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中学社会『歴史』で取り上げられている主な地域事例

近畿地方
三重県松阪市（地租改正の反対一揆[『三重県下頑民暴動之事件』]
　〈租税を金納に〉）p.169
三重県四日市市
　（工場に囲まれた学校の校庭で遊ぶ子どもたち〈公害の増加〉）p.269
滋賀県近江八幡市（安土城〈信長の政治〉）p.108
滋賀県大津市・米原市（最澄〈最澄と空海〉）p.50
滋賀県東近江市（今堀惣の村おきて[『今堀日吉神社文書』]〈村の自治〉）p.83
京都府宇治市（藤原頼道が建てた平等院鳳凰堂と、阿弥陀如来像
　〈浄土へのあこがれ〉）p.51
京都府大山崎町
　（利休がつくったと伝えられる茶室[妙喜庵待庵]〈桃山文化〉）p.113
京都府京都市（日本の弥勒菩薩像〈飛鳥文化〉）p.41
京都府京都市（平安京〈平安京〉）p.2、48
京都府京都市（室町時代の将軍の邸宅[『洛中洛外図屏風』]
　〈室町幕府の成立と守護大名〉）p.77、94
京都府京都市（室町時代の祇園祭、現在の祇園祭〈町の自治〉）p.82
京都府京都市（鹿苑寺の金閣〈とけ合う文化：室町時代〉）p.2、86、裏表紙
京都府京都市（慈照寺の銀閣、銀閣と同じ敷地内にある、東求堂同仁斎の書院

造の部屋〈禅宗と文化：室町時代〉）p.86-87
京都府京都市（枯山水の石庭[龍安寺]〈庭園造りに活躍した人々〉）p.87
京都府京都市（書院造の広間[二条城二の丸御殿]〈桃山文化〉）p.112
京都府京都市・八幡市（鳥羽・伏見の戦い[『伏見鳥羽戦』]
　〈幕府の滅亡と新政府の誕生〉）p.163
大阪府大阪市（大阪城[『大坂城図屏風』]〈秀吉の天下統一〉）p.109
大阪府大阪市（にぎわう大阪の港[『菱垣新綿番船川口出帆之図』]
　〈にぎわう都市：江戸時代〉）p.127
大阪府大阪市（大阪・堂島の米市場[『浪花名所図会』]〈享保の改革〉）p.130
大阪府大阪市（大塩平八郎〈変動する社会と民衆の闘い：江戸時代〉）p.134
大阪府大阪市（紡績工場での綿糸の生産[大阪紡績会社]
　〈製糸業と紡績業の発展〉）p.194

大阪府大阪市（昭和初期の百貨店[大阪・心斎橋の大丸百貨店]
　〈第6章の学習のはじめに〉）p.206
大阪府大阪市（安政南海地震を伝える石碑に墨を入れる人たち
　〈危機に立ち向かった人々:先人が伝える地震の記録〉）p.236
大阪府堺市
　（百舌鳥古墳群、大仙古墳〈大和政権の成立と豪族〉）p.2、36
大阪府堺市（堺の鉄砲鍛冶[『和泉名所図会』]〈鉄砲の伝来〉）p.104
大阪府吹田市（大阪で開催された日本万国博覧会
　〈テレビの普及と文化の大衆化〉）p.3、271
大阪府八尾市（木綿の機織をする農家[『河内名所図会』]
　〈貨幣経済の広まり：江戸時代〉）p.130
兵庫県神戸市（銅鐸〈弥生時代の暮らし〉）p.34
兵庫県神戸市（日本に来航した南蛮船と南蛮人[『南蛮屏風』]
　〈南蛮貿易〉）p.104-105
兵庫県神戸市（阪神・淡路大震災〈災害と向き合う〉）p.279
兵庫県宝塚市（切銀〈大海を越える人と物：「銀の島」日本〉）p.107
兵庫県姫路市（姫路城〈桃山文化〉）p.112
奈良県斑鳩町（法隆寺、金堂の釈迦三尊像〈飛鳥文化〉）p.41
奈良県橿原市（藤原京〈進む国づくり〉）p.43
奈良県奈良市（東大寺南大門と、金剛力士像〈鎌倉文化〉）p.70
奈良県奈良市（平城京、長屋王の邸宅、平城京跡から出土した木簡〈平城

京と国土の支配、律令制のもとでの暮らし〉）p.2、44
奈良県奈良市（東大寺の正倉院、大仏、正倉院宝物[鳥毛立女屏風、螺鈿

紫檀五絃琵琶、瑠璃坏]〈天平文化〉）p.46-47
奈良県奈良市（興福寺の阿修羅像〈天平文化〉）p.47
奈良県奈良市
　（正長の土一揆の記録が刻まれた岩[柳生の徳政碑文]〈土一揆〉）p.84
和歌山県有田川町（阿氐河荘民の訴状〈地頭を訴える農民〉）p.69
和歌山県高野町（空海〈最澄と空海〉）p.50
和歌山県田辺市（熊野本宮大社〈新しい仏教：鎌倉時代〉）p.71

中部地方
新潟県阿賀野市
　（宗門改帳〈人口の変化と海外への移民〉）p.200
新潟県十日町市（縄文土器〈縄文時代の始まり〉）p.20、33
新潟県十日町市（磨製石器〈農耕と牧畜の始まり〉）p.23
新潟県新潟市（古津八幡山遺跡、明和義人祭、米菓「柿の種」、

赤塚不二夫〈身近な地域の歴史を調べよう〉）p.12
新潟県新潟市
　（新潟港〈身近な地域の歴史を調べよう〉）p.14-18
新潟県新潟市（みなとぴあ(新潟市歴史博物館)、新潟中心商店

街協同組合〈身近な地域の歴史を調べよう〉）p.15-16
新潟県新潟市（西海岸公園にある川村修就の銅像
　〈身近な地域の歴史を調べよう〉）p.17
新潟県新潟市（新潟の港に入る外国船[『新潟湊之真景』]
　〈身近な地域の歴史を調べよう〉）p.17
富山県魚津市・富山市
　（富山で起こった騒動を報じる新聞〈米騒動〉）p.219
石川県金沢市（台湾の烏山頭ダムの建設に力を尽くした八田與

一の像〈台湾の植民地化〉）p.187
福井県永平寺町（古墳から出土した鉄製のよろい[二本松山古

墳]〈古墳の出現〉）p.36
山梨県北杜市（復元された明治時代の小学校[津金学校]
　〈小学校の誕生〉）p.168
長野県軽井沢町・御代田町（浅間山の噴火[『浅間山噴火夜分大

焼之図』]〈田沼の政治〉）p.132
長野県信濃町（野尻湖の湖底から発掘された動物の化石
　〈世界中に広がる新人〉）p.23
長野県茅野市
　（土偶[縄文のビーナス]〈竪穴住居のムラ〉）p.20、33

岐阜県郡上市（傘連判状〈百姓一揆と打ちこわし〉）p.131
岐阜県八百津町（発行された命のビザ、杉原千畝
　〈戦争の記憶をつなぐ〉）p.247
静岡県湖西市（産業の発展と豊田佐吉の発明
　〈近代産業を支えた糸と鉄〉）p.195
静岡県浜松市（蜆塚遺跡で発見された貝塚の断面
　〈縄文時代の始まり〉）p.32
静岡県浜松市
　（鳥居[辨天神社]〈神話にみる古代の人々の信仰〉）p.53
静岡県浜松市（石川倉次、石川の日本語点字
　〈ともに生きていくために：点字の始まり〉）p.283
愛知県一宮市・尾西市（工場制手工業による綿織物業[『尾張名

所図会』]〈変動する社会と民衆の闘い：江戸時代〉）p.135
愛知県刈谷市・豊田市（産業の発展と豊田佐吉の発明
　〈近代産業を支えた糸と鉄〉）p.195
愛知県新城市（長篠の戦い[『長篠合戦図屏風』]
　〈信長の台頭と室町幕府の滅亡〉）p.108

愛知県名古屋市（鳥観図に描かれた、1936年ごろの名古屋市
の中心部〈建造物から時代の特色を考えよう〉）p.224

愛知県名古屋市（文化のみちマップ
　〈建造物から時代の特色を考えよう〉）p.224
愛知県名古屋市（名古屋市役所本庁舎
　〈建造物から時代の特色を考えよう〉）p.224
愛知県名古屋市（名古屋市市政資料館で見られる大日本帝国憲

法下の法廷〈建造物から時代の特色を考えよう〉）p.225
愛知県名古屋市（名古屋城本丸御殿の表書院
　〈建造物から時代の特色を考えよう〉）p.225
愛知県名古屋市（志段味大塚古墳、しだみ古墳群ミュージアム
〈建造物から時代の特色を考えよう〉）p.225

愛知県名古屋市（ウクライナから逃れてきた人々との交流イベ
ント〈さまざまな危機が続く時代〉）p.279

中国地方
島根県出雲市（荒神谷遺跡から出土した銅剣〈弥生時代の暮らし〉）p.35
島根県出雲市（出雲大社〈神話にみる古代の人々の信仰〉）p.52
島根県大田市（石見銀山の坑道跡〈大海を越える人と物〉）p.107
島根県隠岐の島町（竹島でのあしか猟〈隣国と向き合うために〉）p.266
岡山県岡山市（渋染一揆〈改革や平等を求めて〉）p.164
岡山県瀬戸内市
　（福岡の市[『一遍上人絵伝』]〈第3章の学習のはじめに〉）p.60-61
広島県廿日市市（厳島神社〈平氏政権の誕生〉）p.65
広島県広島市（被爆後の広島の街〈原爆投下と日本の降伏〉）p.245
広島県広島市（「原爆の図・第8部(救出)」〈戦争の記憶をつなぐ〉）p.246

広島県広島市
　（原爆ドームと、毎年夏に広島で開催される平和記念式典で「平和への誓い」

を読み上げる子ども代表〈平和を築くために〉）表紙、p.5、280
広島県広島市（原爆の子の像の除幕式〈平和と共生を願う人々〉）p.282
山口県下関市（壇ノ浦の戦い[『平家物語絵巻』]〈平氏の滅亡〉）p.65
山口県下関市（四国連合艦隊に占領された下関の砲台〈倒幕への動き〉）p.161
山口県下関市
　（下関での講和会議[『下関講和談判』]〈下関条約と三国干渉〉）p.186
山口県萩市（吉田松陰と、高杉晋作〈安政の大獄、倒幕への動き〉）p.161

九州地方
福岡県桂川町（王塚古墳の壁画〈神話にみる古代の人々の信仰〉）p.53
福岡県北九州市（八幡製鉄所〈重工業の発達〉）p.195
福岡県太宰府市・大野城市・宇美町（大野城と水城〈進む国づくり〉）p.42
福岡県福岡市（「漢委奴国王」と刻まれた金印〈ムラからクニ(小国)へ〉）p.35
福岡県福岡市（元寇防塁跡〈元軍との戦い〉）p.74
福岡県福岡市（オッペケペー節、川上音二郎〈政党の誕生〉）p.180
福岡県宮若市（古墳の石室に描かれた壁画[竹原古墳]〈古墳の出現〉）p.37
佐賀県有田町（有田焼〈秀吉の外交と朝鮮侵略〉）p.111
佐賀県佐賀市（肥前藩の大砲製造所[『築地反射炉絵図』]
　〈天保の改革と藩政改革〉）p.135
佐賀県吉野ヶ里町・神埼市（吉野ヶ里遺跡、遺跡で発見された首のない遺骨
　〈ムラからクニ(小国)へ〉）p.19、35
長崎県長崎市（長崎くんち〈私たちにつながる歴史〉）巻頭 
長崎県長崎市（平和祈念像〈歴史学習のはじめに〉）p.Ⅰ
長崎県長崎市（長崎の港と出島[『長崎港俯瞰細密画』、『長崎港図』]〈中国・オ

ランダと長崎〉）p.120、142、裏表紙
長崎県長崎市（長崎の唐人屋敷[『長崎唐蘭館図巻』]、出島のオランダ商館[『漢

洋長崎居留図巻』]〈中国・オランダと長崎〉）p.121
長崎県長崎市（長崎に投下された原子爆弾〈原爆投下と日本の降伏〉）p.245
長崎県松浦市
　（元軍の武器「てつはう」と、武具のかぶと〈元軍との戦い〉）p.75
長崎県南島原市
　（島原・天草一揆[『島原陣図屏風』]〈島原・天草一揆と「鎖国」〉）p.119
長崎県（焼き場に立つ少年〈戦争の記憶をつなぐ〉）p.247
熊本県天草市
　（島原・天草一揆[『島原陣図屏風』]〈島原・天草一揆と「鎖国」〉）p.119
熊本県宇城市（建設当時の埠頭や建物が残る三角西港〈殖産興業〉）p.170
熊本県小国町（北里柴三郎〈近代文化の誕生〉）p.199
熊本県菊池市・山鹿市（鞠智城〈各地の主な遺跡・史跡・できごと〉）巻末 5
熊本県熊本市（熊本城〈私たちにつながる歴史〉）巻頭 1
熊本県熊本市（田原坂での政府軍と西郷軍の戦い[田原坂激戦之図]
　〈士族の反乱〉）p.181
熊本県和水町（江田船山古墳出土の鉄刀〈大和政権の成立と豪族〉）p.37
熊本県益城町（被災地で救援活動を行う自衛隊員や他県から駆けつけた警察職

員〈災害と向き合う〉）p.278
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熊本県水俣市（環境に対する取り組み〈歴史学習の終わりに〉）p.291
大分県竹田市（滝廉太郎〈近代文化の誕生〉）p.199
大分県中津市（福沢諭吉〈文明開化〉）p.3、4、171
宮崎県宮崎市（根井三郎〈戦争の記憶をつなぐ〉）p.247
鹿児島県鹿児島市（薩英戦争[『英艦入港戦争図』]〈倒幕への動き〉）p.161
鹿児島県鹿児島市
　（大久保利通〈岩倉使節団の派遣、中国・朝鮮との外交〉）p.172-173
鹿児島県鹿児島市（西郷隆盛〈士族の反乱〉）p.163、166、181
鹿児島県鹿児島市（東郷平八郎〈戦争と国民生活〉）p.191
鹿児島県鹿児島市（黒田清輝〈近代文化の誕生〉）p.198
沖縄県石垣市（石垣市の遺跡で発見された約2万7000年前の人骨
　〈世界中に広がる新人〉）p.23
沖縄県石垣市
　（明治時代に石垣島で行われた式典の様子〈琉球処分と琉球の人たち〉）p.174
沖縄県石垣市（尖閣諸島でのかつお節づくり〈隣国と向き合うために〉）p.267
沖縄県糸満市
　（沖縄戦の記憶を語り継ぐ、若い世代の説明員〈戦争の記憶をつなぐ〉）p.246
沖縄県嘉手納町（野國總管〈飢饉から人々を救った甘藷(さつまいも)〉）p.131
沖縄県宜野湾市（小学校のそばを飛ぶアメリカ軍の軍用機〈沖縄の本土復帰〉）p.265
沖縄県那覇市（航海の安全や豊漁を祈る沖縄の伝統行事「那覇ハーリー」で、爬竜船を

漕ぎ、競い合う人たち〈私たちにつながる歴史〉）巻頭 1
沖縄県那覇市（首里城の正殿、紅型、万国津梁の鐘〈琉球王国の成立〉）p.80、176
沖縄県那覇市（那覇港のにぎわい[『琉球貿易図屏風』]〈琉球王国と薩摩藩〉）p.122
沖縄県那覇市（江戸に向かう琉球使節の一行[『琉球中山王両使者登城行列』]
　〈琉球王国と薩摩藩〉）p.122
沖縄県那覇市（ペリーの那覇・函館寄港〈ペリーの来航と開国〉）p.159
沖縄県那覇市（伊波普猷〈沖縄の歴史を調べよう〉）p.177
沖縄県那覇市（沖縄復帰記念式典〈沖縄の本土復帰〉）p.264
沖縄県那覇市（本土復帰後、銀行に並ぶ沖縄の人々〈沖縄の本土復帰〉）p.265
沖縄県（琉球の三線〈海外から流入する文化〉）p.113
沖縄県（尚泰〈琉球処分と琉球の人たち〉）p.175
沖縄県（郷土料理「クーブイリチー」と「御三味」〈沖縄の歴史を調べよう〉）p.176
沖縄県（沖縄の伝統芸能「組踊」〈沖縄の歴史を調べよう〉）p.177
沖縄県（白旗の少女〈戦争の記憶をつなぐ〉）p.247

北海道厚岸町（屯田兵村の家族〈北海道の開拓とアイヌ民族〉）p.174
北海道網走市（海の動物の牙で作られたクマの像〈オホーツク文化と擦文文化〉）p.81
北海道浦幌町（秋さけを迎えるアイヌ民族の伝統行事〈私たちにつながる歴史〉）巻頭 1
北海道江差町
　（蝦夷地のにしん漁[『松前檜山屏風』]〈産業と流通の発達：江戸時代〉）p.126
北海道江別市（アイヌ学校〈北海道の開拓とアイヌ民族〉）p.174
北海道札幌市（クラークの像〈殖産興業〉）p.170
北海道白老町
　（民族共生象徴空間「ウポポイ」での踊りの公演〈北海道の歴史を調べよう〉）p.178
北海道新ひだか町（シベチャリチャシ跡〈アイヌ民族と松前藩〉）p.123
北海道登別市（知里幸恵〈北海道の歴史を調べよう〉）p.179
北海道根室市（北海道の東端から見た北方領土〈独立の回復と国際社会への復帰〉）p.261
北海道函館市（志苔館跡と、出土した銅銭〈蝦夷地とアイヌ民族〉）p.81
北海道函館市（ペリー提督来航記念碑〈ペリーの那覇・函館寄港〉）p.159
北海道函館市（五稜郭〈幕府の滅亡と新政府の誕生〉）p.163
北海道松前町（松前港のにぎわい[『松前屏風』]〈アイヌ民族と松前藩〉）p.123
北海道（オムシャ[『日高アイヌオムシャ之図』]〈アイヌ民族と松前藩〉）p.123
北海道（イオマンテ(熊送り)の儀式〈北海道の歴史を調べよう〉）p.178
北海道（アットゥシ〈北海道の歴史を調べよう〉）p.178
北海道（色丹島での海苔づくり〈隣国と向き合うために〉）p.266

北海道地方

青森県青森市（三内丸山遺跡〈東北地方の歴史を調べよう〉）p.54
青森県五所川原市（十三湊〈蝦夷地とアイヌ民族〉）p.81
青森県つがる市（土偶[遮光器土偶]〈竪穴住居のムラ〉）p.33
青森県六ヶ所村（縄文土器〈縄文時代の始まり〉）p.2、33
岩手県奥州市・盛岡市（坂上田村麻呂と阿弖流為の戦い[胆沢城・志波城]
　〈東北地方の歴史を調べよう〉）p.55
岩手県奥州市
　（後藤新平〈危機に立ち向かった人々：関東大震災と後藤新平〉）p.236
岩手県田野畑村（三閉伊一揆〈改革や平等を求めて〉）p.164
岩手県遠野市（打製石器〈猿人・原人の出現〉）p.23
岩手県平泉町（中尊寺金色堂〈奥州藤原氏と平泉〉）p.63、巻末 6
岩手県平泉町（松尾芭蕉と、芭蕉がよんだ句〈元禄文化〉）p.128
岩手県宮古市（三陸沖地震を伝える石碑
　〈危機に立ち向かった人々：先人が伝える地震の記録〉）p.236

岩手県盛岡市ほか（新渡戸稲造〈国際連盟の設立〉）p.6、215
岩手県盛岡市（原敬〈本格的政党内閣の成立〉）p.219
岩手県陸前高田市（東日本大震災の復興祈念公園〈災害と向き合う〉）p.278
秋田県秋田市（船でにぎわう秋田の湊[『秋田街道絵巻』上巻・土崎湊部分]
　〈東北地方の歴史を調べよう〉）p.54
宮城県栗原市・多賀城市（坂上田村麻呂と阿弖流為の戦い[伊治城・多賀城]
　〈東北地方の歴史を調べよう〉）p.55
山形県酒田市
　（北前船で栄えた本間家の屋敷〈東北地方の歴史を調べよう〉）p.54
山形県酒田市・鶴岡市（夢の浮き橋[庄内藩主酒井氏長岡転封阻止一件関係資料『夢

の浮橋』]〈改革や平等を求めて〉）p.165
福島県会津若松市
　（『会津藩主参勤交代行列図』〈大名行列と藩の財政〉）p.116-117
福島県猪苗代町（野口英世〈近代文化の誕生〉）p.199

東北地方

茨城県つくばみらい市（間宮林蔵〈外国船の接近〉）p.134
栃木県佐野市（田中正造〈足尾鉱毒事件〉）p.197
栃木県日光市（日光東照宮の「三猿」〈私たちにつながる歴史〉）巻頭 1
栃木県日光市・佐野市・栃木市／群馬県太田市・桐生市・館林市ほか（明治のころ

の足尾銅山付近、鉱毒の被害を受けた地域〈足尾鉱毒事件〉）p.197
群馬県太田市
　（古墳から出土した埴輪[挂甲の武人]〈古墳の出現〉）p.2、21、36
群馬県嬬恋村（浅間山の噴火[『浅間山噴火夜分大焼之図』]〈田沼の政治〉）p.132
群馬県富岡市（富岡製糸場〈殖産興業〉）p.170
群馬県みどり市（槍先形の打製石器〈旧石器時代の暮らし〉）p.32
埼玉県行田市（稲荷山古墳出土の鉄剣〈大和政権の成立と豪族〉）p.37
埼玉県熊谷市（馬形埴輪）表紙
埼玉県深谷市（渋沢栄一〈製糸業と紡績業の発展〉）p.194
千葉県市川市（丸木舟[雷下遺跡出土]〈縄文時代の始まり〉）p.33
千葉県印西市・佐倉市・成田市・八千代市・栄町（印旛沼の干拓[『続保定記』]
　〈田沼の政治〉）p.132
千葉県香取市（伊能忠敬、忠敬の地図と測量機器〈新しい学問と思想〉）p.136
東京都北区（1960年代の団地の台所[赤羽台団地]〈国民生活の変化〉）p.268
東京都江東区（長屋の内部[深川江戸資料館]
　〈人口100万都市「大江戸」の暮らしの工夫〉）p.139
東京都品川区（品川の台場跡〈日本の開国〉）p.159
東京都新宿区（戦後の闇市[新宿マーケット]〈戦後の国民生活〉）p.255
東京都新宿区（東京オリンピックの開会式 1964年〈日本経済の高度成長〉）

p.268、283
東京都新宿区（東京2020オリンピック・パラリンピック 2021年〈平和を築く

ために〉）p.156、281
東京都台東区（開通した直後の地下鉄[浅草駅－上野駅間]、劇場や映画館が並ぶ大

正時代の浅草〈第6章の学習のはじめに〉）p.207
東京都台東区（『東京浅草観世音並公園地煉瓦屋新築繁盛新地遠景之図』）表紙
東京都中央区（江戸の町のにぎわい[『熈代勝覧』]
　〈町に住む人々の暮らし：江戸時代〉）p.3、124
東京都中央区（三井家が江戸に開いた越後屋呉服店[『駿河町越後屋呉服店大浮絵』]
〈にぎわう都市：江戸時代〉）p.127

東京都中央区（明治時代の街の様子[『東京開化名勝京橋石造銀座通り両側煉化石商
家盛栄之図』]〈第5章の学習のはじめに〉）p.144-145

東京都中央区（明治時代の郵便局の様子[『郵便取扱の図』]
　〈第5章の学習のはじめに〉）p.145
東京都中央区（復興事業で建設された常盤小学校〈危機に立ち向かった人々：関東

大震災と後藤新平〉）p.236

東京都中央区（東京都銀座 1945・1950・1967・2022年
　〈第7章の学習のはじめに〉）p.252-253
東京都千代田区（国会議事堂の周辺に建てられたアメリカ軍の兵舎
　〈連合国軍の日本占領〉）p.254
東京都千代田区（皇居前広場の憲法公布記念祝賀大会〈日本国憲法〉）p.256
東京都千代田区
　（新安保条約に反対して、国会を取り巻く人々〈安保改定と反対運動〉）p.264
東京都千代田区（東海道新幹線の開通[東京駅]〈国民生活の変化〉）p.268
東京都文京区（湯島聖堂の学問所での講義[『聖堂講釈図』]〈寛政の改革〉）p.133
東京都港区（海辺に並んだ屋台に集まる江戸の人々[『東都名所高輪廿六夜待遊興之

図』]〈人口100万都市「大江戸」の暮らしの工夫〉）p.138
東京都港区（にぎわう当時の鉄道の駅[『東京汐留鉄道舘蒸汽車待合之図』]
　〈殖産興業〉）p.171
東京都港区（二・二六事件で、東京の赤坂にある料亭に立てこもる反乱軍
　〈軍国主義の高まり〉）p.232
東京都港区（建設中の東京タワー〈テレビの普及と文化の大衆化〉）p.3、270
東京都目黒区
　（奉安殿への「捧げ銃」[東京中目黒国民学校]〈国民生活の統制〉）p.235
東京都あきる野市（五日市憲法〈政党の誕生〉）p.181
東京都（江戸城[『江戸図屏風』]〈大名や朝廷の統制〉）p.95-97、114
東京都（江戸開城の会談[『江戸開城談判』]〈幕府の滅亡と新政府の誕生〉）p.163
東京都
　（女子留学生、津田梅子、女子英学塾〈岩倉使節団の派遣〉）p.172、289-290
東京都（第五福竜丸の保存運動〈平和と共生を願う人々〉）p.282
神奈川県小田原市（二宮尊徳〈百姓一揆と打ちこわし〉）p.131
神奈川県鎌倉市（空から見た現在の鎌倉、切通し〈鎌倉幕府の成立〉）p.66
神奈川県鎌倉市（鶴岡八幡宮、若宮大路〈中世の要塞都市を歩こう〉）p.90
神奈川県鎌倉市（円覚寺の仏日庵と舎利殿、和賀江嶋、高徳院の大仏
　〈中世の要塞都市を歩こう〉）p.91
神奈川県川崎市（未来に向かって歩み続ける川崎市
　〈移り変わる戦後の街を訪ねて〉）p.272-273
神奈川県横須賀市（江戸湾に現れた軍艦[『米船渡来旧諸藩士固之図』]
　〈日本の近代化と国際社会』〉）p.143
神奈川県横浜市（『黒船来航風俗絵巻』
　〈教科を横断した見方・考え方で歴史の学習を深めよう〉）p.11
神奈川横浜市（横浜に上陸したペリーの一行[『ペリー提督神奈川上陸図』]
　〈日本の開国〉）p.158
神奈川県横浜市（開港翌年の横浜のにぎわい[『神名川横浜新開港図』]
　〈開港の影響〉）p.160

関東地方

四国地方
愛媛県松山市（正岡子規、子規のよんだ俳句〈近代文化の誕生〉）p.199
高知県高知市（坂本龍馬〈改革や平等を求めて〉）p.161、164
高知県高知市（板垣退助〈自由民権運動の始まり〉）p.180
高知県高知市（浜口雄幸〈協調外交の行きづまり〉）p.229

※　　の事例地の写真を裏面でご覧いただけます。
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令和７年度用「中学社会」内容解説資料

各地の様々な事例の教科書掲載場面
令和７教　内容解説資料

学習から興味や関心を広げていくコラム！
「〇〇の窓」！

ダイナミックな写真資料 社会に生きる人々の営み

読み解きが楽しくなる資料

見方・考え方の視点で深める

日本が誇る世界遺産

今の自分とつながる資料

見方・考え方の視点が活きる

迫力ある写真資料から捉える

「今」を映す

⬆p.154「２月の様子」(左:沖縄県今帰仁村、右:山形県山形市)

多様な姿を学ぶ

「未来」につなげるアクションを知る

各分野、窓のテーマは本当に多様で個性的です。
窓を開けてテーマから吹き込む風で、個別最適
な学びが深まるように期待しています。

地域の特色が表れた資料を掲載し、生徒の興味・関心だけでなく、
疑問や気づきを引き出すことができるようにしています。

これまで学んだことを、少し
違う視点から捉え直したり、
さらに一歩踏み込んで深めた
り、そんな『窓』になること
を願っています。

生徒が実感しやすいような、
具体的な街の様子や人々の暮らし
の資料を多く掲載しています。

身近な地域の写真
を通して、現代社
会の課題を捉えや
すくしました。

ダイナミックな写真と
してだけでなく、社会
との関わりなど、多様
な視点から読み取るこ
とができる資料を取り
上げています。

資料と地域の声を合わせ、
関わる人の顔や営みが見え
る事例を扱っています。 興味・関心を高める導入写真から、

多面的・多角的な視点を養えます。

人々のさまざまな姿から、
多様な文化や考え方が学べます。

「姫路城」
（兵庫県姫路市）
⬇p.112

「むろと廃校水族館」
（高知県室戸市）
⬇p.116

⬅p.81（歴史）

⬅p.177（地理）

p.54➡
「三内丸山遺跡」
（青森県青森市）

⬆p.176「沖縄の郷土料理」

⬆p.187（公民）

⬆p.252
「1945年、2022年の東京都 銀座」

⬆p.82「室町時代と現在の祇園祭」（京都府京都市）

⬆p.96-97「江戸図屏風」（東京都）

「富岡製糸場」
（群馬県富岡市）⬇p.170

「見方・考え方」の視点で過去と現在を比較しています。

思わず読み解きたくなる資料を大きく鮮明に
掲載し、情報活用能力を育みます。

過去と現在を比較したり、現在まで残る文化
を知ることで、生徒が歴史を身近に感じられ
るよう工夫しています。

世界遺産も多く取り上げ、伝統・文化とそ
の保存活動への関心につなげています。

地域の特色が写真を比較することで際立って見えてきます。

世の中の「今」を学べる、
時勢に配慮した事例を扱
い、現在の姿や課題を意識
することができます。

⬅p.262
「知床五湖の高架木道」
(北海道斜里町)

⬆p.224
「9月に行われるレタスの収穫」(長野県南牧村)

⬆p.183
「焼失後の整備が進む首
里城」(沖縄県那覇市)

⬅p.233
「開通が迫る芳賀・宇都宮LRT」
(栃木県宇都宮市)
※ 今後、開通後の最新の写真に

更新予定です。 ⬆p.182 (熊本県水俣市)

⬆p.54「東京レインボープライド2022」（東京都渋谷区）

⬇p.51「民族共生象徴空間『ウポポイ』」（北海道白老町）

⬅p.27
「いのちをつなぐ
未来館」

（岩手県釜石市）

歴史

地理

共通

公民
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