
『日本史Ａ』シラバス

科 目 名 学 科 学 年 必修／選択 単 位 数

日本史Ａ 全学科 ２年 選択 ２単位

１．科目目標と使用教材

近現代における我が国の形成の歴史的過程を国際関係と結びつけながら学び，これか

らの国際社会に主体的に生きる民主的，平和的な国家・社会の一員として必要な自覚と科目目標

資質を養う。

教科書「高等学校 日本史Ａ （清水書院）
使用教材

」

２．学習計画

学期 学 習 項 目 学 習 目 標

・歴史と生活 ・近現代の食文化の変化，また通過儀礼の持つ意味と生活習

俗の変化を考える。

・国際関係の変化と幕藩体制 ・外国船来航の幕藩体制への影響と幕府・各藩の対応の違い１

の動揺 及びその結果を理解する。

・明治維新と近代国家の形成 ・開国が与えた政治・社会的影響と江戸幕府の滅亡への過程学

及び明治新政府による近代化政策の概要を理解する。

・国際関係の推移と近代産業 ・自由民権運動から立憲政治の成立及び条約改正の達成まで期

の成立 の過程，また資本主義・帝国主義化に突き進む過程を理解

する。

・第一次世界大戦と政党政治 ・第一次大戦への参戦が内外に与えた影響と政党内閣の成立

の展開 や社会運動の高揚を刺激した大正デモクラシーの意義を理

解する。２

・第二次世界大戦をめぐる国 ・昭和恐慌後の経済混乱の中で軍部が台頭し日中戦争から太

際情勢と日本 平洋戦争へと突き進む過程を理解する。学

・第二次世界大戦後の政治の ・戦後のＧＨＱによる日本占領期における改革と国際情勢 冷期 （

動向と国際社会 戦の激化）の変化の中での日本の独立について理解する。

・経済の発展と国民生活 ・国際社会への復帰とアメリカ合衆国との緊密化及び高度経

済成長期を経て経済大国へと突き進む過程を理解する。

３

・現代の日本と世界 ・冷戦終結の世界への影響と55年体制の崩壊等による国内政

治の変化を理解する。またバブル崩壊後の経済の現状及び学

山積する国内外の課題を理解し，２１世紀の社会をどう切

り開いていくべきか考える。期



３．学習方法

通常、授業の進め方としては教科書に書かれている内容をページを追ってやっていきます。その

ときに使う教材は教科書以外に教科担任が教科書に沿って作成したプリントがあります。そのプリ

ントによって教科書の内容を再確認するわけですが、それ以外にも「なぜなのか」ということを常

に念頭に置いて授業を進めていきたいなと考えています。言い換えれば、歴史上の重大事件が起こ

った背景を探る試み等を一緒にやっていこうということです。

４．評価の観点

近現代史を中心とする我が国の歴史的事象に対する興味・関心を抱き，意欲的

に課題解決を図ろうとするとともに，自ら国際化社会の一員であることを自覚関心・意欲・態度

し，その責任を果たそうとする。

近現代史を中心とする我が国の歴史的事象から疑問点や課題を見つけ出し，我

が国がどのような過程を経て形成されたかを幅広い視野に立ち考察するととも思 考 ・ 判 断

に，国際社会の変化を踏まえ公正に判断する。

近現代史を中心とする我が国の歴史に関する出来うる限りの資料を調べ，有効

資料を選択し活用することを通して歴史的事象を追究する術を身に付けるとと技 能 ・ 表 現

もに，追究し考察した過程や結果を適切に表現する。

近現代史を中心とする我が国の歴史についての基本的な事柄を幅広い視野に立

ち理解し，その知識を身に付けている。知 識 ・ 理 解

５．成績評価

定期考査 平 常 点

提出物 授業態度 ノート点検中 間 （素 点）

８０ ％ １０ ％ ５ ％ ５ ％ ％

１･２学期

定期考査 平 常 点

提出物 授業態度 ノート点検期 末 （素 点）

８０ ％ １０ ％ ５ ％ ５ ％ ％

定期考査 平 常 点

提出物 授業態度 ノート点検３ 学 期 学年末 （素 点）

８０ ％ １０ ％ ５ ％ ５ ％ ％

６．生徒の皆さんへ

日本史を学ぶ魅力は，どんな学問にも共通することでしょうが 「なぜ？」と思ったことがわかっ，

た時の充足感です。それ故に授業前に教科書を読んで疑問点を見つけておくといいですね。更に自

分で色々な資料を使って調べるともっといいですね。



※小中学校でも日本の歴史は学びますが、何か大切なことよりもエピソードというかこぼれ話の方を

なぜかしらよく覚えているものですよね。そこで、以下に日本史上有名な人物に焦点を当ててこぼ

れ話的な質問をしてみます。さて、あなたは何問答えられるでしょうか （答えは下の方にまとめて。

掲げておきます ）。

① 明治の始め、札幌農学校の学生に対して「少年よ大志を抱け」といったクラーク博士は、寮の規

則で生徒に何を食べてはいけないとしたか。

② 足尾鉱毒事件に身も心も打ち込んだ田中正造は、ある日、東京の宿で家に手紙を書いていたのだ

が、大切なことをどうしても思い出せなかった。さて、それは何でしょう。

③ 連合艦隊司令長官となった山本五十六の名前五十六はどういう理由でつけられたのでしょう。

④ 子供らと無心で毬をつき遊び戯れたことで知られた良寛さんは、実は大の酒好きだったのだが、

もう一つ大好きだったのは何だろう。

⑤ 東京大学で英文学を講じていた夏目漱石は、専属作家として朝日新聞に引き抜かれ、その思い切

った転身ぶりに世間は大いに驚いた。その漱石が朝日新聞に発表した転職の理由は教室の周りのあ

る動物の鳴き声がうるさくて講義がうまくできないからというものであった。さて、その動物とは

何でしょう。

⑥ 酒をこよなく愛した若山牧水は残暑厳しい９月のなかばに亡くなったが、その遺体は３日後の告

別式を迎えても、まったく死臭がしなかった。主治医はその原因を、生きている間に何とかになっ

ていたせいだと言った。ではその何とかとは？

、「 」⑦ 自由民権運動の旗手であった板垣退助が岐阜で刺客に襲われたとき 板垣死すとも自由は死せず

という名文句を吐いたことになっているが、本当は何といったのでしょう。

⑧ 火事は喧嘩と並んで江戸の華といわれるが、河村瑞軒は火事を知らせる半鐘がジャーンと鳴ると

家族を避難させるとすぐに木曽に飛んだ。さて、何のために木曽に行ったのでしょう。

⑨ 菊池寛は大学生のとき法隆寺を見て感激した。感激のあまりに、ついに生涯、二度とは法隆寺に

は行かなかった。それはなぜだろう。

【答え】

① 米 ② 奥さん ③ 父親が五十六才の時に生まれたから

④ かけごと ⑤ 犬 ⑥ アルコールづけ

⑦ 痛いから早く医者を呼んでくれ ⑧ 材木の買い占め

⑨ イメージをこわすのが恐かった（最初の感動を大切にしたかった）

お疲れ様でした。何問正解でしたか。


