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１．はじめに  
2020 年 度 よ り ，⼤ 学 ⼊試センター試験は ⼤ 学 ⼊ 学共通 テ ストへと変わ り ，⼤ 学 の ⼊ 学者

選抜は ⼤ き な転換点を迎え て い る 。 ⼤ 学 ⼊ 学共通 テ ストで は ， 知 識 の 深 い 理 解 と 思 考⼒・
判断⼒・表現⼒を重視 し た テ ストが ⽬指さ れ て い る 。 ⼊試が改⾰さ れ る こ と に よ り ，⾼等
学校で ⾏ わ れ る授業に変化 が起き る こ と が予想さ れ る 。 し か し ，導⼊直前に も か か わ ら ず
⼤ 学 ⼊ 学共通 テ ストに 対 す る不信感や不安が⾼ま る 状況と な っ て い る 。 そ の背景に は ，試
⾏ 調査の 実 際 の問題 が ，受験者の 思 考⼒・判断⼒・表現⼒を 評 価 す る こ と が で き て い る の
か と い う綿密な検証(1)は さ れ て い な い こ と が指摘で き る 。  

社 会科の歴史的 分野に お い て は ， ⼤ 学 ⼊ 学共通 テ ストで 思 考⼒・判断⼒・表現⼒を重視
し た テ ストが 実施さ れ る こ と に よ り ，⻑年批判を受け て き た暗記 学習か ら の脱却が期待さ
れ て い る 。 し か し ， 思 考⼒・判断⼒・表現⼒を⼗分 に 評 価 で き て い た か は 世 界史 B， ⽇ 本
史 B の問題 に お い て も不明 な ま ま で あ る 。問題 の 内 容 ⾃ 体 が検証さ れ な い ま ま ⼤ 学 ⼊ 学共
通 テ ストが導⼊ さ れ る こ と で ，歴史学習が再び暗記 学習に陥る可能性が 考 え ら れ る 。  

以 上 の こ と を踏ま え れ ば ，試⾏ 調査の問題 の 内 容 を 分析し ， 思 考⼒・判断⼒・表現⼒を
評 価 で き て い る か検証す る こ と は歴史教育の 分野に お い て は重要な 課 題 で あ る 。  

そ こ で 本稿の ⽬ 的 を ， ⼤ 学 ⼊ 学共通 テ ストの試⾏ 調査問題 の 分析を 通 し て ， 思 考⼒・判
断⼒・表現⼒を 評 価 す る歴史テ ストの問題 の 特⾊を 明 ら か に す る こ と ， と設定し て ， 以下
の ⽅ 法 で研究を ⾏ う 。  

ま ず ，歴史学習に お け る 思 考⼒・判断⼒・表現⼒像を ， 社 会科教育研究に お け る授業⽅
法研究， テ スト研究及び学習指導要領を踏ま え て 明確に す る 。 こ れ に よ り各設問が 評 価 す
る能⼒を判断す る 基 準 を 作成す る 。続い て ， 明確に な っ た 思 考⼒・判断⼒・表現⼒像と ，
作成し た 基 準 を利⽤ し て ，試⾏ 調査問題 の問題 内 容 を 分析し て ，成果と 課 題 を 明 ら か に す
る 。 こ れ に よ り 思 考⼒・判断⼒・表現⼒を 評 価 す る歴史テ スト問題 の 特⾊が 明 ら か に な る
と 考 え ら れ る 。  
 

２．歴史学習における思考力・判断力�・表現力像 
社 会科教育研究，と り わ け歴史教育研究の 分野に お い て は ，テ ストを開発 す る研究は 多

く ⾏ わ れ て い る が ， 分析す る研究は 少数で あ る 。伊東・池野（1986）及び，伊東・⽊村・
棚橋（1987）は「歴史理 解 の構造」と い う枠組み を 使 ⽤ し ，私⽴⼤ 学 ⼊試，国公⽴⼤ 学共
通⼀次試験，中 学校達成度 調査，教師⾃ 作 テ ストを 分析し て い る 。本研究に お い て も ，「歴
史理 解 の構造」を枠組み と し て採⽤ す る が ， 1986，1987 年 の研究で あ る た め ，「歴史理 解
の構造」は ， 現 在 ， 学習評 価 の ⽅ 法 と し て ⾏ わ れ て い る「⽬標に 準拠し た観点別学習状況
の 評 価」と の 関 係 に つ い て 考慮さ れ て い な い 。試⾏ 調査の問題 は ，2018 年告⽰ の 学習指導
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要領（以下，新 学習指導要領と呼称）に 基づき ，「知 識・技能」「思 考⼒・判断⼒・表現⼒」
の 2 観点を問う よ う に 作成さ れ て い る 。 よ っ て ， 分析に先⽴ち「歴史理 解 の構造」と「知
識・技能」「思 考⼒・判断⼒・表現⼒」の 2 観点が整合す る か を検証し な け れ ば な ら な い 。  

新 学習指導要領で は ，地 理歴史科に お け る「思 考⼒・判断⼒・表現⼒」に つ い て ，「社 会
的 事象等の意味 や意義，特⾊や相互の 関連を 考察す る⼒，社 会 に ⾒ ら れ る 課 題 を把握し て ，
そ の 解 決 に 向 け て構想す る⼒や ， 考察し た こ と や構想し た こ と を 説 明 す る⼒， そ れ ら を 基
に し て議論す る⼒」と し て い る (2)。 新 学習指導要領に お け る歴史系科⽬ の「思 考⼒・判断
⼒・表現⼒」と は歴史の 解釈を構成し ， 説 明 や議論を ⾏ う こ と が で き る⼒で あ る と 考 え る
こ と が で き る 。 具 体 的 に は ，授業で取り扱う歴史的 事象に つ い て ，資料な ど の 価値を 評 価
（判断）し ，各事象の影響や相互の因果関 係 を 評 価 し て歴史の 解釈を構成し ， 説 明 や反論
な ど の議論を ⾏ う こ と が「思 考⼒・判断⼒・表現⼒」で あ る と い え る 。  
伊東・池野（1986）及び，伊東・⽊村・棚橋（1987）は ，歴史の テ ストは ，⽣徒が形成

し た「歴史理 解 の構造」を 評 価 し得る も の で な け れ ば な ら な い と し て い る 。 そ の 上 で ，私
⽴⼤ 学 ⼊試な ど を 分析し て ， そ れ ら の テ ストは ⽣徒の 知 識（事象の構成要素）を問う問題
が ⼤半を占め ，「歴史理 解 の構造」を 的確に 評 価 す る も の に な っ て い な い と結論付け て い る 。
「歴史理 解 の構造」は ，歴史事象に つ い て の 説 明 が 時 間 的前後 の 他 の 事象に よ っ て そ の歴
史事象の因果関 係 と し て ⽰ さ れ る「歴史的 説 明 のレトリック」と ， 時代解釈， 事象解釈，
事象記 述 ， 事象の構成要素の四層か ら成る「歴史的 知 識 の構造」で構成さ れ て お り ，歴史
的 知 識 が層構造を 持 っ て い る（「歴史的 知 識 の構造」）た め ，歴史的 説 明 に お い て原因（背
景・条件），⾏為（事件），結果（影響）と い う三者を要件と す るレトリック（「歴史的 説 明
のレトリック」）が成⽴す る と い う 関 係 を 持 っ て い る (3)。  
「歴史理 解 の構造」と「知 識・技能」「思 考⼒・判断⼒・表現⼒」の整合性を 考 え る と き ，

注⽬ す べ き は「歴史的 説 明 のレトリック」を成⽴さ せ る要件と な っ て い る「歴史的 知 識 の
構造」で あ る 。伊東・池野（1986）は「歴史的 知 識 の構造」を ，ど の よ う な歴史事象を 対
象に し た 知 識 か に よ っ て ， 以下の 4 つ に 分類し て い る (4)。  

・ あ る 特定時期に つ い て の 時代的 な歴史事象を 解釈し た 知 識 。（歴史解釈）  
・ 特定の歴史事象を 解釈し た 知 識 。（事象解釈）  
・歴史事象を 記 述 し た 知 識 。（事象記 述）  
・ こ れ ら の 知 識 に ⽰ さ れ る ⽤語。（事象の構成要素）  
こ の よ う に 時代の 解釈，時代を構成す る各事象の 解釈，各事象の 記 述 ，記 述 を構成す る

⽤語と ，知 識 を階層化 し て い る 。ま た ，伊東・⽊村・棚橋（1987）は ，そ れぞれ の階層に
つ い て 具 体例を挙げな が ら詳し く 説 明 し て い る (5)。「歴史的 知 識 の構造」は ，地名や ⼈名な
ど の ⽤語で あ る「事象の構成要素」を最下層に置き ， 事象を た だ 記 述 し た「事象記 述」か
ら 事象の因果関 係 ，影響な ど を 評 価 ， 解釈し た「事象解釈」へと 深 ま り ，最終的 に複数の
「事象解釈」を併せ て そ の 時代を 評 価 ， 解釈す る「時代解釈」が形成さ れ る と し て い る 。
こ の よ う に ，「歴史的 知 識 の構造」は最終的 に歴史的 事象や 時代を「解釈」す る こ と に重点
を お い て い る と い え る 。  

そ れ で は ，「歴史理 解 の構造」で重要と な る歴史の 解釈と 思 考⼒・判断⼒・表現⼒が ど の
よ う に 関 係 す る の か 。  
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⼟屋（2013）は ， 1989 年 の 学習指導要領か ら ，「関 ⼼ ・意欲・態度」「思 考 ・判断」「資
料活 ⽤ ・表現」「知 識 ・ 理 解」の 4 つ の観点を ⽤ い て 学習を 評 価 す る こ と に な り ， 2008 年
か ら は ，「関 ⼼ ・意欲・態度」「思 考 ・判断・表現」「技能」「知 識 ・ 理 解」へと改善さ れ た
こ と に 関 し て ，「歴史学習は ，『既成の歴史』を無批判に受け ⼊ れ る 学習と異な り ， 学習者
⾃ ⾝ が過去を描き表現 す る能⼒を ⾝ に付け る 学習で あ る こ と が 学習指導要領に お い て も 明
確に な っ た」(6)と 述 べ て い る 。資料を検索し ， そ の資料の 価値を 評 価（判断）し て ， 解釈
を 作 り 上げ，解釈の 発表，対話，反論を ⾏ う「解釈型歴史学習」は ，「思 考⼒・判断⼒・表
現⼒」を育成す る 学習で あ る (7)。  

さ ら に ，⼤ 学 ⼊試センター が 作成し た『【歴史】作問のねら い と す る主な「思 考⼒・判断
⼒・表現⼒」に つ い て の イメー ジ（素案）』(8)に は ，試⾏ 調査問題 を 作成す る 際 に 評 価 し よ
う と す る「思 考⼒・判断⼒・表現⼒」に つ い て 述 べ ら れ て い る 。歴史的 事象の 時系列や推
移や変化 ，諸事象の⽐較，背景や原因，結果，影響な ど の 事象相互の つ な が り ，歴史的 事
象に つ い て意味 や意義を と ら え る こ と ， 現代的 課 題 に応⽤ す る こ と な ど を問い た い と し て
い る 。 こ の イメー ジ で挙げら れ て い る 事項は歴史的 事象や 時代の 解釈を形成す る過程で あ
る と い え る だ ろ う 。⼟屋（2011）は ，歴史を「解釈」す る能⼒を育て る こ と が重視 さ れ て
い る イ ギリス の歴史教育に つ い て ，論理 的 ⼿続き を経て 実証的 な歴史解釈を創り 上げ， 展
開す る こ と が で き る能⼒を ⽣徒に育成す る こ と が ，歴史教育の主要な役割と さ れ て い る と
述 べ て い る (9)。ま た ，伊東・池野（1986）及び伊東・⽊村・棚橋（1987）は ，事象の因果
関 係 ，影響な ど を 評 価 ， 解釈し た も の が「事象解釈」で あ り ，複数の「事象解釈」を併せ
て そ の 時代を 評 価 ， 解釈す る も の を「時代解釈」と し て い る 。  

⼤ 学 ⼊試センター の「思 考⼒・判断⼒・表現⼒」の イメー ジ が 述 べ て い る ，資料か ら情
報を 読 み取り ， 事象と の 関 わ り を類推し 時系列を把握， そ の 後 事象の推移や変化 を 考察し
複数の 事象を⽐較し て 事象相互の つ な が り を 考 え ， 事象の意味 や意義を と ら え ， そ し て ，
考察，構想の過程，結果を ま と め ， 現代的 な 課 題 に応⽤ し て い く⼒は ， ま さ に歴史を「解
釈」す る過程で あ り ，⼤ 学 ⼊ 学共通 テ ストに お い て も ，「思 考⼒・判断⼒・表現⼒」を問う
上 で ，歴史の「解釈」が重要な要素で あ る こ と を ⽰ し て い る 。  

こ れ ま で の議論か ら ，歴史的 事象や 時代を 解釈す る 学習を ⾏ う こ と に よ り ，「思 考⼒・判
断⼒・表現⼒」の育成を す る こ と が で き る と 考 え ら れ る 。つ ま り ，歴史的 分野の テ ストは ，
「歴史的 知 識 の構造」の 中 の「時代解釈」及び「事象解釈」を 評 価 す る こ と が で き て い れ
ば ，「思 考⼒・判断⼒・表現⼒」を 評 価 す る こ と が で き て い る と い え る だ ろ う 。よ っ て ，「時
代解釈」及び「事象解釈」は「思 考⼒・表現⼒・判断⼒」と 対応す る 。ま た ，「事象の構成
要素」が 評 価観点の「知 識・技能」の う ち の「知 識」と 対応す る こ と は当然で あ り ，「事象
記 述」も ⽤語を組み合わ せ た 記 述 で あ る た め「知 識」と 対応す る と い う こ と が で き る 。 ま
た ，「事象解釈」「時代解釈」も「知 識」が 基礎と し て形成さ れ る も の で あ る た め 対応す る 。
「技能」は資料や 年表を収集し ， 読 み取り ， ま と め る能⼒の こ と で あ り ，資料の 価値を 評
価（判断）す る段階は含ま れ て い な い 。収集， 読 み取り 及びま と め る段階ま で が「技能」
で あ り ， 価値を 評 価（判断）す る段階は「思 考⼒・判断⼒・表現⼒」の段階で あ る 。 し か
し ，歴史を 解釈す る た め に は ，資料を収集し ，読 み取り ，ま と め る⼒は不可⽋で あ る た め ，
「事象解釈」及び「時代解釈」に も 対応す る 。こ れ ら の こ と を ま と め た も の が図 1 で あ る 。
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「時代解釈」も し く は「事象解釈」を問う問題 は ，「思 考⼒・判断⼒・表現⼒」及び「知 識・ 
技能」の 評 価 ，「事象記 述」

を問う問題 は ，「知 識・技能」
の 評 価 ，「事象の構成要素」
を問う問題 は「知 識・技能」
の う ち  

の「知 識」の み の 評 価 を す
る こ と が で き る の で あ る 。  

こ こ ま で の検証か ら ，「歴
史理 解 の構造」を ⼤ 学 ⼊ 学
共通 テ ストの試⾏ 調査問題
の 分析に応⽤ す る こ と が可
能で あ る と確認 さ れ た 。  

図 1 「歴史的知識の構造」と評価の観点の関係（筆者作成） 

３．大学入学共通テスト試行調査問題の分析  
2018（平成 30）年 に 実施さ れ た ⽇ 本

史 B の試⾏ 調査問題 に つ い て ， ど の よ
う に 内 容 の 分析を ⾏ っ た の か ， 具 体例
を提⽰ し な が ら 説 明 す る 。図 2 の第 5 問
−問 5 は ，4 つ の資料と ，解答の 選択肢
と な っ て い る下関条約の条項を ⾒ て ，
ど の条項が イ ギリス の利益に な っ た の
か を 選択す る問題 で あ る 。 回答の 選択
肢⾃ 体 は ，下関条約の条項で あ る た め
「事象記 述」で あ る 。し か し ，こ の問題
を 解 く た め に は ， ⽇ 本 の賠償⾦ の 使途
や主⼒艦の 調 達先な ど の資料を 関連さ
せ て 考 え な け れ ば な ら な い 。例え ば ③
が正答で あ る と導き 出 す た め に は「⽇
本 が得た賠償⾦ の 使途の半分近く が海
軍拡張費で あ っ た こ と に加え ，主⼒艦
の 調 達先の 多 く が イ ギリス で あ っ た た
め ，下関条約の賠償⾦ の条項が イ ギリ
ス の利益と な っ た 。」と い う「事象解釈」
を ，問題 を 解 く過程で形成し な け れ ば
な ら な い 。よ っ て ，こ の問題 は「事象解
釈」を問う問題 で あ る 。ま た ，こ の と き
の 思 考 の過程を図式化 し た も の が図 3
で あ る 。  

図 2 2018 年試行調査問題日本史 B 第 5 問－問 5 
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⽇清戦争や賠償⾦ ，主⼒艦の よ う な「事象の構成要素」が ，賠償⾦ の 使途な ど の資料か
ら 読 み取っ た情報に よ り ， 関 係 が ⾒ 出 さ れ「主⼒艦の 調 達先の 多 く が イ ギリス で あ っ
た 。」な ど の「事象記 述」と な る 。 そ の「事象記 述」ど う し の因果関 係 を 考 え て 関連づけ
る こ と で「下関条約が イ ギリス の利益に な る 。」と い う「事象解釈」が構成さ れ る 。第 5
問―問 5 を 回答す る 際 に は ，「事象の構成要素」に資料か ら の情報を加え て「事象記 述」
を つ く り ，「事象記 述」ど う し の因果関 係 を ⾒ 出 す こ と で「事象解釈」を構成す る と い う
思 考過程が必要に な っ て い る 。  

こ の よ う に各設問を 分析し ，問題数と割合を ま と め た も の が表 1 で あ る 。 ま た ， 2019
年 のセンター試験と 2018 年試⾏ 調査問題 世 界史 B を同様に 分析し ，問題数と割合を ま と
め た も の が表 2（センター試験⽇ 本史 B），表 3（試⾏ 調査問題 世 界史 B）で あ る 。  
表１ 2018 年試行調査日本史 B 各歴史的知識の問題数とその割合（筆者作成） 

表 2 2019 年センター試験日本史 B 各歴史的知識の問題数とその割合（筆者作成） 

表 3 2018 年試行調査世界史 B 各歴史的知識の問題数とその割合（筆者作成） 

センター試験は 解釈を問う問題 は ⾒ ら れ ず ，お よ そ 7割が 事象記 述 を問う問題 で あ っ た 。
事象の構成要素を問う問題 も 10 問と 多 い 。試⾏ 調査問題 で は ，事象解釈を問う問題 が 4 分
の 1 ほど と 0 問で あ っ たセンター試験よ り も 多 く ，事象の構成要素を問う問題 が 3 問と 少
な く な っ て い る 。 こ の点を踏ま え る と ，試⾏ 調査問題 は ，単語や 事象の単純な暗記 で 解答
可能な テ ストか ら脱却す る ⽅ 向性を ⽰ し た と い う こ と が で き る だ ろ う 。  

時代解釈 事象解釈 事象記述 構成要素
問題数 0 9 24 3
割合 0% 25% 67% 8%

時代解釈 事象解釈 事象記述 構成要素
問題数 0 0 26 10
割合 0% 0% 72% 28%

時代解釈 事象解釈 事象記述 構成要素
問題数 0 4 25 5
割合 0% 12% 74% 15%

図  3 第 5 問―問 5 に お け る 思 考過程モデル（筆者作成）  
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試⾏ 調査問題 世 界史 B は ，問題 作成のねら い で は「思 考⼒・判断⼒・表現⼒」を問う と
し て い た が ，事象記 述 や 事象の構成要素を問う問題 が 多 く ，全 34 問中 29 問あ っ た 。つ ま
り ，問題 作成者の意図に反し て 思 考⼒・判断⼒・表現⼒を 評 価 で き て い な い可能性が 考 え
ら れ る 。事象解釈を問う問題 も 4 問と 少 な く ，事象記 述 ，事象の構成要素を問う問題 の割
合が⾼い 。問題 ⽂ ⾃ 体 も ，試⾏ 調査問題 ⽇ 本史 B に は ⾒ ら れ た 時代解釈や 事象解釈の 記 述
が 少 な い 。試⾏ 調査問題 ⽇ 本史 B と⽐較し て ，思 考⼒・判断⼒・表現⼒が 評 価 で き て い る
か疑問が残る 分析結果で あ っ た 。  

こ の結果に つ い て ， ⽇ 本史と 世 界史の科⽬ の性格の違い が影響し て い る と 考 え ら れ る 。  
試⾏ 調査問題 の ⽇ 本史 B と 世 界史 B の ⼤問ごと の問題 内 容 は表 4 の 通 り で あ る 。  

表 4 試行調査問題の問題内容構成（筆者作成） 

第 1 問  第 2 問  第 3問  第 4 問  第 5 問  第 6 問  
⽇ 本 史
B 

テ ー マ
史（開発・
災害）  

原始・古
代（官道
と駅制）  

中 世
（ 外 か
ら の波） 

近 世
（教育政
策）  

近 現 代
（経済・ 国
際 関 係）  

近現代（時
代の転換点） 

世 界 史
B 

地 域 間
の接触 と
交流  

政 治 思
想  

交 易
品・貨幣  

国 家 間
の 関 係  

経 済 ・ 統
計の資料  

⽇ 本史 B の問題 内 容 は ，第 1 問の テ ー マ史を除け ば ， 時代区分ごと に ⼤問が設け ら れ ，
そ の 時代ごと に テ ー マ が設定さ れ⼩問が 作成さ れ て い る 。世 界史 B は ⼤問ごと に テ ー マ が
設定さ れ 時代や 地 域 の区別な く⼩問が 作成さ れ て い る 。世 界史 B の問題構成は「世 界 の歴
史の ⼤ き な枠組み と 展開に 関 わ る諸事象」を取り扱う と い う科⽬ の性格に則っ た も の と い
え る が ， テ ー マごと に 出 題 さ れ る 時代や 地 域 が広範に 及 ん で い る 。 そ の た め ，各設問で は
事象の構成要素や 事象記 述 が主に問わ れ ， 解釈を問う段階に⾄っ て い な い問題 が 多 い と 考
え ら れ る 。⽇ 本史 B の問題 で は ，諸外 国 と ⽇ 本 と の 関 係 が 考慮さ れ な が ら も ，⽇ 本 を 中 ⼼
と し た歴史的 事象が扱わ れ る こ と に加え ， 時代も区分 さ れ て い る た め ，問う べ き 事象の構
成要素や 事象記 述 が減り ， 事象解釈を問う こ と に注⼒し や す い と 考 え ら れ る 。 本来， テ ー
マごと に 世 界 の歴史的 事象を 関連付け て 考 え る こ と は歴史の 解釈を構成す る点で は重要な
こ と で あ り ， 思 考⼒・判断⼒・表現⼒を育成す る観点で は ， ⽇ 本史よ り も 優 れ て い る点で
あ る 。 し か し ，問題 作成時 に 対象と す る 時代や 地 域 が 多 く な っ て し ま う こ と に よ り ，限ら
れ た設問数で は ， 解釈を問う こ と が難し く な っ て し ま っ て い る と推測さ れ る 。 つ ま り ， 世
界史で は テ ストに あ た っ て 記憶す る べ き 事象の構成要素や 事象記 述 が 多 く な っ て お り ， 解
釈を問う余裕が無く な っ て し ま っ て い る と 考 え ら れ る 。 こ の点は授業に つ い て も同様で ，
取り扱う歴史的 事象が広範に 及ぶこ と に よ っ て ， 事象相互の 関連な ど を 考察し 解釈を構成
す る 学習が ， ⽇ 本史に⽐べ て 展開し に く く な っ て し ま う可能性が指摘で き る 。  

以 上 の こ と を踏ま え る と ，世 界史に お い て は ，「思 考⼒・判断⼒・表現⼒」を育成し て 評
価 す る た め に は ， 学習の ⽅ 法 だ け で は な く科⽬ の 内 容構成の⾯か ら も再検討 が必要で あ る
可能性が ⽰唆さ れ る 。  

こ こ ま で の 分析か ら ，試⾏ 調査の成果と 課 題 は 以下の よ う に整理 で き る 。  

1. ⼤ 学 ⼊ 学共通 テ ストの歴史的 分野に お い て は 思 考⼒・判断⼒・表現⼒を 評 価 す る た め
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に歴史の 解釈を問う こ と が重要で あ る こ と 。  

2. 試⾏ 調査は ，センター試験で は ま っ た く問わ れ て い な い 解釈が問わ れ る よ う に な っ
た点で ，⼀定の成果は 上げた が ，問題数が全体 の 4 分 の 1 程度 で良い か と い う 課 題
が 発 ⾒ さ れ た こ と 。

3. 世 界史に つ い て は ，⽇ 本史と⽐較し た と き ，「思 考⼒・判断⼒・表現⼒」を 評 価 で き
て い る か疑問が残り ， そ の原因は科⽬ の性格や 内 容構成に起因す る と 考 え ら れ る こ
と 。

ま た ，思 考⼒・判断⼒・表現⼒を 評 価 す る歴史テ ストに お い て は ，歴史の 解釈を問う こ
と が重要な 特⾊で あ る こ と が ，試⾏ 調査問題 の 分析か ら も 明 ら か に な っ た 。  

４．おわりに 

本稿に お い て は ，歴史学習に お け る 思 考⼒・判断⼒・表現⼒像を ， 社 会科教育研究に お
け る授業⽅ 法研究， テ スト研究及び学習指導要領を踏ま え て 明確に し ，各設問が 評 価 す る
能⼒を判断す る 基 準 を 作成し た 。続い て ， 明確に な っ た 思 考⼒・判断⼒・表現⼒像と ， 作
成し た 基 準 を利⽤ し て ，試⾏ 調査問題 の問題 内 容 を 分析し て ，成果と 課 題 を 明 ら か に し た 。
そ の結果，歴史の 解釈を問う こ と が ， 思 考⼒・判断⼒・表現⼒を 評 価 す る歴史テ スト問題
の重要な 特⾊で あ る こ と を 明 ら か に し た 。 ま た ， ⽇ 本史と⽐較し て ， 世 界史は 解釈を問う
問題 が 少 な く ， 思 考⼒・判断⼒・表現⼒を 評 価 で き て い る か疑問が残る こ と も 明 ら か に し
た 。 さ ら に ， 分析の過程で 事象解釈を形成す る 際 の 思 考過程のモデル の 作成を す る こ と も
で き た 。  
⼀⽅ で ，問題形式の⾯か ら試⾏ 調査問題 を 分析で き て い な い こ と は 本稿の重要な 課 題 で

あ る 。問題形式を 分析す る こ と で ， 思 考⼒・判断⼒・表現⼒を 評 価 す る歴史テ スト問題 の
さ ら に詳細な 特⾊を 明 ら か に す る こ と が で き る と 考 え る 。 こ の点は 今 後研究を続け た い 。
ま た ，紙幅の制約も あ り ，本稿で は ，テ スト問題 の 解答の 選択肢以 外 の問題 ⽂（リー ド ⽂）
な ど に つ い て は ⾔ 及 で き て い な い 。 こ の点に つ い て も さ ら に研究を続け た い 。  

注 

(1) ⼤ 学 ⼊試センター に よ る「⼤ 学 ⼊ 学共通 テ ストの導⼊ に 向 け た試⾏ 調査（プレテ スト）
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