刷のためのデータを用意

してもらい、生徒は快適に学習することができた。大

切にすべきはまず生徒である、というビジョンを共有

できる、迅速に対応していただける、という点におい

ても自分は『ウィニング公共・政経』を使い続けると

考える。

44 おわりに

　本校は受験を中心として授業をすべき学校ではな

い。生徒にとっていい授業、生徒にとっていい学びを

優先すべきであり、その先に受験における公共・政治

経済の高得点があるべきである、という現場である。

　模試の数値が振るわなくても『ウィニング公共・政

経』を信じて基礎から学び始め、『ウィニング公共・

政経』を完成させれば本校生徒が志望する進路は叶っ

ていく、という明確な目標として設定できる。

▲板書は生徒が記入しにやってくる。（②③）

  

  

価格 

１． ２． グラフの見方 

①価格の軸（たて）をみる 

②数量の軸（よこ）をみる 

１．〔           〕⇒買いたい量 

２．〔           〕⇒売りたい量 

※交点は〔         〕という。 

 取引が最も効率よく成立する価格。 
数量 

　⑤の段階で『ウィ

ニング公共・政経』

の共通テスト過去問

題演習を行うことで

着実に学習が進んで

いることがわかり、

またファイリングを

明確にやっている生

徒は確実に解答でき

る問題の割合を着実

に積み上げて増やせ

る。

　中堅進学校特有の

事情がある。高校3

◆　　　◆12


