


現代はグローバル化の時代である。私たちの生活は外

国とのつながりなしには成り立たない。他方，深刻化・複雑

化する国際紛争や経済格差は，大量の難民や移民を生み，

国家間の人口移動を加速させている。グローバル化時代を

生きる中学生には，地球規模で生起する問題を自分事として

捉え，問題解決に向けて主体的に関わっていく資質や能力

が求められるだろう。そこで地理的分野では，第一に，現代

世界を読み解く上で必要な基礎的・基本的な知識・理解

事項を明確にし，確実に習得できるようにした。第二に，問

題を多面的・多角的に捉える視点を重視し，現代世界のダ

イナミックな動向と多様性を学べるよう

にした。第三に，身近な地域（日本）

で生起する問題と世界で生起する問

題の往還的思考を促し，問題の構造的理解と解決に向けた

広い視野を獲得する学習過程を重視した。地理的分野の

教科書を十分に活用して，生徒たちが現代社会の抱えるさ

まざまな問題について自ら考え，判断し，内外の多様な人々

とつながり，協働する力を獲得して欲しいと願っている。
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1 ともに学ぶ力・深く学ぶ力を育む 
内容構成の工夫

授業1時間ごとの見通し・振り返りに加えて，節・章といった学

習のまとまり（単元）ごとにも見通し・振り返りを設けて，学習し

てきたことが定着するように工夫しています。また，本時の学習

をサポートする各種のコラムによって，知識・技能とともに，「見

方・考え方」を働かせる力が身につき，学習が深まります。

2 持続可能な社会の実現に向け， 
課題解決に取り組むことができる内容の充実

責任ある主権者として社会に関わっていこうとする意識が身につ

くような教材を，多数掲載しています。身近な地域や伝統文化，

ＳＤＧｓ，領域をめぐる内容など，社会科として外すことのできな

い学習項目について，実生活や最新の話題と関連付けてわかり

やすく取り上げ，自分事として考える力が身につきます。

3 学びを広げる・つなげる・深めるための 
紙面・内容の工夫

防災などの学習では，各分野の学習のみならず，分野間の連携

を図ることで中学校社会科としての総合理解を深めます。また，

小学校や高等学校との連携をしっかり教科書内に明示すること

で，見通しをもった学習の実現に寄与します。加えて，ユニバー

サルデザインやグラビア資料ページなど，生徒の学びを支援し，

意欲を引き出す多彩な工夫が，授業だけでなく自学の場面でも

学びを支えます。

「中学社会　地理」の三つの特色

特色１

ともに学ぶ力・深く学ぶ力を育む�
内容構成の工夫�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�2

1  見通し・振り返りの学習活動に取り組みやすい内容構成 ・・・ 2

2   思考・判断・表現する場面を位置づけた， 
学習の流れがわかりやすいページ構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
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学びを支援する学習コーナー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

特色２

持続可能な社会の実現に向け，�
課題解決に取り組むことができる内容の充実�・・・・・・・・・・・・・・・・�8

1   主権者として社会に参画する意識を 
高めることができる教材・内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
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3   身近な地域から社会を考えることができる教材・内容 ・・・・ 12
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紙面・内容の工夫�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�14

1   3分野の学びを関連させ，社会をより深く 
理解することができる内容・構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

2   小学校・中学校・高等学校の学びのつながりを 
意識した内容・構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

3   自ら学ぶ力を支える紙面・内容の工夫 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

授業を支える教師用指導書と周辺教材のご紹介 ・・・・・・・・・・・・・ 20

著作者の紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 裏表紙

グローバル化時代を生きる地理学習
◉ 代表者のメッセージ
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小学校から中学校へ進学すること，それは生徒にとってとても不安なことだと思います。一時間目の授業

の助けになればと，平成28年度版教科書に，写真から場所を推理するクイズを掲載したページを作っ

てみました。すると，「これはどこの写真？ 答えはどこにあるの？」という高齢者からのお問い合わせが…。

自宅に教科書を持ち帰った孫と写真について話が弾んだとのお話，少し意外でした。生徒と先生の間

だけではなく，「家でも楽しめる教科書」。これを今回の教科書作りのテーマの一つに据えて，単元の導

入に学習していく場所の写真を多く掲載したページを新設しました。生徒と先生，さらに生徒と保護者や

地域の方々が, この地理の教科書を通じて，さまざまな結びつきやつながりを深めることができればと考え

ました。

中学時代は，地域から徐々に生徒の活動範囲や世界観が広がっていく時期といえるでしょう。地理の

教科書が未来へのガイドブックになってくれたらと期待しています。

学校だけでなく，
“家でも楽しめる”教科書を

特に「地理」の教科書では，“主権者”として社会に参画していくための知識や態度の育成を
重視し，多文化共生と持続可能な社会の創造に向けて，社会と関わり続ける意欲を高める学びの実現を目ざしました。

「学びに向かう力・人間性等」
に対応

社会科 で 育 てたい 生徒 の 姿と，教科書作成 の 三 つ の 基本方針

【育てたい生徒像】　持続可能な社会を創造する市民の育成

主権者として，
ともに生きる力を育む

教科書

社会を読み解き，
学びあえる

教科書

市民的教養の
基礎・基本が身につく

教科書

「思考力・判断力・表現力等」
に対応

「知識・技能」
に対応
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地理の窓
　タイの国民の多くはタイ族でタイ語を話し，仏教を信じています。タイでは，中
国系の人々のタイ族への同化が進んでいますが，主に南部に暮らすマレー系住民は，
イスラム教徒としての文化を保っています。また，国境の山

さん
岳
がく

部には多様な少数民
族が生活しています。
　1980年代に入って，外国の企業の進出が増えてくると，首都のバンコクやその
周辺に工業団地がつくられ，バンコク市内にはオフィスビルが建ち並

なら
ぶようになり

ました。そのようなところで仕事に就
つ

く機会を得た人々は，比
ひ

較
かく

的豊かな生活を送
れるようになりました。その一方で，工業化が進まず，自給的な農業に頼

たよ
る地方で

暮らす人々は経済的に貧しいままで，地域間の格差が拡大しています。そうした地
方からは，バンコクへの出かせぎが広く行われています。

タイに暮
く

らす人々

バンコクの高
こう

層
そう

ビル街（2016年 タイ）

すず 8.5
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タイ
（65億ドル）

マレーシア
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インドネシア
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（1445億ドル）
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自動車 4.0機械類 9.5石炭 10.0％
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精密機械 3.6

1980年

2016年

か へい

みつせい

4  東南アジアの国の輸出品の変化

東南アジア諸国連合の加
か

盟
めい

国を調
べて，表にまとめよう。

資料 4 を参考に，輸出品の変化
からどのように人々の暮

く

らしが変
化してきたか，まとめよう。

表現

確認

1 近年，中
ちゅう

国
ご く

の経
け い

済
ざ い

の発
は っ

展
て ん

や賃
ち ん

金
ぎ ん

が上
じょう

昇
しょう

した
ことによって，より賃金の低い東南･南アジア
に工場を移転する動きもみられます。
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輸出

輸入

（2017年 『貿易統計』ほか）（2017年 『貿易統計』ほか）0 1000km

P59-5

3  東南アジアの農業分布 5  貿易で結びつく日本と東南アジアの各国

2   バナナの収穫 
（2016年  
フィリピン）

1   コーヒープラ
ンテーション
で働く労働者 

（2017年  
ベトナム）

6   ベトナムに進出する日本の企業（2014年 ベトナム）

（国連資料）

温
おん

暖
だん

で雨の多い東南アジアでは，水田やプラン

テーションによるさまざまな作物の栽
さい

培
ばい

がみら

れます。マレーシアやインドネシアでは天然ゴムのプランテーシ

ョンが各地で経営されてきましたが，近年では油やしへの転
てん

換
かん

が

進み，食用としての需
じゅ

要
よう

が増えているパーム油を採集しています。

フィリピンではバナナが大規
き

模
ぼ

に栽培され，ベトナムではコーヒ

ーの生産が急速に広がり，それぞれ盛
さか

んに輸出されています。

　また，生産されたえびや鶏
とり

肉
にく

などを日本の企
き

業
ぎょう

が現地で冷
れい

凍
とう

食

品などに加工し，輸出するようになりました。熱帯産の木材は各

国の主な輸出品でしたが，環
かん

境
きょう

破
は

壊
かい

から森林を守るために，輸出

が制限されるようになりました。早くから開発された石油や天然

ガスなどの鉱産資源は，近年，生産も輸出も減ってきています。

1980年代ごろから，日本を含
ふく

む外国の企業が，

東南アジアに工場を建設して衣類や電気製品な

どを製造し，輸出するようになりました。東南アジアの数か国は，

外国の企業を招くために，税金の負
ふ

担
たん

を軽くするなどの政
せい

策
さく

をと

1 3

2

1

農水産物と
鉱産資源

進む工業化と
貿易の変化

りました。進出した外国の企業は，現地の人々を低い賃
ちん

金
ぎん

で雇
やと

う

ことができます。このようにして工業化が進んだ国々では，工業

製品の貿易が輸出・輸入ともに増えています。

経済協力は，東南アジアの10か国が加
か

盟
めい

する

東南アジア諸
しょ

国
こく

連
れん

合
ごう

（A
ア セ ア ン

SEAN）という組織によ

って進められてきました。輸入品にかける税金を減らす取り決め

によって貿易が活発になり，それぞれの国で製造した部品を互
たが

い

にやりとりしやすくなって，東南アジア地域内での生産活動が活

発になりました。日本などアジア・太平洋地域の他の国々と

ASEANとの経済関係も，ますます緊
きん

密
みつ

になっています。

6

1

4

5

地域内の
経済協力

関連 地理  （ｐ.84,114）プランテーション／ 公民  国際社会［地域統合（ASEAN）］

p.32

変わる産業と貿易  ▶結びつきを強める東南アジア5
東南アジア各国の人々の暮

く

らしは，経
けい

済
ざい

発
はっ

展
てん

によってどのように変わってきたのでしょうか。学習課題
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◆この節では，アジアのさまざまな地
ち

域
いき

の特色を地域ごとに大きくとらえながら学習を進めていきます。経済が発展し
ていくことにより，暮らしにどのような変化があらわれてきたのでしょうか。多様なアジアの経済発展に着目して，ア
ジアの特色を学習しましょう。

1   高
こう

層
そう

住宅などが目だつソウル市 
（大

だい
韓
かん

民
みん

国
こく

） ｐ.52➡

2   なつかしい街並みが人気の観光地， 
ジォウフェン（九份）の夕

ゆう

暮
ぐ

れ時（台
たい

湾
わん

） 

　世界中で人口をめぐり，さまざまな問題が起こっています。中
ちゅう

国
ごく

では人口が多いことが問題となり，それを解決
するために人口を抑

よく
制
せい

する政
せい

策
さく

が進められてきました。一方で，日本やヨーロッパの国々のように，人口の減少や
高
こう

齢
れい

化に悩
なや

む国もあります。各地でどんな人口問題が生じているのか，どんな工夫でそれを解決しようとしている
のか，考えていきましょう。

◦人口問題アジアで学習する地球的課題

中国を例に　ｐ.54-55➡

アジアでは，なぜ経
け い

済
ざ い

が発
は っ

展
て ん

したのだろうか。アジア州 学習
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0 1000km 3   全国人民代表大会に集まる少数民族の代表（中
ちゅう

華
か

人
じん

民
みん

共
きょう

和
わ

国
こく

） ｐ.54-55➡

5  ジャカルタで活
かつ

躍
やく

する日本の古い鉄道車両（インドネシア）

7  日系の工場でスクーターを組み立てる労働者（インド）

4   えびの加工工場で働く労働者（ベトナム）ｐ.58➡

6   エルサレムの様子
エルサレムはキリスト教，イスラム教，ユダヤ教の共通の聖地です。

➡ｐ.45

6

3

4

1

2

5

7

ｐ.60-61➡

1

65学習のまとめと表現

��❸表現しよう。
①�【アジアの農業】中国，東南アジア，南アジアの農業の特

と く

徴
ちょう

についてまとめ，それぞれの共通する点，異
こと

なる点
をあげてみよう。

②【アジアの工業】韓
かん

国
こく

と中国の工業の発
はっ

展
てん

について，それぞれ特色をまとめよう。
③【日本との関係】サウジアラビアと日本の貿易について調べて，50字以内でまとめよう。

���❶�次にあげたアジアで学習
してきた言葉が説明でき
たら，□に印を入れよう。

��❹意見を交
こう
換
かん
しよう。

�＊�アジア各地について，なぜ経
けい

済
ざい

が発展したのか分
ぶん

担
たん

して調べ，特徴をまとめよう。また，その結果をもとに，
経済発展に欠かせないものは何か，話し合ってみよう。
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ワードチェック

□�植民地
□�発展途上国
□�季節風（モンスーン）
□�アジアN

ニ ー ズ

IES
　�（新興工業経

けい

済
ざい

地
ち

域
いき

）
□� ｢一人っ子政

せい

策
さく

｣
□�少数民族
□�シルクロード
□�経済特区
□�プランテーション
□�東南アジア諸

しょ

国
こく

連合
　�（ASEAN）
□�穀

こく

倉
そう

地帯
□�情報通信技術（ICT）産業
□�産油国
□�石油輸出国機構（OPEC）
□�レアメタル

��❷地図を使って確かめよう。
①地図中の　　　にあてはまる地名を書き入れよう。
②地図中に，赤道を着色してわかりやすく表そう。
③地図中の������　の線で示された地

ち

域
いき

名を答えよう。

半島④ 山脈③ ⑥

山
脈

①

川

⑦

高原②

⑤

半島⑧

アジア州の学習を振
ふ

り返って整理しよう学習のまとめと表現
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上の図を参考に，日本企業の進出先にどのような特徴があるか，気がついたことをまとめよう。
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ベトナム
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タイタイ

シンガポール
シンガポール

ASEAN加盟国

1988年度 2016年度

1000社
2000社

進出した日本企業
の数（単位：社）

100社

（『海外事業活動基本調査』）（『海外事業活動基本調査』）

0 1000km 0 1000km

P64-左　√x/10

シンガポール・チャンギ国際空港（2018年）

東南アジアに進出した日本企業の数

世界都市シンガポール
　赤道に近い国シンガポールは，東京23区と同じくらいの
面積の国土に約580万人（2018年）が暮らす都市国家です。
東南アジアの貿易・金融の拠点として成長を続け，国民一人
当たりの国内総生産（GDP）は日本を上回っています。イギ
リスや東南アジア諸国のみならず，世界の諸地域と緊

きん

密
みつ

な関
係を維

い

持
じ

してきた結果，世界の他の都市に比べて人口規模は
小さいものの，世界から注目される世界都市へと成長しまし
た。2018年６月には，シンガポール南部のセントーサ島の
ホテルで，史上初のアメリカ合衆国と朝鮮民主主義人民共和
国（北朝鮮）の首脳会談が開

かい

催
さい

され，シンガポールの存在感を
示すとともに国際政治上でも世界の注目を集めました。
空港がもたらす発展
　シンガポールの玄関口であるチャンギ国際空港は，東南ア
ジアの拠点となる空港です。世界の多くの都市と航空路でつ
ながり，設備・サービスの質の高さから世界有数の快適な空
港として，多くのビジネスマンや観光客の注目を集めていま
す。人が多く集まり，産業が集積している都市には，さらに
多くの人や企業を引き寄せる吸

きゅう

引
いん

力があるため，国や都市の

発展にはこのような空港が重要な鍵
かぎ

となります。
　島国で国土も人材も限られるシンガポールは，産業を活性
化し，雇

こ

用
よう

を創
そう

出
しゅつ

するために，外国企業の誘
ゆう

致
ち

を課題として
きました。こうした課題に対してシンガポールは，東南アジ
アの中心に位置する利便性，高度な教育を受けた英語を話せ
る優秀な人材，整備されたさまざまな施

し

設
せつ

，税金などの優
ゆう

遇
ぐう

政策など数多くの魅力を生かし，ビジネスを行いやすい国と
して注目を浴びるようになりました。その結果，近年では多
くの国に販

はん

売
ばい

や生産の拠点をもち世界的に活動している多
た

国
こく

籍
せき

企業の進出が数多く見られます。
観光大国
　シンガポールには，治

ち

安
あん

のよさや，移民社会特有のエキゾ
チックな異文化体験といった多様な魅力があり，外国人観光
客が増加しています。この外国人観光客の増加に大きく貢

こう

献
けん

したのが，統合型リゾート（IR）とよばれる，カジノを付設し
た総合レジャー施設です。マリーナベイ・サンズやリゾー
ト・ワールド・セントーサなどは多くの国の観光産業のモデ
ルとなっており，今後も多くの企業と連

れん

携
けい

した観光発展が期
待できると，世界から注目が集まっています。

アジア州地
ち

域
いき

から世界を考えよう

シンガポールはいま 熱
ねっ

帯
たい

にある都市国家
シンガポールは，東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国の中で第一の経済力をもち，東南アジアの貿易・金

きん
融
ゆう
の拠
きょ
点
てん
として，世界から注目

を集めています。世界の人々や企
き
業
ぎょう
が注目するシンガポールの魅

み
力
りょく
とは何か，考えてみましょう。

意見 を 交換 しよう

表現 しよう

地図 を 使って 確 か め よう

ワ ードチェック

学習 のまとめと表現 の 流 れ

特色 1  − 1  のポイント：主体的・対話的で深い学び／見通し・振り返り

ともに学ぶ力・深く学ぶ力を育む 
内容構成の工夫

見通し・振り返りの学習活動に取り組みやすい内容構成
内容のまとまりごとの見通し・振り返りの学習場面をいっそう充実させ，主体的・対話的で深い学びを 
実現しやすい構成にしました。一連の学習活動を通じて，より深い理解を促すことができます。

1特色

 

「確認」：本時で学習したこ
とを確認し，整理します。

「表現」：学習したことを活
用し，自分の言葉で表現す
ることから，深い学びを導
きます。

 

見通しを示す「学習課題」
これから１時間の学習で何
について追究していくのか
を明確にします。

「本時ページ」  p.58-59 

見開き２ページ=１時間の構成で，見開きごとに「学習課題」（学習の見通し）と，
「確認／表現」（振り返り）を設け，生徒の主体的な学習を促します。

2

視点を変えて 
学習内容を捉えなおす 

「特設ページ」  p.64 

世界地誌（世界の各州）や日
本地誌（日本の７地方）の学習
の事例を基に，さらに一歩進
んで，今日的な課題に迫る特
設ページを設けました。
個人またはグループで学習を
深めることができます。ペー
ジ最後に設けた「Q」も学習
を深めるのに役立ちます。

3

章・節の学習を振り返る 
「学習のまとめと表現ページ」  p.65 

章・節の最後に設けられて，学習内容が身に
ついたかをチェックできると同時に，基礎・
基本の定着が図れます。学習の振り返りとし
て，語句のチェック，地図上の場所や位置の
確認，自分の言葉でまとめて表現する活動，
意見を交換する活動を行い，段階的に学習を
深めていくことができます。

4

章・節の学習を見通す「導入ページ」  p.48-49 

章・節の学習を見通す導入ページ。新鮮な驚きを覚えるような写真から生徒の興味・関心を喚起します。
学習内容についてイメージを膨らませることができる写真中心のページで，学びのきっかけを作ります。

1

章の　流れ

4   学習のまとめと 
表現ページ

次の    章へ

3  特設ページ2  本時ページ

1  導入ページ

1

2 3

good
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　国境には通常は検
けん

問
もん

所
しょ

があり，パスポートがないと隣
となり

の国に行く
ことができません。しかし，ドイツとフランスの間では人々が自由に

行き来しており，国境を越えて毎日通
つう

勤
きん

している人もいます。隣の
国のスーパーの品物のほうが安い時には，気軽に買い物に出かけます。

地理の窓
　西ヨーロッパの先進国は，EUの活動のために多くの資

し
金
きん

を出しています。それらの資金を使ってEUの中の開発が遅
おく

れている国々への経済的な支
し

援
えん

が行われてきました。そのた
め，これらの先進国では，自分たちの国の出したお金が他国

のために使われることに反対する人々が増えています。例え
ば，イギリスでは2016年の国民投票でEUからの離脱が決
まり，現在もEUとの間で離脱のための話し合いが続けられ
ています。

イギリスのEU離
り

脱
だ つ

問題

6    空港のパスポートチェック（2017年 ポルトガル・リスボン）

EU加盟国の人々には専用の出入口があり，検
けん

査
さ

を受けずに入国できるので，長い
行列に並ぶ必要がありません。

7  ユーロ紙
し

幣
へい

と硬貨

輸出額合計
15兆6308

億ドル

EU
33.6%

中国 
13.7

アメリカ合衆国 9.3

その他 
31.8

日本 4.1
韓国 3.2
カナダ 2.5

ロシア 
1.8

4  世界の貿
ぼう

易
えき

に占めるEUの割
わり

合
あい

み こう解読
1 EU加盟国とそれ以外の国の，一人当た
り国民総所得の違

ちが
いをまとめよう。

2 EU加盟国の中で，一人当たり国民総所
得が低い国は，どの地域に多いか書き出し
て，気づくことをあげよう。1958年

1967年

1993年

1995年

1999年

2002年

2004年

2007年

2013年

2016年

ヨーロッパ経済共同体（EEC）発足

ヨーロッパ単一市場発足
ヨーロッパ連合（EU）発足

単一通貨ユーロの導入

EU拡大，加盟27か国に

EU拡大，加盟28か国に

ヨーロッパ共同体（EC）発足

域内での人の移動の自由化
ないいき

ユーロ紙幣・硬貨の流通開始
へいし かこう

イギリスが国民投票により EU離脱を選択
り だつ せんたく

EU拡大，加盟25か国に
めいかだいかく

3  ヨーロッパの統合の歴
れき

史
し

5  EUと周辺各国の一人当たり国
こく

民
みん

総
そう

所
しょ

得
とく

1   ヨーロッパの国境の様子 
（2017年 ドイツ・フランス）

1967年
1973年
1981年
1986年
1995年
2004年
2007年
2013年
EU加盟候補国

加盟国

1967～1986年は，
ECの時の加盟国を
示す。

（2020年2月にEUから離脱）
り だつ60°
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（2019年 駐日欧州委員会資料ほか）

0 1000km

加
か

盟
めい

国がどのように拡
かく

大
だい

したか，確
かく

認
にん

しましょう。
2  ヨーロッパの統合の進展

ユーロ導入国
（2019年4月現在）

一人当たりのGNI
30000ドル以上
20000ドル～
30000ドル未満
10000ドル～
20000ドル未満
5000ドル～
10000ドル未満
5000ドル未満

（2016年 世界銀行資料）

0 1000km

（2016年 国連資料）

ヨーロッパで各国が協力する動き
を強めた理由を書き出そう。

統合が進み，国境を越えた交流が
広がることについて，長所と短所

をまとめよう。

表現

確認

どうして国
こっ

境
きょう

を越
こ

えて，
自由に行き来することが
できるのだろう。

ヨーロッパは，20世紀中に二度の世界大戦の

戦場となり，大きな被
ひ

害
がい

を受けました。そのた

め，国どうしの争いを避
さ

け，国境を越えて経
けい

済
ざい

的に協力する動き

が強まりました。また，小さな国が多いヨーロッパでは，国どう

しが経済的な結びつきを強め，アメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

などの大国に対
たい

抗
こう

する必要があったため，1967年には西ヨーロッパの国々を中心

にヨーロッパ共同体（EC）という組
そ

織
しき

がつくられました。さらに，

経済的・政治的な統合をいっそう進めるために，ECは1993年

にヨーロッパ連合（EU）へと発
はっ

展
てん

しました。

　その後，東ヨーロッパの国々も加
か

盟
めい

した結果，現在の加盟国は

28か国（2018年）にまで増え，ヨーロッパの大半を占
し

めるまで

に拡
かく

大
だい

しています。EUの人口の規
き

模
ぼ

も，アメリカ合衆国をはる

かに上まわる約５億人（2018年）に達しています。

通常は，どこの国でもパスポートがないと国境

を越えることができません。しかし，多くの

EU加盟国の間ではパスポートなしで，仕事や買い物のために自

4

2

3

6

国
こ っ

境
きょう

を越
こ

えた
結びつき

人々の
生活の変化

由に国境を越えることができます。また，多くの国ではEUの共

通の通貨であるユーロが使えるため，国境を越えた買い物や旅行

がとても便利になりました。さらに，加盟国からの輸入品にかか

る税
ぜい

金
きん

をお互
たが

いになくしたことにより，EU内の貿易も活発にな

っています。

西ヨーロッパほど経済的に豊
ゆた

かでない東ヨーロ

ッパの国々が加盟したことにより，EUの中で

の経済的な地域格差が問題となっています。西ヨーロッパの先進

国などから東ヨーロッパへと，企
き

業
ぎょう

が進出していますが，いまだ

に西ヨーロッパの国々との間には大きな所得の格差がみられ，高

い賃
ちん

金
ぎん

が得られる西ヨーロッパの国々に多くの人が働きに出てい

ます。そのため，西ヨーロッパの主な都市では，東ヨーロッパな

どから国内に流入する人々が増えたことにともない，失業する人

も多くなっており，EUの統合に反対する人々もいます。

1

7

5

移動する人々と
地
ち

域
い き

格差

関連 地理  （ｐ.19）国境線／ 歴史  ［現代］二度の世界大戦／ 公民  ［国際社会］地域統合

ヨーロッパの統
と う

合
ご う

とその課題  ▶人やものの自由な移動2
統合が進むことで，ヨーロッパの人々の生活にどのような変化が起きているのでしょうか。学習課題

地理_070_071.indd   すべてのページ 2020/02/26   8:53

1 ともに学ぶ力・深く学ぶ力を育む内容構成の工夫

思考・判断・表現する場面を位置づけた， 
学習の流れがわかりやすいページ構成

見開き２ページ＝１時間の授業展開で学習の見通しを立てやすい，本文と資料のバランスを考え
た紙面です。生徒が自ら学べるよう，資料を読み解く手がかりも示しています。

特色

キャラクターの言葉
導入資料の見方のヒント
になります。

導入資料を解説すること
で，先生 の 授業 を 助 け，
生徒の自学自習にも役立
ちます。

資料番号  ， ，  …
本文と資料の関連を番号
で示しています。本文を
読みながら資料を結びつ
けることができ，学習が
深まります。

１時間の学習を見通す「導入」
生徒の興味・関心を高め，学習のきっかけとなる写真・地図などを導入に位置づけました。
キャラクターの言葉や「LOOK！」は，導入資料をサポートします。

1

本時の振り返り
として，❷の学習
課題と対応させた 

「確認」と「表現」
この時間で学習したこ
とを基に，「確認」では
基礎的な事項の確認と
整理，「表現」では地理
的事象や課題などに関
わる説明や話し合いな
どの 表現活動と，段階
的に振り返りながらま
とめることが でき，学
習が深まります。

本時の学習の中で，重
要な語句などに着目し
な がら，基礎的 な 事柄
をしっかりおさえます。

本時の学習を振り返り，
言葉で表現したり，対話
したりすることで 深 い
学びにつなげます。

5

  地理だけでなく，歴史・公民との関連ページを示した 「関連」
地理の学習内容について，他ページでの学習との関連を表示することはもちろん，歴史的分野・公民的分野につ
いても関連する箇所を示しました。他分野との関連箇所を意識させることで，学びがつながっていることに気づ
き，本時の学習がより深まります。（→本資料p.14〜15参照）

6読んでわかる，授業しやすい「本文」
読みやすく，わかりやすい文章で，生徒の社会的事象への理解を深めます。生
徒が「わかる」記述は，授業中はもちろん，自ら学ぼうとする場面でも，基礎・
基本の定着にも役立ちます。

3

思考・判断・表現する力を育む「読み解こう」
本文の流れに即し，資料を丁寧に読み解きながら考察する学習を重視
しました。写真・地図・グラフなどの多様な資料の読み解きについて，
問いを手がかりに取り組むことができ，資料を活用して考え，まとめる
力の養成に役立ちます。
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学習内容を自分事
としてとらえる
タイトルには，学習内容
についてイメージを膨
らませる主題，学習事
項を端的に示した副題
を明示しました。
学習課題では，この1時
間の授業の見通しをわ
かりやすく示し，学習意
欲を高めます。

2

特色 1  − 2  のポイント：知識・技能／思考・判断・表現4 5
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教科書の使い方

表記の説明
◦教科書中の国名の表記には，次のような略

りゃく

称
しょう

を用いています。
特設ページ

ひろとさくら ゆうまあおい

当社
QRコード
入る

学習コラム本文ページの見方・使い方

導入資料・中心資料
この時間の学習への導入資料や，追究してい
くヒントになるような資料を，「LOOK！」
という解説文とともに紹介します。

資料ナンバー
本文と資料との関連
を示しています。

教科書の中のマーク
　　：資料についての問いかけや活動を示しています。Q

地域から世界を考えよう《６テーマ》
現代の世界の話題から地理の学習を深めます。

現代日本の課題を考えよう《７テーマ》
現代の日本の課題から地理の学習を深めます。

地理の窓 学習から興味や関心を広げていくコラムです。

地球番地，33番地…………………… 13
パスポート（旅券）…………………… 19
標準時について考えよう…………… 21
日本の最南端をめぐる問題………… 23
星のささやき………………………… 31
宗教をめぐる共存と対立…………… 45
分断された朝鮮半島………………… 53
食生活の変化………………………… 55
深刻化する環境問題………………… 57
タイに暮らす人々…………………… 59
バングラデシュの社会問題………… 61
サウジアラビアのイスラム教徒…… 63
キリスト教に基づく文化…………… 69
イギリスのEU離脱問題……………… 71
ヨーロッパの食文化………………… 73
工業を支える交通ネットワーク…… 75
原子力発電をめぐる各国の対応…… 77
ウクライナ問題……………………… 79
独立後の歩みと国づくりの努力…… 85

ケニアのバラはどこに行く？……… 87
南アフリカ共和国と
アパルトヘイト……………………… 89
カナダの森林………………………… 97
ラストベルトとよばれる地域……… 99
ハリケーン被害と差別………………103
アンデス山脈の恵み
～高山都市と食文化…………………109
サッカーとブラジル社会……………111
サモアの人々の暮らし………………121
先住民と共に暮らす社会……………123
ツバルの人々の暮らしと危機………125
災害図上訓練で地域を知る…………143
地域区分して特色をみつけよう……149
日本で地震が多いのはなぜか………151
川の地形と液状化現象………………159
釜石の津波防災教育の
取り組みに学ぼう……………………161
工夫してシラスを生活に生かす……179

循環型農業を目ざして………………181
地域おこし協力隊の活動……………195
世界文化遺産と観光都市……………207
震災の教訓に学ぶ……………………209
千里ニュータウンの老朽化と対策…211
生態系も危ない………………………213
発展・変化してきた工業……………221
遠洋漁業の課題………………………223
観光地の抱える課題…………………225
東京湾の臨海部の再開発……………235
防災に強い都市を目ざして…………237
情報を生かした産業…………………241
東北地方の中心都市　仙台市………253
残された自然を守る…………………263
豊かな森が昆布を育てる……………267
映画の舞台になった北海道…………269

地理の
世界の略地図を描いてみよう①……… 11
テープを使って地球儀上で
方位と距離を確かめよう……………… 14
世界の略地図を描いてみよう②……… 15

統計資料を使ってみよう… …………… 17
日本の略地図を描いてみよう………… 27
気温と降水量の
グラフを読み取ろう… ………………… 31

地形図から断面図をつくろう… ………141
新旧の地形図を比べよう………………141

地図やグラフなどの扱い方を学習するコーナーです。

この教科書でいっしょに学習を進めていきましょう。

◦この教科書で取り上げている市区町村名やその境界は，
　2019年３月現在で確定しているものです。
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　ソ連（ソビエト社
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主
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共和国連邦）　など

当社ウェブサイトURL入る

学習に役立つ
さまざまな情報を，
ウェブサイトで
見ることができます。

確
かく

認
にん

と表現
確認の問いを通
じて，この時間
で学習したこと
を振り返って確
認しましょう。
表現の問いを通
じて，学習して
きたことを活用
してまとめた
り，話し合った
りして表現して
みましょう。

章のタイトル 各分野との関連
地理的分野については関連する事項
が書かれているページを，歴史的分
野・公民的分野については関連する
項目と内容を簡単に記しています。

学習課題
この時間の学習
で，何について
追究していくの
かを確かめまし
ょう。

読み解こう
ここに示されている手がかりを
もとに，資料から読み取った
り，考えを深めたりしましょう。

側注解説
丸数字は，本文の記述や言
葉を補足したり，さらに詳
しく解説をしたものです。

学習コラム
「地理の窓」は，この時間の学習に関連したコラ
ムです。他にも，作業を行うことで，地理的技能
（地図やグラフなどの資料の扱い方）を身につける
ことができる「地理の技」があります（p.5→）。

参照ページ
内容が関連する
ページや，参考
になる巻末の用
語解説のページ
を示しています。
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10

地理の窓
　－71. ２℃。これはロシアのオイミャコンで観

かん
測
そく

された最
低気温です。これほど低い気温になることはめったにありま
せんが，冬には－30～－40℃になる日が多くなります。吐

は

く息も真っ白で，それもすぐに凍
こお

ってしまい，太陽の光を浴
びて地上に舞

ま
い降ります。人々はこれを「星のささやき」と

よんでいます。

星のささやき

熱　帯
乾燥帯
温　帯
冷　帯（亜寒帯）
寒　帯
高　山
主な暖流
主な寒流

ねっ　　たい

かんそう

おん

れい　　　　　 あ  かん

かん

こう　　ざん

　　　　だんりゅう

　　　　かん

チェラプンジ

オイミャコン

尾鷲

東京

イ　ン　ド　洋

太　平　洋

大

　
西

　
洋

北極圏
ほっきょくけん

北回帰線
きたかい き せん

南回帰線
みなみかい き せん

南極圏
なんきょくけん

お わせ

赤道

（『ディルケアトラス2015年版』ほか）（『ディルケアトラス2015年版』ほか） 0 2000km

世界にはどのような気候帯がある
だろうか。

世界の気候帯の特徴についてまと
めよう。

表現

確認

1  世界の気候帯の分布

2   アマゾン川の密
みつ

林
りん

（ 1 2014年 ブラジル）と， 
ルブアルハリ砂

さ

漠
ばく

（ 2 2014年 アラブ首長国連
れん

邦
ぽう

）

観測地点の位置を地図帳などで確かめよう。
4  気温・降水量「世界一」はどこ？

ファーニスクリーク（アメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

・デスバレー）
56.7℃（1913年7月10日）

最高気温の記録

チェラプンジ（インド）
　26467ｍｍ（1860年8月〜1861年7月）

最大降水量（年間）の記録

＜北半球＞　
オイミャコン（ロシア）

＜南半球＞　
ボストーク基地（南極）

−71.2℃
（1926年1月26日）

−89.2℃
（1983年7月21日）

最低気温の記録

1 地球上には，太陽から受ける熱の量が多いとこ

ろと少ないところがあり，それによって気温の

高いところと低いところに分かれます。太陽から受ける熱の量は，

赤道の近くが最も多く，北
ほっ

極
きょく

と南
なん

極
きょく

に向かうにつれて少なくなり

ます。そのため，気温は赤道周辺で高く，赤道近くの低
てい

緯
い

度
ど

地域

から，北極や南極に近い高
こう

緯
い

度
ど

地域に向かうにつれて低くなりま

す。

　一方，大陸の内部では一年間や一日の気温の差が大きくなり，

海岸付近では気温の差が小さくなります。これは，大陸が海洋に

比
くら

べて夏に暖
あたた

まりやすく，冬に冷えやすいことが原
げん

因
いん

です。その

他，海流，海からの距
きょ

離
り

，風の強さや向き，標高などの影
えい

響
きょう

を受

けて，同じ緯度にある地点でも気候は異
こと

なってきます。例えば，

同じ緯度であっても，海岸沿
ぞ

いは海流の影響を受けて気温が変化

します。寒
かん

流
りゅう

が流れる付近は寒冷となり，暖
だん

流
りゅう

が流れる付近は温

暖となります。
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世界の気候

　気候帯は，「どのようなところに，どんな植物が生育するのか」

という植
しょく

生
せい

の広がりをもとに区分されています。資料 1の「世界

の気候帯の分布」を見てみましょう。まず，世界全体を植物がみ

られるところと，植物が育ちにくいところに分けました。さらに，

植物がみられるところを気温の違
ちが

いによって熱
ねっ

帯
たい

，温
おん

帯
たい

，冷
れい

帯
たい

（亜
あ

寒
かん

帯
たい

）の三つに分けました。植物が育ちにくいところは，降
こう

水
すい

量
りょう

が少ない乾
かん

燥
そう

帯
たい

，気温が低い寒
かん

帯に分けました。同じ気候帯で

あっても，気温の変化や降水（雨や雪など）が見られる時期などに

よってさらに細かく気候区に分けることができます。

気候帯は地球上にどのように分布しているでし

ょうか。資料 1から読み取ってみましょう。面

積の広さでは，乾燥帯，冷帯，熱帯，寒帯，温帯の順となります。

最も面積が狭
せま

いのは，日本の大半を含
ふく

む温帯です。

2 2

気候帯の分布

関連 地理  （p.156-157）四季のある気候

◆気温と降水量のグラフは，月ごとの平
へい

均
きん

気温を示
しめ

した
折れ線グラフと，月ごとの平均降水量を示した棒

ぼう
グラフ

からなっています。気温は左側の目盛り（単位：℃）で，
降水量は右側の目盛

も
り（単位：mm）から読み取ります。

◆二つの都市の気候の特
とく

徴
ちょう

を読み取ってみましょう。
1  平均気温（折れ線グラフ）を読み取ろう。
　（１）気温が最も高い月，低い月を確かめる。
　（２） 一年を通じ，気温が高い時期，低い時期を確か

める。
2 平均降水量（棒グラフ）を読み取ろう。
　（１）降水量が最も多い月，少ない月を確かめる。
　（２） 一年を通じ，降水量が多い時期，少ない時期を

確かめる。
3 グラフ全体から変化を読み取ろう。 例．季節の変化はあるのか，ないのか。
4 観測した地点がどこにあるのか，地図帳で確かめよう。 例． （２か所を比

ひ
較
かく

する場合）どちらがより北に位置しているか。

気温と降
こ う

水
す い

量
りょう

のグラフを読み取ろう

地理の
緯
い

度
ど

が同じところは，
だいたい同じ色に
なっているのかな。

1528.8mm1528.8mm

3848.8mm3848.8mm

15.4℃15.4℃

16.1℃16.1℃

年平均気温
－15.5℃
年平均気温
－15.5℃

年間降水量
210.4mm
年間降水量
210.4mm

1月

（『理科年表』）

降
水
量

mm

6 12
尾鷲

1月

40
℃

6 12
オイミャコン

気
温

降
水
量

900
mm

1月

20

6 12
東京

気
温

降
水
量

500

30
℃ mm

600

30 800

10 400

70020 700

0 300

40

60010 600

－10 200

30

5000 500

－20 100

20

400－10 400

－30 0

10

300－20 300 0

200－30 200 －10

100－40 100 －20

0－50 0 －30

℃

気
温 お わせとう きょう

3  気温と降水量のグラフ

p.283

2

地
ち

域
い き

によって気
き

候
こ う

が変わる  ▶気
き

候
こう

帯
たい

はどのように分布しているか1
世界でさまざまな気候がみられるのはなぜでしょうか。学習課題
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5

10

地理の窓
　東京湾の埋め立て地は，かつて工場や倉庫などとして利用されていましたが，
都心に近く便利なため，1990年代後半からオフィスビルなどの建設が進みま
した。近年は，高層マンションの建設も次々に進められ，都心の職場に近いこ
れらのマンションに引っ越す人も増えています。また，2018年に卸

おろし
売
うり

市場が
築
つき

地
じ

から豊
とよ

洲
す

へ移転したほか，2020年開
かい

催
さい

の東京オリンピック･パラリンピ
ックの多くの競技会場や選手村も臨海部に建設され，臨海部は再開発によって
大きく変わりつつあります。

東京湾の臨海部の再開発

臨海部の東京オリンピック･パラリンピック 
選手村建設現場（2018年 東京都中央区）

人口

年間商品販売額

外資系企業数

面積

工業生産額（製造品出荷額等）

外国人居住者数（在留外国人数）

26.4

22.9

23.3

12.8

その他
74.4

その他
91.4

その他
52.6

東京都
0.6%

1億
2671
万人

37万
7974
km２

581兆
6263
億円

304兆
9991
億円

3217
社

256
万人

その他の
関東地方

8.0

その他の
関東地方

その他の
関東地方

東京都
2.7%

東京都
21.0%

（2017年10月1日現在）

（2016年）

（2017年12月31日現在）

東京都
10.8%

その他の
関東地方

その他の
関東地方

東京都
34.3%

東京都
67.4%

（2017年10月1日現在）

（2016年）

（2016年）

その他
65.9

その他
52.9

はん

ぎょうき

しゅっ かばい

その他
17.3

その他の
関東地方 15.3

0 20 40 60 80 100 万人

練馬区
杉並区
新宿区
渋谷区

港区
中央区

千代田区 85.3 
60.9 

94.1
53.9

77.6
48.033.4 

22.5
24.3 

14.1
5.8

60.5 56.4 
72.2 

昼
夜ちゅう

みなと

おう

すぎなみ

ねり ま

しんじゅく

いけぶくろ

しぶや

あきはばら

とうきょう

うえの

しながわ

首
都
高
速

山
手
線 東

海
道
本
線

東急
目黒
線

西武新宿線

総武本線

京葉線

京王
線

西武池袋線

東急
田園
都市
線

東武
伊勢崎線

ゆりかもめ

東
急
東
横
線

小
田
急

小
田
原
線

道
路

中央本線

京王井の頭線

都電

荒
川
線

し
ゅ 

と  

こ
う
そ
く
ど
う 

ろ

す
み

が
わ

だ

や
ま
の
て
せ
ん

と
う
か
い
ど
う
ほ
ん
せ
ん

こうとう く

ちゅうおう く

たいとう く

しながわ く

あらかわ く

すみ だ　く

ち　よ　だ　く

な
か 

の

　く

せ

　たが
や

　く

しぶ や　く

しんじゅく く

ぶんきょう く

みなと く

と しま  く

め ぐろ  く

川
田
隅

霞が関

皇居 丸
の
内

墨田区

台東区

荒川区

文京区

豊島区

新宿区

渋谷区

港区

目黒区

世
田
谷
区

中
野
区

品川区

中央区

千代田区 江東区

商業・業務地区
住宅地
公園・緑地
その他
主な放送局
主な博物館
大使館
地下鉄
区の境界

ぎょう む

0 2km

P235-3

羽田
中部
関西
伊丹

福
岡東

京（
羽
田
）

関
西

松
山

大
分 高

知

高
松

徳
島

成
田

那
覇石

垣
宮
古

広島

長崎
熊本

鹿児島

奥尻

稚内

中部

宮崎

釧路帯広
新千歳
丘珠

利尻

函館

旭
川

女
満
別

根
室
中
標
津

小松
伊
丹

岡
山

北
九
州

福
岡

700万人以上
200万人～700万人未満
100万人～200万人未満
100万人未満
主な空港

主な国内航空路線の旅客数

（2017年度 国土交通省資料ほか）

N

0 500km

P235-4

み こう解読
1 図 5 から，昼間と夜間の人口の差が大き
い区の名前をあげよう。
2 なぜ，昼間と夜間の人口が変化するのか，
その理由を考えよう。

都心に集中している施設を書き出
してみよう。

首都が日本全体に果たす役割を説
明しよう。

表現

確認

1   国の省庁などの機関の多くが集まっている 
都心（2016年 東京都千

ち
代
よ

田
だ

区）

3   東京の中心部に集中する施
し

設
せつ

4    日本国内の主な航空路線と旅客数

5   東京周辺の 
昼間と夜間 
の人口

さまざまな面で，東京を中心とする関東地方への集中
傾
けい

向
こう

がみられます。

2  東京都と関
かん

東
とう

地方への集中
（『日本国勢図会』ほか)

(2015年 国勢調査）

（電子地形図25000）

東京の都心には，国会議事堂や最高裁判所，中

央官庁などが集中し，国の政治や行政などの中

心地となっています。また，大企
き

業
ぎょう

の本社や銀行の本店も多く集

まる日本の経済の中心地でもあります。さらに，日本全体に情報

を発信する放送局，新聞社，出版社のほか，博物館や美術館，劇

場などの文化施
し

設
せつ

や，大学なども多く，文化の面でも日本の中心

地としての役割を果たしています。

　日本中から人やものが集まる東京は，全国の交通網
もう

（鉄道，航空，

高速道路など）の中心でもあります。東京を中心に放射状に広が

る鉄道網は，関東地方だけでなく全国各地とつながり，特に東京

駅は新幹線を始めとする鉄道のターミナルとして重要な役割を果

たしています。また，航空路線も東京を中心に発達し，東京国際

（羽
はね

田
だ

）空港と日本各地が航空路線で結ばれています。

東京へ通勤・通学する人々を支えているのが，

東京と郊
こう

外
がい

を結ぶ鉄道網です。それらの鉄道の

主なターミナルとなっているのが新
しん

宿
じゅく

，池
いけ

袋
ぶくろ

，渋
しぶ

谷
や

などで，都心

1

3

2

4

首都としての役割

副都心の発達

の機能を補う役割をもつため副都心とよばれています。副都心に

は，都心にあった会社や商業施設の一部が移転し，デパートや映

画館などが集まる繁
はん

華
か

街
がい

も形成されています。また，都心までの

距
きょ

離
り

が近い東京湾
わん

岸
がん

の埋
う

め立て地が再開発され，オフィスビルや

高層マンションの建設が進み，臨海副都心が形成されています。

東京の中心部は地価が高いため，土地を効率的

に利用する必要があります。そのため，より多

くのオフィスや商業施設が入ることのできる高層ビルや，地下街

の建設などが進んでいます。東京の都心部で働く人の多くは郊外

から通勤しているため，都心部の昼間人口は多くなりますが，夜

間人口は少なく，昼間と夜間の人口の差が大きくなります。

3

5

写真と地図を
照らし合わせて
みよう。

都心の人口の
変化　

p.283

日本の首都　東京  ▶日本の中の東京の役割2
首都･東京は，日本全体とどのようなつながりがあり，どのような役割を果たしているのでしょうか。学習課題

Ⅲ　地理の学習を始めるにあたって 地理の学習を始めるにあたって　Ⅳ

【地理的分野】 【歴史的分野】

※１・２年生で学習します。
◦地

ち

域
いき

構成
…世界の地域構成，
　日本の地域構成
◦世界のさまざまな地域
…生活と環

かん

境
きょう

，宗教，世界の諸地域
◦日本のさまざまな地域
…�地域調査，自然環境，人口，資

し

源
げん

・エネルギーと産業，
交通・通信，日本の諸地域，地域のあり方

あなたは，SDGsを知っていますか。SDGsとは，2015年に
国連で採

さい

択
たく

された，2030年までに国連全加
か

盟
めい

国が達成するた
めに掲

かか

げた目標のことです（Sustainable�Development�
Goals：持続可能な開発目標）。人間，地球そして繁

はん

栄
えい

のため
の行動計画として，次に示した17の目標などで構成されてい

ます。地理的分野では，「第２編�世界のさまざまな地域」の「第
２章�世界の諸地域」において，六つの各州で地球的課題を取
り上げます。取り上げられた地球的課題が，SDGsに示された
17の目標の中の何と関係するか，考えていきましょう。

地球的課題とSDGs

◆小学校の社会科の学習は，学年ごとに進ん

でいきましたが，中学校の社会科の学習は，

大きく三分野に分かれて授業が進められてい

くことになります。「地理的分野」，「歴史的

分野」，「公民的分野」がその三つです。

◆地理的分野の学習では，次のようなことに気をつけて学習を進めていきましょう。

2 3中学校の社会科の学習を知ろう 地理的な見方・考え方

次に，各分野の主な内容を示しま
した。各分野について，小学校の
社会科で使ってきたような，「地
理的な見方・考え方」，「歴史的な
見方・考え方」，「現代社会の見
方・考え方（公民）」を各分野で働
かせて学習を進めていきます。

「地理的分野」と
「歴史的分野」を
学習した後に，
３年生で
「公民的分野」の
学習をします。

「どこに位置しているか」
「どのように広がっているか」

★位置や広がり（分布）

「そこは，他の場所とどのよ
うな関係をもっているのか」
「なぜ，そのような結びつき
をしているのか」

★結びつき

「そこで生活することは，まわりの自然環境からどのような
影
えい

響
きょう

を受けているか」「そこで生活することは，まわりの自然
環境にどのような影響を与

あた

えているか」

★自然環境との関わり

「その地域は，どのような特
とく

徴
ちょう

があるのか」，
「この地域と他の地域ではどこが異なっているのか」
「どのような地域にすべきか」

★地域

「どのような場所なのか」★場所

【中学校の社会科各分野の主な学習内容】

18歳
さ い

へ…

※１～３年生で学習します。
◦歴史との対話
…年代の表し方，時代区分，
　資料の読み取り，技能
◦古代までの日本
…人類のおこり～12世紀ごろの歴史
◦中世の日本
…12世紀ごろ～16世紀ごろの歴史
◦近世の日本
…16世紀～19世紀前半の歴史
◦近代の日本と世界
…19世紀ごろ～20世紀前半の歴史
◦現代の日本と世界
…第二次世界大戦後～20世紀末ごろの歴史

【公民的分野】

よりよい社会を目ざして（中学校社会科のまとめ）

※３年生で学習します。
◦現代社会…現代社会の特

とく

徴
ちょう

，伝統と文化，社会とルール
◦政治…人権・日本国憲法，平和主義，国の政治，司法権，地方自治
◦経

けい

済
ざい

…消費者，生産のしくみ，金
きん

融
ゆう

と財政，労働と社会保障，日本の経済の課題
◦国際社会…主権国家，国際社会のしくみ，国際社会のかかえる課題

政治や経済，
国際関係など，
現代の社会の
しくみについて，
広く学習します。

日本と世界に
ついて，

さまざまな面から
学習します。

日本の歴史の
各時代について，
その時代の世界の動き
にも注意しながら
学習します。

▲ p.5　学習コラム（「地理の窓」ラインナップ）

▲ p.5　学習コラム（「地理の技」ラインナップ）

▲ p.235

▲ p.207

▲ p.31

◀︎ p.Ⅳ

1 ともに学ぶ力・深く学ぶ力を育む内容構成の工夫

資料の活用や「見方・考え方」を働かせた 
学びを支援する学習コーナー

本時の学習を出発点とし，生徒の興味・関心が広がり，学習意欲が高まる学習コラムを設けました。
地理的な技能が着実に定着し，「見方・考え方」を働かせた学びが身につきます。

特色

3

地理の窓  … 興味・関心を喚起する，特色あるミニコラム
本文内容からさらに一歩進んで学びを掘り下げ，視点を変えたり視野を広げたりできる内容で，多面的・多角的な見
方が身につく学習コラムです。

★地理的な見方・考え方
学習を進めていく際には，
左に示した，

・「位置や広がり」
・「場所」
・「自然環境との関わり」
・「結びつき」
・「地域」
を意識しながら学習を進
めていきます。

位置や
広がり

地域

特色 1  − 3  のポイント：知識・技能／見方・考え方／多面的・多角的な視点

第3編

第2編

第1編

生徒に身につけさせたい地図やグラフの扱い方など， 
まさに“技”を磨き，身につけます。

略地図の描き方，グラフの読み取り方，地形図の読み取り方などは，高校入試などでも役立てることができる技能
です。

…

全部で51もの
学習コラムが 
本編を 
支えます。

6 7

good
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10

5
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15

　これまでの学習をふり返
り，日本の各地域でどのよ
うな課題があるのか，確か
めましょう。そのうえで，
自分が生活する地域の課題
について話し合い，文章に
まとめましょう。

った点と変わらない点や，生活の中で便利な点と不便な点などについて話し合ってみましょう。

昔から地域に住んでいる人などにインタビューしたり，郷土
史を読んだりしてみましょう。新旧の地形図を比べて，変わ

この店では飲料や食品の量り売りをすることで，ごみ
の排

はい

出
しゅつ

を抑
おさ

えています。

5   廃材のリサイクルによって建設された店 
（2015年 徳島県上勝町）

3   町の「ごみステーション」（2017年 徳
とく

島
しま

県上
かみ

勝
かつ

町） ICT（情報通信技術）関連の企業が，古い民家を改装してオフィスをつ
くりました。ここに住民がごみを持ち込み，45種類ほどに分別します。

4   農村に進出したオフィス（2016年 徳島県神
かみ

山
やま

町）

ここは2006年に無人となり，集落は消
しょう

滅
めつ

し
ました。全国の過

か

疎
そ

地
ち

域
いき

では人口減少により
限
げん

界
かい

集
しゅう

落
らく

も増え，空き家の増加や耕
こう

作
さく

放
ほう

棄
き

地
ち

の拡大，商店の閉
へい

鎖
さ

などが課題となっていま
す。

2   過疎地域の廃
はい

屋
おく

 
（2018年 鳥

とっ
取
とり

県八
や

頭
ず

町）

1   地域の課題をみる

農村の課題を知る

地域の課題には
どのようなものが
あるのかな。
キーワードをあげてみよう。

九
きゅう

州
しゅう

地方

・沖
おき

縄
なわ

県：米軍基地の影
えい

響
きょう

を受ける（p.184-185「沖縄の観光開発と環
かん

境
きょう

保全」）

・�鹿
か

児
ご

島
しま

市：桜
さくら

島
じま

の火山灰とともに暮らす 
（p.178-179「自然を利用する暮らしの工夫」）

中
ちゅう

国
ごく

・四
し

国
こく

地方 ・中
ちゅう

国
ごく

，四
し

国
こく

山地：人口減少に悩
なや

む（p.194-195「過
か

疎
そ

による地域の課題」）

近
きん

畿
き

地方 ・奈
な

良
ら

，京
きょう

都
と

：歴史的建造物との共存（p.206-207「古都の景観保全」）

中
ちゅう

部
ぶ

地方

・富
ふ

士
じ

山
さん

周辺：観光客の増加と環境破壊（p.225「観光地の抱
かか

える課題」）

・�北
ほく

陸
りく

地方：多雪地域を生かした暮らし 
（p.226-227「北陸地方の産業と水との関係」）

・浜
はま

松
まつ

市：外国人との共生（p.228 [特設] 「多文化共生について考える」）

関
かん

東
とう

地方 ・東京都：集中する人口と交通，環境問題（p.236-237「人々の移動と都市の拡大」）

東
とう

北
ほく

地方
・�東日本の太平洋岸：東

ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

からの復興 
（p.256 [特設] 「震災の経験を受け継

つ

ぎ，未来に生かす」）

北
ほっ

海
かい

道
どう

地方 ・北
ほっ

海
かい

道
どう

：自然や気候を生かした観光（p.268-269「観光産業と地域の振興」）

私たちは，これまでの学習の中で日本の各地域

には特色とともに，さまざまな課題があること

を知りました。各地域に生活する人たちが，将来も安心して豊か

に暮らしていくには，地域の課題をとらえ，解決していくことが

必要です。

　まず，現在見られる課題をとらえるために，その地域のこれま

での変化を知ることから始めましょう。現在の地域の特色や課題

は，ある時に突
とつ

然
ぜん

できるものではなく，地域の歴史の中でつくり

あげられてきた結果であるからです。

すでに学習したように，日本の人口は年々減少

しています。この傾
けい

向
こう

は，日本の歴史の中で初

めてのできごとであり，地域や日本全体の社会に大きな影
えい

響
きょう

をも

たらします。ここでは，人口の観点から，地域を農村と都市とに

分けて考えていきましょう。

1

地域の変化を
知ることから

人口減少の国

第二次世界大戦後，日本では若い世代の多くの

人が，進学や就職のために農村から都市へ移動

しました。この移動が長く続くことで，都市と農村のさまざまな

地
ち

域
いき

格
かく

差
さ

が広がりました。特に，政治や経済，文化などの面では，

首都・東京への著
いちじる

しい一
いっ

極
きょく

集
しゅう

中
ちゅう

が起きています。人口が流出した

農村地域では産業や経済が衰
おとろ

えるだけではなく，例えば，身近な

スーパーマーケットの撤
てっ

退
たい

，鉄道やバスなどの公共交通機関の廃
はい

止
し

など，住民の生活にも困難な状況が広がっています。

徳
とく

島
しま

県上
かみ

勝
かつ

町は人口1500人ほどの，人口減少

と高
こう

齢
れい

化
か

の進む町です（2019年）。「つまもの」

ビジネスによって注目を集めたこの町は，地域の環境を改善する

ために「ゼロ・ウェイスト（ごみゼロ）」を宣言し，細かいごみ分

別やリサイクルに取り組んでいます。また，廃校の校舎を利用し

た公営住宅を建設したり，補助のためのさまざまな制度をつくっ

たりして，町への移住者を集める努力を続けています。

2

p.197

3 5

4

人口流出による
農村の衰退

農村の
課題と対策

地域の課題をとらえる（１）��▶農村の課題1
これまでの学習をふり返り，農村の課題と地域のあり方を考えよう。学習課題

地
域
の
あ
り
方

章

第
4

地
域
の
成
り
立
ち
や
課
題
を
明
ら
か
に
し
、

地
域
の
未
来
に
つ
い
て
ま
と
め
よ
う
。
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5

10

15

多摩ニュータウンにおける高齢化問題

多摩ニュータウンの概要

多摩ニュータウンは，東京都南
部の多摩，稲城，町田，八王子の
４市に広がる日本最大規模のニュ
ー タ ウ ン で あ る。 総 面 積 は，
2884haに及び，計画人口は30万
人，現在の人口は約20万人である。

問題点と解決策

住民の意識
今回，私たちの班では，建て替えや現在の住むための環境に対する住民の方々の意

見を伺うため，主に永山団地と落合団地でアンケートを行った。下表に，その一部を
あげる。

高齢者 若者

建て替えに
賛成

・若い人に魅力ある建物をつくってほしい
・耐震工事は必要だと思う

・金銭的な補償が十分ならばよいの
ではないか

建て替えに
反対

・今建て替えたところで、あと何年過ごせる
かわからない

・建て替えの時、一人で引越ししなくてはな
らないのが負担になる

その他の意見
・坂や階段が多く、外出がしにくい
・同年代の住民どうしで連絡を取り合える

ような環境がほしい

・高齢者が多いが、思っていたより若
い人もいる

・車で行けば買い物などは便利

建物

商店街

まとめ

・多摩ニュータウンは日本の縮図
 多摩ニュータウンでの動きが 
 各地の再開発の先駆けとなるか 

段差，階段などの
バリア

費用面の
問題

改築，リファイン，
部分改装

生活が困難に

・移動販売業者との
 連携
・地域交流イベント
 の開催

主婦が団地の中で
買い物

高齢化

商店街の存在意義とは？

購買意欲の減退
ライフスタイルの変化 共働き家庭は休日に郊外の

スーパーでまとめ買い

商店街を
地域の
核に

・治安の維持
・交流の場の提供

小

田
急多摩 線

京
王

相

模原線

15Km

5 Km

八王子市

多摩市
稲城市

川崎市

町田市
市境

ニュータウン区域界

鉄道

訪問先一覧
永山団地名店会
首都大学東京リーディングプロジェクト
東京都都市整備局都営住宅経営部住宅整備課
永山団地、落合団地の住民の皆様

自分でテーマを決めて地域の様子を調べ，地図を使ってまとめると，見やすくなるとともに
特
とく

徴
ちょう

をとらえやすくなります。このイラストマップでは，道路の坂の角度を測って，その分
布を表現しています。

1   身近な地域の様子をまとめたイラストマップ

地域調査の手引き 7

【発表会を開く】
1 発表方法を決める
　◦イラストマップやグラフを作成する。
　◦発表内容の要点をまとめる。
2 発表会の準備
　◦班ごとに資料や原

げん
稿
こう
をまとめる。

　◦発表会の進め方と役割を決める。
　◦おおまかな発表時間を決める。
3 発表する
　◦調査結果を伝える。
　◦�発表の内容について，質問や討論を行
う。

　◦�地域の人や協力いただいた人を招いて，
自分たちの意見や提案を発信する。

4 まとめ
　◦ポスターやレポートなどに表現する。
　◦�他の班の発表を聞いて，比

ひ
較
かく
したり関

連づけたりする。
　◦�新たな疑問が生まれたら，さらに追究
してみる。

　◦将来の地域のあり方について提案する。

地域調査の手引き 8

【地域に向けて発信する】
◦�調査してわかったことを地図
やグラフに表して，ポスター
やレポートにまとめたり，学
校のウェブサイトに掲

けい
載
さい
した

りして発信する。
◦�発表会を開いて，地域の住民
やインタビューした人などに
聞いてもらい，感想や意見を
うかがう。

◦�市役所や町村役場のまちづく
り担当の人に提案を聞いても
らい，それに対して意見をう
かがう。

2   さくらさんがまとめたポスター

私たちは，地域の課題を調査し，
その結果と解決のための提案を
ポスターにまとめました。
最後に，班別の発表会を開き，
クラス全体で話し合いました。

イラストマップに表すと，
みんなにわかりやすく
伝えられるね。

◆私たちは，世界や日本の諸地域について学び，人口減少や少子高齢化などの課題を解決す
る方法を考えてきました。そして，「地域の課題は日本全体の課題でもある」ことや，「世界
や日本で起きていることが地域の課題と関係がある」ことを学びました。
◆課題についてじっくり考えたり話し合ったりすることで，望ましい地域のあり方が見えて
きます。みんなで提案していくことが，地域や社会を持続可能なものに変えることにつなが
ります。引き続き公

こう
民
みん
的
てき
分
ぶん
野
や
の学習でも，地域のあり方について考えを深めていきましょう。

私たちは，さまざまな地域の課題を発見するこ

とができました。しかし，他の班の発表を聞く

と，同じ多
た

摩
ま

ニュータウンの中でも細かい地域によって違
ちが

いがあ

ることもわかります。例えば，多摩センター駅の周りの地域には，

会社やテーマパークなどがあり，それらに勤めている人や観光客

でにぎわっています。また，団地の建て替
か

えを終えた地区と，古

いままの団地が残る地区もありました。そのような地域による違

いを考えて，解決策を考えることが大切だと気づきました。

地域の課題を解決するために，どのような方法

が考えられるのでしょうか。まず，人々が困っ

ていることを具体的に明らかにして，多くの人に伝えることです。

例えば，「持
じ

続
ぞく

可
か

能
のう

性
せい

」の視点から「人口減少や少
しょう

子
し

高
こう

齢
れい

化
か

によっ

て，将来，地域はどうなるのか」というテーマが考えられます。

その際，人口減少や高齢化の割
わり

合
あい

を地区別に色分けすることで，

同じ課題でも，それが強く見られる地域とそうでない地域がある

ことがわかります。その違いの原因を探
さぐ

り，何がどのようになれ

ばよいのか，それをどのように実現するのかを考え，みんなと話

し合いながら解決方法を提案してみましょう。

調べたことを
まとめる

地域の課題が
見えるようにする

地域に向けて発信する  ▶課題解決の提案4
将来のすがたを考えて，地域づくりの提案をしよう。学習課題
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アフリカの国々が，宗主国の言語を公用語にする理由や，そのメリット・デメリットについて考えよう。
＊ベルギーの植民地であったルワンダでは，1990年に少数派と多数派の民族争いが起こり，多数の難民が周辺国へ逃

のが
れるなどの事態となった。

  1993年に紛争は終結し，その後，政府は「アフリカの奇
き

跡
せき

」とよばれる復興を遂
と

げた。

0°

アラビア語のみ
フランス語のみ
英語のみ
ポルトガル語のみ
フランス語とその他の言語
英語とその他の言語
アラビア語とその他の言語
不明 （『世界年鑑』ほか） 0 2000km

P90-右

アフリカ各国の公用語

市場でフランスパンを売る人 （々2007年 セネガル）

アフリカの民族と言語
　アフリカには現在，54の国があり，2000以上の言語が
使われています。
　例えば，セネガルでは38ほどの言語が話されているとい
われています。セネガルの人々の多くは，日常生活では自分
の属する民族の言葉を使います。また，公共の場や他の民族
の人々と話すときには，公用語であるフランス語や，総人口
の45％ほどを占

し

めるウォロフ族の言語であるウォロフ語を
使います。人々は複数の言葉を使い分けて暮

く

らしています。
奴
ど
隷
れい
貿易と植民地分割

　ところで，なぜアフリカでヨーロッパの言語が使われるの
でしょうか。少し歴史をさかのぼってみましょう。
　15世紀以降，ヨーロッパ各国はアフリカと貿易を行うと
ともに，アフリカの南北の端

はし

の温
おん

帯
たい

の地
ち

域
いき

に侵
しん

入
にゅう

し，移民を
進めました。同時に，武力や高い技術力を背

はい

景
けい

に，アフリカ
に住む人々を他の地域に送り込む奴隷貿易を行ったり，植民
地として支配したりしました。16〜19世紀には，アフリカ
から1000万人以上の若く健康な人々がアメリカ大陸などに
奴隷として連れ出されたため，アフリカの人口は伸

の

び悩
なや

み，
その後の経済発

はっ

展
てん

の遅
おく

れにつながっていきました。
　19世紀の末には，ほとんどの地域がヨーロッパ各国の植

民地として分割され，支配されることになりました。植民地
の境界線は，そこに住む住民の生活や民族分布を無視し，支
配する宗

そう

主
しゅ

国の都合で引かれていきました。
　第二次世界大戦後，アフリカの国々の多くは独立を果たし
ます。特に多くの国が独立した1960年は，「アフリカの年」
とよばれています。各国は植民地ごとに独立したため，植民
地時代の境界線が引き継

つ

がれました。そのため国境と民族分
布が一

いっ

致
ち

せず，一つの国の中に多数の民族が暮らしたり，一
つの民族が複数の国に分かれて住んだりする状

じょう

況
きょう

がみられま
す。こうしたことが原因となり，独立後，ルワンダ＊などの
ように民族間で対立が生じ，紛

ふん

争
そう

となった例もあります。
セネガルでなぜフランス語？
　こうした歴史があるアフリカの各国では，公用語を決める
ときに特定の民族の言語ではなく，かつての宗主国の言語を
選んだ国が少なくありません。フランスの植民地であったセ
ネガルでは，フランス語が公用語となっているほか，食など，
文化の面でもフランスの影

えい

響
きょう

がみられます。

アフリカ州地
ち

域
いき

から世界を考えよう

アフリカの歩みと課題
フランスパンが売られている街角。ここはフランスのどこなのでしょうか。… 実はここ，アフリカの西部，セネガルという国のある街角
の風景です。なぜ，セネガルではフランスパンが売られているのでしょうか。
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p200_0325-2.ai

（地域との関わり）
弱い 強い

（総務省資料ほか）

交流人口
 ・ ほとんど関わり
　がない人

関係人口
 ・ 地域との間を行き来
　する人
 ・ 地域と何か関わりが
　ある人
　★かつてそこで勤務
　★かつてそこで生活
　★かつてそこで滞在
　　　　　　　…など
 ・ 地域内にルーツが
  ある人

定住人口
 ・ 定住者
　★住民

関係人口を生み出す事例
 ・ ふるさと納税
 ・ オーナー制度
  （土地，農産物など）
 ・ サポーター制度
  （広報誌・地域での行事案内の
  送付など）
 ・ 小中学校の山村留学や体験学習

四万十川流域の地域づくり
　四万十川の中流域にある高

こう

知
ち

県四
し

万
まん

十
と

町
ちょう

は，2006年に，
窪
くぼ

川
かわ

町
ちょう

・大
たい

正
しょう

町
ちょう

・十
とお

和
わ

村
そん

の２町１村が合
がっ

併
ぺい

してできた町です。
　その四万十町では，「六次産業化」を進める取り組みが行
われています。その一つとして，四万十地

じ

栗
ぐり

の再生プロジェ
クトがあります。この地域は古くから栗の産地として有名で
した。ここで生産される栗は，他の産地と比べて粒

つぶ

が大きく，
糖
とう

度が高いという特
とく

徴
ちょう

があります。この栗をそのまま出
しゅっ

荷
か

し
てしまうと，他地域の栗と紛

まぎ

れてしまい，その特徴が埋
う

もれ
てしまいます。また，生産者の高

こう

齢
れい

化
か

により後
こう

継
けい

者
しゃ

不足にも
悩
なや

んでいました。このような状
じょう

況
きょう

から，栗の品質のアピール
と後継者の育成を進めながら，地域で栗の生産から加工，そ
して販

はん

売
ばい

までを行うことにしました。
　商品は道の駅やインターネットなどで販売され，現在「し
まんと地栗」がブランドとして全国に発信されています。こ
のような取り組みを支

し

援
えん

する，住民主体の地域づくり会社の
存
そん

在
ざい

も大きいといえます。四万十町での取り組みは，地域に
こだわり，地域で採

と

れる資
し

源
げん

に独自で新しい価値を加え，さ
らに働く場所を生み出すことにもつながっています。

　四万十町では，地域に眠
ねむ

っている「資源」を発
はっ

掘
くつ

し，栗や
お茶などの農産品加工や，道の駅やインターネットでの販売
などで培

つちか

われた実績や経験を，他の地域への支援にも役立て
てもらおうとしています。
過疎地域との関わりを考える
　全国の過疎地域では特産品の育成や，地域ならではの資源
を活用した観光開発などの取り組みが数多くみられます。ま
た，各自治体ではＵターンやＩターンなどによる移住を支
援・促

そく

進
しん

する取り組みを進めるところもあり，移住相談窓口
の設置や大都市でのイベント実

じっ

施
し

なども行われています。
　近年，地域に移住する「定住人口」，観光での訪

ほう

問
もん

をはじ
めとした「交流人口」の考え方以外に，｢関係人口｣ という考
え方が提唱されています。「関係人口」とは，「地域と多様に
関わる人」のことで，地域にゆかりのある人や，かつて地域
に居住・通勤していた人，地域を頻

ひん

繁
ぱん

に行き来する人などを
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多摩ニュータウンにおける高齢化問題

多摩ニュータウンの概要

多摩ニュータウンは，東京都南
部の多摩，稲城，町田，八王子の
４市に広がる日本最大規模のニュ
ー タ ウ ン で あ る。 総 面 積 は，
2884haに及び，計画人口は30万
人，現在の人口は約20万人である。

問題点と解決策

住民の意識
今回，私たちの班では，建て替えや現在の住むための環境に対する住民の方々の意

見を伺うため，主に永山団地と落合団地でアンケートを行った。下表に，その一部を
あげる。

高齢者 若者

建て替えに
賛成

・若い人に魅力ある建物をつくってほしい
・耐震工事は必要だと思う

・金銭的な補償が十分ならばよいの
ではないか

建て替えに
反対

・今建て替えたところで、あと何年過ごせる
かわからない

・建て替えの時、一人で引越ししなくてはな
らないのが負担になる

その他の意見
・坂や階段が多く、外出がしにくい
・同年代の住民どうしで連絡を取り合える

ような環境がほしい

・高齢者が多いが、思っていたより若
い人もいる

・車で行けば買い物などは便利

建物

商店街

まとめ

・多摩ニュータウンは日本の縮図
 多摩ニュータウンでの動きが 
 各地の再開発の先駆けとなるか 

段差，階段などの
バリア

費用面の
問題

改築，リファイン，
部分改装

生活が困難に

・移動販売業者との
 連携
・地域交流イベント
 の開催

主婦が団地の中で
買い物

高齢化

商店街の存在意義とは？

購買意欲の減退
ライフスタイルの変化 共働き家庭は休日に郊外の

スーパーでまとめ買い

商店街を
地域の
核に

・治安の維持
・交流の場の提供

小

田
急多摩 線

京
王

相

模原線

15Km

5 Km

八王子市

多摩市
稲城市

川崎市

町田市
市境

ニュータウン区域界

鉄道

訪問先一覧
永山団地名店会
首都大学東京リーディングプロジェクト
東京都都市整備局都営住宅経営部住宅整備課
永山団地、落合団地の住民の皆様

自分でテーマを決めて地域の様子を調べ，地図を使ってまとめると，見やすくなるとともに
特
とく

徴
ちょう

をとらえやすくなります。このイラストマップでは，道路の坂の角度を測って，その分
布を表現しています。

1   身近な地域の様子をまとめたイラストマップ

地域調査の手引き 7

【発表会を開く】
1 発表方法を決める
　◦イラストマップやグラフを作成する。
　◦発表内容の要点をまとめる。
2 発表会の準備
　◦班ごとに資料や原

げん
稿
こう
をまとめる。

　◦発表会の進め方と役割を決める。
　◦おおまかな発表時間を決める。
3 発表する
　◦調査結果を伝える。
　◦�発表の内容について，質問や討論を行
う。

　◦�地域の人や協力いただいた人を招いて，
自分たちの意見や提案を発信する。

4 まとめ
　◦ポスターやレポートなどに表現する。
　◦�他の班の発表を聞いて，比

ひ
較
かく
したり関

連づけたりする。
　◦�新たな疑問が生まれたら，さらに追究
してみる。

　◦将来の地域のあり方について提案する。

地域調査の手引き 8

【地域に向けて発信する】
◦�調査してわかったことを地図
やグラフに表して，ポスター
やレポートにまとめたり，学
校のウェブサイトに掲

けい
載
さい
した

りして発信する。
◦�発表会を開いて，地域の住民
やインタビューした人などに
聞いてもらい，感想や意見を
うかがう。
◦�市役所や町村役場のまちづく
り担当の人に提案を聞いても
らい，それに対して意見をう
かがう。

2   さくらさんがまとめたポスター

私たちは，地域の課題を調査し，
その結果と解決のための提案を
ポスターにまとめました。
最後に，班別の発表会を開き，
クラス全体で話し合いました。

イラストマップに表すと，
みんなにわかりやすく
伝えられるね。

◆私たちは，世界や日本の諸地域について学び，人口減少や少子高齢化などの課題を解決す
る方法を考えてきました。そして，「地域の課題は日本全体の課題でもある」ことや，「世界
や日本で起きていることが地域の課題と関係がある」ことを学びました。
◆課題についてじっくり考えたり話し合ったりすることで，望ましい地域のあり方が見えて
きます。みんなで提案していくことが，地域や社会を持続可能なものに変えることにつなが
ります。引き続き公

こう
民
みん
的
てき
分
ぶん
野
や
の学習でも，地域のあり方について考えを深めていきましょう。

私たちは，さまざまな地域の課題を発見するこ

とができました。しかし，他の班の発表を聞く

と，同じ多
た

摩
ま

ニュータウンの中でも細かい地域によって違
ちが

いがあ

ることもわかります。例えば，多摩センター駅の周りの地域には，

会社やテーマパークなどがあり，それらに勤めている人や観光客

でにぎわっています。また，団地の建て替
か

えを終えた地区と，古

いままの団地が残る地区もありました。そのような地域による違

いを考えて，解決策を考えることが大切だと気づきました。

地域の課題を解決するために，どのような方法

が考えられるのでしょうか。まず，人々が困っ

ていることを具体的に明らかにして，多くの人に伝えることです。

例えば，「持
じ

続
ぞく

可
か

能
のう

性
せい

」の視点から「人口減少や少
しょう

子
し

高
こう

齢
れい

化
か

によっ

て，将来，地域はどうなるのか」というテーマが考えられます。

その際，人口減少や高齢化の割
わり

合
あい

を地区別に色分けすることで，

同じ課題でも，それが強く見られる地域とそうでない地域がある

ことがわかります。その違いの原因を探
さぐ

り，何がどのようになれ

ばよいのか，それをどのように実現するのかを考え，みんなと話

し合いながら解決方法を提案してみましょう。

調べたことを
まとめる

地域の課題が
見えるようにする

地域に向けて発信する  ▶課題解決の提案4
将来のすがたを考えて，地域づくりの提案をしよう。学習課題
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聞いてもらい，感想や意見を
うかがう。

◦�市役所や町村役場のまちづく
り担当の人に提案を聞いても
らい，それに対して意見をう
かがう。

2   さくらさんがまとめたポスター

私たちは，地域の課題を調査し，
その結果と解決のための提案を
ポスターにまとめました。
最後に，班別の発表会を開き，
クラス全体で話し合いました。

イラストマップに表すと，
みんなにわかりやすく
伝えられるね。

◆私たちは，世界や日本の諸地域について学び，人口減少や少子高齢化などの課題を解決す
る方法を考えてきました。そして，「地域の課題は日本全体の課題でもある」ことや，「世界
や日本で起きていることが地域の課題と関係がある」ことを学びました。
◆課題についてじっくり考えたり話し合ったりすることで，望ましい地域のあり方が見えて
きます。みんなで提案していくことが，地域や社会を持続可能なものに変えることにつなが
ります。引き続き公

こう
民
みん
的
てき
分
ぶん
野
や
の学習でも，地域のあり方について考えを深めていきましょう。

私たちは，さまざまな地域の課題を発見するこ

とができました。しかし，他の班の発表を聞く

と，同じ多
た

摩
ま

ニュータウンの中でも細かい地域によって違
ちが

いがあ

ることもわかります。例えば，多摩センター駅の周りの地域には，

会社やテーマパークなどがあり，それらに勤めている人や観光客

でにぎわっています。また，団地の建て替
か

えを終えた地区と，古

いままの団地が残る地区もありました。そのような地域による違

いを考えて，解決策を考えることが大切だと気づきました。

地域の課題を解決するために，どのような方法

が考えられるのでしょうか。まず，人々が困っ

ていることを具体的に明らかにして，多くの人に伝えることです。

例えば，「持
じ

続
ぞく

可
か

能
のう

性
せい

」の視点から「人口減少や少
しょう

子
し

高
こう

齢
れい

化
か

によっ

て，将来，地域はどうなるのか」というテーマが考えられます。

その際，人口減少や高齢化の割
わり

合
あい

を地区別に色分けすることで，

同じ課題でも，それが強く見られる地域とそうでない地域がある

ことがわかります。その違いの原因を探
さぐ

り，何がどのようになれ

ばよいのか，それをどのように実現するのかを考え，みんなと話

し合いながら解決方法を提案してみましょう。

調べたことを
まとめる

地域の課題が
見えるようにする

地域に向けて発信する  ▶課題解決の提案4
将来のすがたを考えて，地域づくりの提案をしよう。学習課題

▲ p.274-275

▲ p.280

p.281▶︎

持続可能な社会の実現に向け，課題解
決に取り組むことができる内容の充実

主権者として社会に参画する意識を高めることができる教材・内容
生徒が，自らも社会を形成していく市民の一人であることへの自覚，責任ある主権者として社会に参画しようとする 
意識や，持続可能な社会の創造を目ざそうとする意欲を高めます。

2特色

「地域のあり方」 
 p.274-281 

これまでの学習を振り返りな
がら，自分たちの暮らす地域
の課題を見つめ直し，課題を
解決する方法を考察・構想し
ていきます。

こうした学習を通じ，公共の
精神が芽生え，主体的に社会
の形成に参画し，その発展に
寄与する態度が養われます。

「地域のあり方」は，地理的分野の総まとめです。
① 地域の課題をとらえる（1） ：学習を振り返り，農村を例に，「過疎」の視点から地域の課題に迫ります。
② 地域の課題をとらえる（2） ：学習を振り返り，都市を例に，「過密」の視点から地域の課題に迫ります。
③ 地域の課題を調べる ：自分の暮らす地域を例に，「高齢化」をキーワードに地域の課題を調べていきます。
④ 地域に向けて発信する ：調べたことをまとめ，地域の将来のすがたを想像し，地域づくりの提案をします。 

➡ 成果をポスターにまとめたり，発表会を開いたりして，望ましい地域のあり方を提案します。

特設ページ
世界の各州や日本の各地方の事例を基に，地域の成り立ちを取り上げて歴史的分野との関連を図ることができる話
題や，地域づくりや多文化共生から社会参画や持続可能な社会などを考えることができる話題など，今知っておきた
いテーマをピックアップして展開していきます。

1

高齢化をテーマに， 
過疎地域の抱える 
課題を考える
高知県四万十町を例に，
本時で扱った「六次産業
化」を扱い，「過疎地域の
これから」について学習
を深めることができる内
容です。【p.200】

〈特設ページ・ラインナップ〉
◎「地域から世界を考えよう」（世界のさまざまな地域）
◇シンガポールはいま(アジア州) p.64
◇EU統合の課題 (ヨーロッパ州) p.80
◇アフリカの歩みと課題 (アフリカ州) p.90
◇世界に展開する軍事力(北アメリカ州) p.104
◇国境を越えて移動する人々(南アメリカ州) p.116
◇変わる太平洋の島々と暮らし(オセアニア州) p.126
◎「現代日本の課題を考えよう」（日本のさまざまな地域）
◆公害を乗り越えて(九州地方) p.186
◆持続可能な地域づくりを考える(中国・四国地方) p.200
◆林業と持続可能な未来(近畿地方) p.214
◆多文化共生について考える(中部地方) p.228
◆都市特有の課題について考える(関東地方) p.242
◆震災の経験を受け継ぎ，未来に生かす(東北地方) p.256
◆アイヌ民族の文化に学ぶ(北海道地方) p.270

特色 2  − 1  のポイント：社会参画／考察・構想／持続可能な社会

フランスパンから， 
アフリカの歴史を考える
生徒 の 身近 なも の から，
地域の「なぜ？」を掘り下
げます。【p.90】

個人やグループで学
びを深めることがで
きる問い の「Q」を

最後に設けて，さらに学びの深
化を促します。
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ミシガン湖

ラブラドル海

ベーリング海

アラスカ湾

ハドソン湾

北極海

太　平　洋

大　西　洋

10°

130° 120° 110° 100° 90° 80° 70°

20°

30°

40°

50°

80°
60°

40
°

100°
120°

140°

160°

50°

40°

30°

0 1000km

3   市民権の 
宣
せん

誓
せい

式 
（アメリカ合衆国） 

ｐ.100➡

5  ラスベガスの夜景（アメリカ合衆国）

7    さまざまな民族が学ぶ高校（アメリカ合衆国）ｐ.102➡

4   ニューオーリンズのライブハウスで演
えん

奏
そう

するジャズバンド 
（アメリカ合衆国）ｐ.100➡

6   ニューヨーク，マンハッタン島の街並み（アメリカ合衆国）

◆この節では，産業や経
けい

済
ざい

など，さまざまな面で現代の世界をリードしている北アメリカについて学習していきます。
アメリカ合

がっ
衆
しゅう

国
こく

の社会や経済が，どのような経
けい

緯
い

を経
へ

て世界をリードするようになったのでしょうか。さまざまな産業
が盛
さか

んな理由に着目して，北アメリカの特色を学習していきましょう。

1   カナダ側から見たナイアガラの滝
たき

（左:アメリカ滝，右：カナダ滝） ｐ.95➡ 巡
じゅん

礼
れい

者は，聖母像を寺院に運びます。
2   グアダルーペ寺院の聖

せい

母
ぼ

祭り（メキシコ） 

　アメリカ合衆国とカナダは，これまで世界から移民を受け入れ，多様な民族からなる社会をつくり上げてきました。
民族や文化の多様性は，独自の新しい文化を生み出すとともに，社会や経済に活力を与

あた
えます。一方で，両国は建

国以来，これにともなう問題も抱
かか

えています。ほかの国でも，差別や格差，少数派の人々の地位の向上など，多民
族が共存するために解消しなければならない問題を抱えています。

◦多民族の共
きょう

存
ぞ ん

の問題北アメリカで学習する地球的課題

ｐ.100,102-103➡

北アメリカでは，なぜ先進的で多様な産業が発達したのだろうか。北アメリカ州4 学習
テーマ

2

5

3

6

1

4
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5

5

10

15

地理の窓
　沖ノ鳥島は，東

ひがし
小
こ

島
じま

と北
きた

小
こ

島
じま

からなる熱帯の無人島で，日本の最南端の北緯20度
に位置しています。沖ノ鳥島は，満潮時に二つの島が海面上に出るだけなので，もし
干潮時に水

すい
没
ぼつ

すると日本の領土ではなくなってしまいます。政府は消波ブロックとコ
ンクリートでこれらを囲み，東小島の上部を金属製のふたでおおうなど大

だい
規
き

模
ぼ

な護岸
工事を続けてきました（←p.22- 1 A ）。沖ノ鳥島が領土として存在することにより，
島の周囲の約40万km²の範囲が日本の排他的経済水域として維

い
持
じ

されています。

日本の最
さ い

南
な ん

端
た ん

をめぐる問題

960万km2

中国

96万km2

852万km2

ブラジル

317万km2

963万km2

762万km2

アメリカ合衆国
がっ こくしゅう

排他的経済水域
（領海を含む）の面積

領土の
面積

483万km2

（海洋政策研究財団資料ほか）

ニュージーランド

27万km2

日本

447万km2

38万km2

インドネシア

541万km2

191万km2

み こう解読
1 資料 1 と 4 を見て，排他的経済水域を含

ふく

めた面積からみた，島国としての日本の特
とく

徴
ちょう

をまとめよう。
2 沖ノ鳥島が属する，都道府県はどこか，
調べよう。

領土面積よりも排他的経済水域の
面積が広い国は，資料 4 の中でど

こだろうか。また，そうした国の共通点を
書きだそう。

政府が多くの費用をかけて，沖ノ
鳥島の護岸工事をした理由をまと

めよう。

表現

確認

4  国々の領土と排他的経済水域の面積国土の西端
東経122度56分
とうけい

国土の南端
北緯20度25分

国土の東端
東経153度59分

日 本 海

太　　平　　洋

オホーツク海

東
シ
ナ
海

たいわん

かくしょとうせん

たけしま

だいかんみんこく

ちゅう か じんみんきょう わ こく とう

れっ

しま

ち

ちょうせんみんしゅしゅ ぎ

ロシア連邦
樺
太（
サ
ハ
リ
ン
）

カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
半
島

台湾

千
島

列
島

尖閣諸島

大韓民国
竹島

中華人民共和国

フィリピン
共和国

朝鮮民主主義
人民共和国

モンゴル国

日本国

北海道

本州

四国
九州

沖縄

れんぽう

国土の北端
北緯45度33分

ほくたん

ほく い

か
ら
ふ
と

120°115°110° 125°

30°

35°

40°

45°

50°

25°

20°

1000km0

130° 135° 165°160°155°150°145°140°

領空

領土

海岸線から200海里以内

12海里

公海

領海
排他的経済水域

宇宙空間
（国連海洋法条約による）

（１海里＝1852m）

工事前の東小島（1987年）

一国の範
はん

囲
い

を領域といい
ます。領域は，領土（陸
地の部分），領海（領土に
接する一定の範囲の海
域），領空（領土･領海の
上空）からなっています。
排他的経済水域は，海岸
線から200海里以内の，
領海を除く海域と国連海
洋法条約で定められてい
ます。

3   領土・領海・ 
領空の区分

A

B

C

D

2   面積が拡大した西
にし

之
の

島
しま

 
（2018年 東

とう
京
きょう

都小
お

笠
がさ

原
わら

村）

A 沖
おき

ノ
の

鳥
とり

島
しま

（2018年）／ B 与
よ

那
な

国
ぐに

島
じま

（2016年）／ C 南
みなみ

鳥
とり

島
しま

（2012年）／ D 択
え

捉
とろふ

島
とう

（2015年）
空
くう

欄
らん

①～④は，それぞれ日本の東西南北の端
はし

を示しています。
空欄にあてはまる島を写真 A ～ D から選び，記号を書き込

こ

みましょう。
Q

1  日本の領土･領海と排
はい

他
た

的
てき

経
けい

済
ざい

水
すい

域
いき

海底火山の活動によって，大きく形を変える火山島で
す。1970年代にも活発な火山噴

ふん

火
か

がみられました。

日本の国土は，ユーラシア大陸と太平洋の間に

広がっています。北
ほっ

海
かい

道
どう

，本
ほん

州
しゅう

，四
し

国
こく

，九
きゅう

州
しゅう

の

弓状に並
なら

ぶ大きな島々と，その周辺の6800あまりの小さな島々

によって成り立っています。北海道から沖
おき

縄
なわ

県までの距
きょ

離
り

はおよ

そ3000kmで，国土面積は約38万km²です。

　日本の国土の特
とく

徴
ちょう

として，山が多く平野が少ないことがあげら

れます。日本列島の中央部には3000m級の高い山々が連なり，

南北に細長くのびた国土の自然は変化に富んでいます。ユーラシ

ア大陸とは近い距離にあるため，古くから活発な交流が行われて

島国日本

きました。私たちが現在使っている漢字や箸
はし

などは，大陸から伝

えられたものです。島国である日本には，これまで海を渡
わた

ってさ

まざまな文化が伝えられてきました。

国の領域は領土，領海，領空からなります。領

海は，原則として干
かん

潮
ちょう

時の海岸線から12海
かい

里
り

の範
はん

囲
い

と定められています。さらに，世界の国々は条約を結び，

各国の海岸線から200海里以内にある水産資
し

源
げん

や鉱産資源を自

国のものにできる排
はい

他
た

的
てき

経
けい

済
ざい

水
すい

域
いき

を設けています。

　日本の領域は，時代とともに変化してきました。日本が近代国

家として国際的に認
みと

められたのは，江
え

戸
ど

時代の末から明
めい

治
じ

時代に

かけてでした。その後日本は，周辺の国や地域を植民地として支

配し，領域を拡
かく

大
だい

しました。第二次世界大戦後，日本の領土は，

北海道・本州・四国・九州とその付近の島々に限られました。そ

の後，奄
あま

美
み

群島や小
お

笠
がさ

原
わら

諸
しょ

島
とう

，沖縄がアメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

から日本に

それぞれ復帰して，1972年にほぼ現在の領域になりました。

1 3

1 3 4

日本の領域の
移り変わり

関連 歴史  ［近代］ 領土の確定，［現代］ 沖縄の本土復帰／ 公民  ［国際社会］ 主権国家とは，主権が及
およ

ぶ範囲

日本の国土の広がり  ▶日本の領
りょう

域
いき

はどこまで2
日本の領域にはどのような特色があるでしょうか。学習課題
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5
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20

北方領土に含
ふく

まれる島の名前を書
き出そう。

世界にある領土をめぐる対立につ
いて調べ，まとめよう。

表現

確認

5  竹島（2012年 島根県隠
お

岐
き

の島
しま

町）

6  尖閣諸島（2013年 沖縄県石
いし

垣
がき

市）

台湾台湾
たいわんたいわん

尖閣諸島尖閣諸島
せんかくせんかく

竹島竹島
たけしまたけしま

オホーツク海オホーツク海
東シナ海東シナ海
ひがしひがし

日本海日本海
に ほんかいに ほんかい

太　平　洋太　平　洋
たい　　へい　　ようたい　　へい　　よう

みなみみなみ
南シナ海南シナ海

ロシア連邦
れんぽう

ロシア連邦
れんぽう

中華人民共和国
ちゅう か じんみんきょう わ こく
中華人民共和国
ちゅう か じんみんきょう わ こく

朝鮮民主主義人民共和国
ちょうせんみんしゅしゅ ぎ じんみんきょう わ こく
朝鮮民主主義人民共和国
ちょうせんみんしゅしゅ ぎ じんみんきょう わ こく
大韓民国
だいかんみんこく
大韓民国
だいかんみんこく

日本日本

フィリピンフィリピン

0 1000km

P25-4
1   北方領土とその周辺

4   南東を上にして，日本海周辺を描
えが

いた地図

500km0

太 平 洋

ー ツ ク 海ホオ

パラムシル島

シムシル島

ロ
シ
ア
連
邦

（総務省資料）

ウルップ島

北海道

国後島

シュムシュ島

日

本

海

宗谷海峡

140° 55°

50°

45°

40°

145° 150° 155°

くな

歯舞群島
はぼまいぐんとう

しりとう

カムチャツカ半島

色丹島
しこたんとう
択捉島
え とろふとう

そう や かいきょう

千ち

島しま

列れつ

島とう

樺
太（
サ
ハ
リ
ン
）

か
ら
ふ
と

れ
ん
ぽ
う

2   ビザなし交流で 
根
ね

室
むろ

港に到
とう

着
ちゃく

した 
ロシア側からの訪

ほう

問
もん

団 
（2018年 根室市） 

地図中で
陸地が３色に
なっているのは，
何の意味があるのかな。

年（西暦） できごと

1855年
日
にち

魯
ろ

通好条約（ウルップ島・択
え

捉
とろふ

島
間を国境とする）

1875年
樺
から

太
ふと

・千
ち

島
しま

交
こう

換
かん

条約（日本がウルッ
プ島以北の千島列島を領有）

1945年
第二次世界大戦が終わる
ソ連が南樺太・千島列島・北方領土
を不法占領

1951年 サンフランシスコ平和条約調印

1956年
日ソ共同宣言（日本・ソ連，国交回
復）

1991年
ソ連解体，ロシア連邦（←p.78）が
成立

1992年
北方領土への旅

りょ

券
けん

・査
さ

証
しょう

（ビザ）なし
での訪問を開始

3   北方領土に関する主なできごと

地図中で，北方領土，竹島，尖閣諸島を確かめよう。

資料 1の地図中の千
ち

島
しま

列
れっ

島
とう

を見ると，カムチャ

ツカ半島とシュムシュ島の間と，ウルップ島と

択
え

捉
とろふ

島
とう

の間の国境線に気づきます。２本の国境線に挟
はさ

まれたシュ

ムシュ島からウルップ島までの島々は白で示されています。

　カムチャツカ半島まではロシア連
れん

邦
ぽう

の領土，択捉島の東にある

国境線から北
ほっ

海
かい

道
どう

までは日本の領土ですが，２本の国境線の間に

ある白で示された島々は帰属が未定の地
ち

域
いき

を示しています。

　北海道の東に位置する歯
はぼ

舞
まい

群島，色
しこ

丹
たん

島
とう

，国
くな

後
しり

島
とう

，択捉島を北

方領土とよびます。北方領土は，1945年の第二次世界大戦の終

結後にソ連に占
せん

領
りょう

されました。終戦時には北方領土には約17000

人の日本人が生活していましたが，強制退
たい

去
きょ

させられました。北

方領土はソ連の解体後も現在に至
いた

るまでロシア連邦によって不法

に占
せん

拠
きょ

されています。日本政府は，ロシア連邦政府に対し，日本

固有の領土である北方領土の返
へん

還
かん

を求め続けていますが，いまだ

に実現されていません。一方で，1992年に始まった北方領土へ

北
ほ っ

方
ぽ う

領
りょう

土
ど

を
めぐる問題

のビザなし交流など民間での友好的な結びつきは続いています。

竹島周辺では，江
え

戸
ど

時代の初めから日本人が漁

業を行ってきました。1905年に政府は，竹島

を国際法に基
もと

づき島
しま

根
ね

県に編入し，日本固有の領土としました。

1952年以
い

降
こう

，韓
かん

国
こく

が竹島を自国の領土として主張し，現在まで

不法に占拠し続けています。日本はこれに抗
こう

議
ぎ

を重ねるとともに，

国際社会の場での話し合いを提案していますが，韓国は受け入れ

ていません。

　尖閣諸島は，1895年に沖
おき

縄
なわ

県に編入された日本固有の領土で

す。第二次世界大戦後には，アメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

の施
し

政
せい

の下に置かれ

ましたが，1971年に沖縄返還協定が結ばれ，翌
よく

年
ねん

日本に復帰し

ました。尖閣諸島は，アメリカ合衆国の施政の下にあった期間を

除いて日本が領有し，有効に支配を続けてきました。しかし，

1970年代から，周辺海域に埋
まい

蔵
ぞう

されているとされる資
し

源
げん

をめぐ

り，中
ちゅう

国
ごく

が領有を主張し始めました。近年，中国船が尖閣諸島周

辺の日本の領海や接続水域にたびたび侵
しん

入
にゅう

する事態が生じ，

2012年，日本は島々の大半を国有化しました。

　領土をめぐる対立については，武力衝
しょう

突
とつ

や戦争の原因となるこ

ともあります。各国が冷静に問題に向き合い，対立を乗り越
こ

えて

平和的な解決を目ざすことが重要です。

2

5

6

竹
た け

島
し ま

と尖
せ ん

閣
か く

諸
し ょ

島
と う

関連 歴史  ［現代］ 現在に残された課題／ 公民  ［国際社会］ 国家と領土

日本の領土をめぐって  ▶日本の国境をめぐるさまざまな動き3
日本の領土をめぐる対立について理解し，平和的な解決のために必要なことを考えてみましょう。学習課題

Ⅲ　地理の学習を始めるにあたって 地理の学習を始めるにあたって　Ⅳ

【地理的分野】 【歴史的分野】

※１・２年生で学習します。
◦地

ち

域
いき

構成
…世界の地域構成，
　日本の地域構成
◦世界のさまざまな地域
…生活と環

かん

境
きょう

，宗教，世界の諸地域
◦日本のさまざまな地域
…�地域調査，自然環境，人口，資

し

源
げん

・エネルギーと産業，
交通・通信，日本の諸地域，地域のあり方

あなたは，SDGsを知っていますか。SDGsとは，2015年に
国連で採

さい

択
たく

された，2030年までに国連全加
か

盟
めい

国が達成するた
めに掲

かか

げた目標のことです（Sustainable�Development�
Goals：持続可能な開発目標）。人間，地球そして繁

はん

栄
えい

のため
の行動計画として，次に示した17の目標などで構成されてい

ます。地理的分野では，「第２編�世界のさまざまな地域」の「第
２章�世界の諸地域」において，六つの各州で地球的課題を取
り上げます。取り上げられた地球的課題が，SDGsに示された
17の目標の中の何と関係するか，考えていきましょう。

地球的課題とSDGs

◆小学校の社会科の学習は，学年ごとに進ん

でいきましたが，中学校の社会科の学習は，

大きく三分野に分かれて授業が進められてい

くことになります。「地理的分野」，「歴史的

分野」，「公民的分野」がその三つです。

◆地理的分野の学習では，次のようなことに気をつけて学習を進めていきましょう。

2 3中学校の社会科の学習を知ろう 地理的な見方・考え方

次に，各分野の主な内容を示しま
した。各分野について，小学校の
社会科で使ってきたような，「地
理的な見方・考え方」，「歴史的な
見方・考え方」，「現代社会の見
方・考え方（公民）」を各分野で働
かせて学習を進めていきます。

「地理的分野」と
「歴史的分野」を
学習した後に，
３年生で
「公民的分野」の
学習をします。

「どこに位置しているか」
「どのように広がっているか」

★位置や広がり（分布）

「そこは，他の場所とどのよ
うな関係をもっているのか」
「なぜ，そのような結びつき
をしているのか」

★結びつき

「そこで生活することは，まわりの自然環境からどのような
影
えい

響
きょう

を受けているか」「そこで生活することは，まわりの自然
環境にどのような影響を与

あた

えているか」

★自然環境との関わり

「その地域は，どのような特
とく

徴
ちょう

があるのか」，
「この地域と他の地域ではどこが異なっているのか」
「どのような地域にすべきか」

★地域

「どのような場所なのか」★場所

【中学校の社会科各分野の主な学習内容】

18歳
さ い

へ…

※１～３年生で学習します。
◦歴史との対話
…年代の表し方，時代区分，
　資料の読み取り，技能
◦古代までの日本
…人類のおこり～12世紀ごろの歴史
◦中世の日本
…12世紀ごろ～16世紀ごろの歴史
◦近世の日本
…16世紀～19世紀前半の歴史
◦近代の日本と世界
…19世紀ごろ～20世紀前半の歴史
◦現代の日本と世界
…第二次世界大戦後～20世紀末ごろの歴史

【公民的分野】

よりよい社会を目ざして（中学校社会科のまとめ）

※３年生で学習します。
◦現代社会…現代社会の特

とく

徴
ちょう

，伝統と文化，社会とルール
◦政治…人権・日本国憲法，平和主義，国の政治，司法権，地方自治
◦経

けい

済
ざい

…消費者，生産のしくみ，金
きん

融
ゆう

と財政，労働と社会保障，日本の経済の課題
◦国際社会…主権国家，国際社会のしくみ，国際社会のかかえる課題

政治や経済，
国際関係など，
現代の社会の

しくみについて，
広く学習します。

日本と世界に
ついて，

さまざまな面から
学習します。

日本の歴史の
各時代について，

その時代の世界の動き
にも注意しながら
学習します。
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＊ベネルクス三国…ベルギー，オランダ，ルクセンブルクの，古くからつながりの深い三国を示す呼び名。

カタルーニャ州が独立した場合，良くなることと悪くなることを予想しよう。

バルセロナバルセロナ

マドリードマドリード

カスティーリャ語
カタルーニャ語
ガリシア語
バレンシア語
バスク語
アストゥリアス語
アラン語
アラゴン語

（『世界年鑑』ほか）

0 200km

P80-右

スペインの言語分布カタルーニャ州独立問題を象
しょう

徴
ちょう

するデモ（2018年）

一つになることの難しさ
　第二次世界大戦後，ヨーロッパでベネルクス三国＊関税同
盟から始まった「統合の流れ」は，経済だけではなく外交や
防衛などにも広がり，国家をこえた結びつきを強めています。
しかし，加盟国が増えるに従

したが

ってさまざまな課題が明らかに
なってきました。
スペイン・カタルーニャ州独立運動
　スペイン北東部，フランスと国境を接する場所にカタルー
ニャ州があります。カタルーニャ州の中心地バルセロナは世
界遺

い

産
さん

にも登録されるサグラダ=ファミリア聖
せい

堂
どう

をはじめ，
ガウディの建築物が有名で，世界中から観光客が集まる都市
です。また，オリンピックが開

かい

催
さい

された1992年以降は外国
企
き

業
ぎょう

も集まり経済が急成長し，スペインを代表する豊かな州
になりました。
　豊かな州でありながら，なぜ独立運動が盛

さか

んになったので
しょうか。スペインという一つの国家には，地

ち

域
いき

ごとに異
こと

な
った言語や文化をもつ人々が生活しています。例えば，カタ
ルーニャ州にはスペイン語を話す人もいれば，独自の言語で
あるカタルーニャ語を話す人もいるのです。経済が滞

とどこお

り政
府の財政が厳

きび

しくなると，カタルーニャ州の税収が他の地域

に使われ，自分たちには使われないことへの不満が聞かれる
ようになりました。カタルーニャ人は「それならば，独立し
てしまおう」という気持ちになったようです。そして，州民
投票の結果，独立宣

せん

言
げん

をしたカタルーニャ州に対し，投票は
憲法に違

い

反
はん

しており無効であるとする政府との間の溝
みぞ

はさら
に深まってしまいました。また，独立しても順調に発

はっ

展
てん

する
ことは難しいと心配する声もあります。
ヨーロッパを悩ます移民や難民の流入
　第二次世界大戦後，経済発展をした国では労働者不足を補

おぎな

うために海外からの労働力を受け入れました。「移動の自由」
が認

みと

められている現在ではさらにその数を増やしています。
また，内戦が続くシリアを中心にイスラム圏

けん

からの難民が大
量に命をかけてヨーロッパにやってきています。ドイツをは
じめヨーロッパ各国は，人道的な観点からも難民受け入れに
積極的な姿

し

勢
せい

を示しました。しかし，同じＥＵ加盟国であっ
ても移民や難民に対する考え方に違いがあります。例えば，
治安に対する不安には注目が集まっています。さらに，外国
人の文化を認めながら一緒に生活するのか，自分の国の文化
に合わせた生活をさせるのか，ＥＵ加盟国による政

せい

策
さく

の違い
も課題となっています。

ヨーロッパ州地
ち

域
いき

から世界を考えよう

EU統合の課題 多様性をどう考えるのか
EUは，市場や通貨の統合を進め，現在28か国が加盟しています(2018年)。一方，統合するという目標の中で，分

ぶん
離
り
独立を目ざす国内の

動き，大量の移民や難
なん
民
みん
の流入により，各国で考え方の違

ちが
いも出てきています。統合することの難

むずか
しさについて考えてみましょう。
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ソ連が南樺太・千島列島・北方領土
を不法占領
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ソ連解体，ロシア連邦（←p.78）が
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（ビザ）なし
での訪問を開始

3   北方領土に関する主なできごと

地図中で，北方領土，竹島，尖閣諸島を確かめよう。
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を見ると，カムチャ
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の間の国境線に気づきます。２本の国境線に挟
はさ

まれたシュ

ムシュ島からウルップ島までの島々は白で示されています。
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までは日本の領土ですが，２本の国境線の間に
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方領土とよびます。北方領土は，1945年の第二次世界大戦の終

結後にソ連に占
せん
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りょう

されました。終戦時には北方領土には約17000

人の日本人が生活していましたが，強制退
たい

去
きょ

させられました。北

方領土はソ連の解体後も現在に至
いた

るまでロシア連邦によって不法

に占
せん

拠
きょ

されています。日本政府は，ロシア連邦政府に対し，日本

固有の領土である北方領土の返
へん

還
かん

を求め続けていますが，いまだ

に実現されていません。一方で，1992年に始まった北方領土へ

北
ほ っ

方
ぽ う

領
りょう

土
ど

を
めぐる問題

のビザなし交流など民間での友好的な結びつきは続いています。

竹島周辺では，江
え

戸
ど

時代の初めから日本人が漁

業を行ってきました。1905年に政府は，竹島

を国際法に基
もと

づき島
しま

根
ね

県に編入し，日本固有の領土としました。

1952年以
い

降
こう

，韓
かん

国
こく

が竹島を自国の領土として主張し，現在まで

不法に占拠し続けています。日本はこれに抗
こう

議
ぎ

を重ねるとともに，

国際社会の場での話し合いを提案していますが，韓国は受け入れ

ていません。

　尖閣諸島は，1895年に沖
おき

縄
なわ

県に編入された日本固有の領土で

す。第二次世界大戦後には，アメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

の施
し

政
せい

の下に置かれ

ましたが，1971年に沖縄返還協定が結ばれ，翌
よく

年
ねん

日本に復帰し

ました。尖閣諸島は，アメリカ合衆国の施政の下にあった期間を

除いて日本が領有し，有効に支配を続けてきました。しかし，

1970年代から，周辺海域に埋
まい

蔵
ぞう

されているとされる資
し

源
げん

をめぐ

り，中
ちゅう

国
ごく

が領有を主張し始めました。近年，中国船が尖閣諸島周

辺の日本の領海や接続水域にたびたび侵
しん

入
にゅう

する事態が生じ，

2012年，日本は島々の大半を国有化しました。

　領土をめぐる対立については，武力衝
しょう

突
とつ

や戦争の原因となるこ

ともあります。各国が冷静に問題に向き合い，対立を乗り越
こ

えて

平和的な解決を目ざすことが重要です。

2

5

6

竹
た け

島
し ま

と尖
せ ん

閣
か く

諸
し ょ

島
と う

関連 歴史  ［現代］ 現在に残された課題／ 公民  ［国際社会］ 国家と領土

日本の領土をめぐって  ▶日本の国境をめぐるさまざまな動き3
日本の領土をめぐる対立について理解し，平和的な解決のために必要なことを考えてみましょう。学習課題

▲ p.92-93

2 持続可能な社会の実現に向け，課題解決に取り組むことができる内容の充実

社会的な課題を多面的・多角的にとらえ， 
考察することができる教材・内容

生徒が，現代や過去の社会的事象について，資料を的確に活用しながら多面的・多角的に 
考察することができ，情報を批判的に読み解いて公正に判断する力を養えます。

特色

2

地理的分野とSDGs（持続可能な開発目標）
世界地誌の学習 (p.47-128) では，章の導入ページで，州ごとの主題とともに，ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の
17の目標と関連する特徴的な地球的課題を扱うことを示しています。例えば，北アメリカ州の学習では，導入ページ

（p.92-93）で「北アメリカで学習する地球的課題」として，「多民族の共存の問題」を取り上げ，該当ページ（p.100， 
102-103）を示して導き，SDGsも意識しながら学習がより深まるように工夫しています。

領域をめぐる問題
見開き４ページを配当し，日本の領域に関する基礎的な学習から，北方領土，竹島，尖閣諸島といった日本の領土を
めぐる対立や現状についてしっかりと学べるように，多彩な資料と丁寧な記述で理解を深めます。

多面的・多角的な視点からとらえる
例えば「ヨーロッパ州(p.66-81)」では，EUを中心に「国々の結
びつき」を扱いますが，一方でイギリスのようなEU離脱（p.71

「地理の窓」）などの動きや一国内に見られる独立運動（p.80
特設ページ）などにも触れました。物事を一面的にとらえるの
ではなく，情報を批判的に読み解き，多面的・多角的に考察する
力が身につくように，各所で工夫を凝らしています。

〈地球的課題・ラインナップ〉
◇人口問題(アジア州) p.54-55
◇環境問題(ヨーロッパ州) p.76-77
◇人口・食料問題(アフリカ州) p.87-８９
◇ 多民族の共存の問題 

(北アメリカ州) p.100,102-103
◇ 環境・都市問題(南アメリカ州) p.111-115
◇ 多民族の共存の問題 

(オセアニア州) p.121,123-125

導入ページ 【p.92-93】
写真資料 ( 赤枠 ) から関心を高め，
該当ページに導きます。

該当ページ 【p.102-103】
各州の地球的課題について，しっか
り掘り下げて扱います。SDGsを想
起しながら学習を掘り下げていく
ことも可能です。

日本の国境をめぐるさまざまな動きを学習します
北方領土，竹島，尖閣諸島については，これまでの動き
や現状について豊富な写真資料とともに記述していま
す。地図についても位置関係がとらえやすいように，日
本海を中心に描いたものを掲載しました。【p.25】

日本の国土の広がりから
日本の領域の特徴をとらえ，領土・領海・領空
の区分など，基礎的な知識をコンパクトに学習
します。【p.22】

「ＥＵ統合 の 課題－
多様性をどう考 え
るのか」【p.80】

特色 2  − 2  のポイント：SDGs（持続可能な開発目標）／領域をめぐる問題／多面的・多角的な視点

◀︎ p.IV

1110
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地域調査の手引き 2

【調査計画書をまとめる】

【気づいたことや疑問を分類する】

地域調査の手引き 3

①�カードに書き出す ②�分類する ③�

整
理
す
る

4 ��地域で発生した主な災害の歴史

年代 主なできごと

1400年
ごろ 応

おう

永
えい

の築
ちく

堤
てい

1495年
明
めい

応
おう

３年の洪水
比
ひ

良
ら

地区の堤防が決
けっ

壊
かい

し，水が堤防内に
溜
た

まって蛇
じゃ

池
いけ

ができた。
1701年 元

げん

禄
ろく

13年の大火

1779年

安
あん

永
えい

８年の洪水
味
あじ

鋺
ま

・大
おお

野
の

木
ぎ

・比良地区の堤防が決壊し，
浸水した。尾

お

張
わり

藩
はん

は，それまでにない規
模で治水工事を行い，新

しん

川
かわ

をつくった。

1784年

新川開
かい

削
さく

尾張藩主が庄内川右堤を一部低くし，
「洗

あらい

堰
ぜき

」として新川に増水分を流す工事
を行った。

1891年 濃
のう

尾
び

地
じ

震
しん

西区でも震度６〜７

1959年 伊
い

勢
せ

湾
わん

台風
災害史最大の風水害。死者5098人

2000年 東海豪雨水害

発見したこと，疑問に思ったことを１項目につき１枚の
カードに書き出します。内容の似ているカードを集め，
グループ分けすることで，みんなの情報が整理できます。

2 ��東
とう

海
かい

豪
ごう

雨
う

水害の様子（2000年９月）

1 ��石
せき

碑
ひ

を調査する

3 ��地域の�
浸
しん

水
すい

状況図�
（2000年）

自然・環境班の例
◆�調査テーマ：地域の自然災害について
◆�調査で確かめたいこと：
１.庄

しょう

内
ない

川
がわ

で水害が起こりやすい理由
２.洗

あらい

堰
ぜき

がつくられた歴史
３.なぜ，堤防道路がくぼんでいるのか
４.過去に起きた水害の歴史
５.水害時の救助や避

ひ

難
なん

での地域の人々の活動
◆�調査方法：
１.�洗堰を訪

おとず

れ，どのような構造になっている
のかを調べる。

２.�庄内川流域の新・旧の地形図を手に入れ，
昔と今の地域の様子を比べる。

３.�消防団や消防局の人々に,地域の防災につ
いて聞いてみる。

４.�過去に地域で発生した自然災害について，
市役所や図書館で調べる。

◆�私たち歴史・文化班は，野外観察のときに，公園の中で大きな

石碑を見つけました。それは，「東海豪雨水害之碑」といって，

2000年9月に発生した水害の被
ひ

害
が い

や様子を伝えるものです。　

◆�この地域では，昔から水害がくり返し発生してきました。そのた

め，現在では庄内川の氾
は ん

濫
ら ん

を防ぐための遊水地が整備されてい

ます。そこにつくられた庄
しょう

内
な い

緑地は，一時的に氾濫した川の水を

ためておく役割をもった公園です。また，災害が発生したときの，

住民の避
ひ

難
な ん

場所として利用されていることもわかりました。

◆�私たちは，これまで名古屋市で発生した主な自然災害について

調べて，年表にまとめてみました。年表にまとめる中で，地域で

水害が発生する理由について，調べてみることにしました。

　�　また，地域に昔から住んでいる人に過去の土地利用の様子に

ついて，また，消防署の人に災害時の対応について，聞き取りを

行うことにしました。

昔，身近な地域で
こんな水害があったんだね。

知っている場所が，
広い範

はん

囲
い

で水
すい

没
ぼつ

したことに
驚
おどろ

きました。

地図帳の読み取りや地
ち

域
いき

の野外観察で気づいた

ことをカードに書き出し，それらの内容が似て

いるものを集めて，グループ分けをしましょう。そのグループご

とに調査班をつくり，調査を進めていきます。

　 次に，それぞれの班で具体的な調査の進め方に

ついて話し合いましょう。まず，調べたいこと

（テーマ）と，その目的をはっきりさせることが大切です。そのテ

ーマを解決するための仮
か

説
せつ

を考えて，確かめたいことを書き出し

ます。例えば，「人口の減少や国際化が進んでいるのではないか」

という仮説を立てた場合，年ごとの人口の変化と，国
こく

籍
せき

別の人口

の変化を確かめることで，仮説が正しいかどうかがわかります。

　その他に，必要な資料や情報は何か，どのような方法で調べる

のかなどを考え，調査計画書にまとめましょう。現地取材する場

所を地図の上に示して，聞き取りをする関係者についてリストア

ップすると，調査のイメージがつかみやすくなります。

テーマごとの
調査班をつくる

調査計画を
立てるポイント

◦自然・環
か ん

境
きょう

班… ……名古屋で発生した自然災害… →
◦人口・都市班………都市の開発… →
◦産業班………………都市の中の農業… →
◦商業・交通班………ショッピングモールの立地… →
◦歴史・文化班………地域の治水の歴史… →

地形図の読み取り，現地の観察，聞き取り
新旧の地形図比較，文献調査，統計資料の加工
文
ぶ ん

献
け ん

調査，統計資料の加工，聞き取り
今と昔の風景の比較，聞き取り
文献調査，博物館や資料館の利用，聞き取り

班の名前 調査テーマ 調査方法・資料の例

調査の計画を立てる  ▶調査活動の進め方2
調査内容と調査方法を確かめよう。学習課題
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村上木彫堆朱
むらかみ き ぼりついしゅ

越後三条打刃物
えち ご さんじょううち は もの

十日町絣
とおか まちがすり

越中和紙
えっちゅう わ　し

七尾仏壇
なな お ぶつだん

高岡銅器
たかおかどう き

輪島塗
わ じまぬり

山中漆器
やまなかしっ き

越前漆器
えちぜんしっ き

加茂桐箪笥
か　も きりたん す

小千谷縮
・紬

お　ぢ　や ちぢみ

塩沢紬
しおざわつむぎ つむぎ井波彫刻

い なみちょうこく

若狭めのう細工
わか さ　 　　　　 ざい く

越前和紙
えちぜん わ　し

越前焼
えちぜんやき

九谷焼
く たにやき

加賀友禅・金沢箔
か　が ゆうぜん  かなざわはく

漆器
織物
仏壇
金工品
陶磁器
木工品
和紙
その他

しっ き

おりもの

ぶつだん

きんこうひん

とう じ　き

もっこう

（伝統的工芸品産業振興協会資料）

0 100km

P208-1

2  日本の最深積雪量の分布

年最深積雪量（1981～2010年の平年値）
240cm以上 20cm～60cm未満
140cm～240cm未満
60cm～140cm未満

20cm未満
（北方領土は資料なし）

（気象庁資料）

500km０

p226-2_190226.ai

5   米
べい

菓
か

を生産する工場（新潟県新潟市）

4   中部地方の主な県の農業生産額の割合

北陸地方で伝統産業が盛
さか

んになっ
た理由を一つあげよう。

北陸地方では，多雪地域であるこ
とを生かして，どのような産業が

発達してきたのか，まとめよう。

表現

確認

その他

米 57.0% 野菜
14.1

畜産
20.8

8.1

68.2% 8.9 14.1 8.8

52.2% 18.8 17.3 11.7

64.3% 18.2 9.9 7.6

6.7
% 13.6 8.6 71.1

19.1% 33.9 12.1 34.9

19.5% 29.8 38.7 12.0

8.7
% 32.1 21.5 37.7

9.3
% 36.9 27.6 26.2

18.6% 26.1 35.4 19.9

新潟県
2488億円 

富山県
661億円

石川県
548億円

福井県
473億円

山梨県
940億円

長野県
2475億円

岐阜県
1173億円

静岡県
2263億円

愛知県
3232億円

全国
9兆3787億円

0 50 100％

にいがた

やまなし

なが の

ぎ ふ

しずおか

あい ち

ちくさん

1   北
ほく

陸
りく

地方の 
伝統的工芸品の産地と地場産業 
1 輪

わ
島
じま

塗
ぬり
（2018年 石

いし
川
かわ

県輪島市）， 
2 眼
め が ね

鏡フレーム（2012年 福
ふく

井
い

県鯖
さば

江
え

市）， 
3 高
たか

岡
おか

銅
どう

器
き
（2016年 富

と
山
やま

県高岡市）

1 2 3
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鯖
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）

竹細工（別府）
たけざい く 　べっ ぷ

べっ甲（長崎）
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おおしまつむぎ  あま み

毛
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泉
大
津
）

自
転
車・打
刃
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堺
）

真
珠
加
工（
志
摩
）

赤
津
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瀬
戸
）

も
う
ふ

　
い
ず
み
お
お
つ

水
晶
貴
石
細
工（
甲
府
）

す
い
し
ょ
う
き
せ
き
ざ
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く

　こう
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づ
や
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　と

じ
て
ん
し
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う
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さ
か
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し
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う

　し

　ま

醤油（野田・銚子）
しょう ゆ 　 の　だ 　ちょう し　

大島紬（奄美）

結城紬（結城・小山）
ゆう き つむぎ お やま

まし こ やき

あい づ ぬり　あい づ わかまつ

みや ぎ でんとう 　　　　　　 おおさき

なん ぶ てっ き 　もりおか   おうしゅう

かば　おう ひ 　ざい く 　せんぼく

か　ぐ 　あさひかわ

ごうばん　きよさと

つ がるぬり　ひろさき

きぬおりもの　きりゅう

益子焼（益子）

絹織物（桐生）

会津塗（会津若松）

宮城伝統こけし（大崎）

南部鉄器（盛岡・奥州）

樺（桜皮）細工（仙北）

（『中小企業白書』ほか）

c_p227-3_z_cyuubu_190322.ai

西陣織，京友禅，
京焼・清水焼（京都）

にしじんおり きょうゆうぜん

きょうやき きよみずやき きょう と

ケミカルシューズ（神戸）
こう べ

川辺仏壇（南九州）
かわなべぶつだん みなみきゅうしゅう

土佐和紙（南国・土佐）
と さ わ し なんこく

うちわ（丸亀）
まるがめ

タオル（今治）
いまばり

伊万里焼・有田焼
（伊万里・有田）

い ま り やき あり た

久留米絣
（久留米）

く る め がすり

家具（大川）
か ぐ おおかわ

博多織（福岡）
はか た おり ふくおか

萩焼（萩）
はぎやき

焼酎（人吉・球磨郡）
しょうちゅう ひとよし く ま

玩具（墨田区）
がん ぐ すみ だ

寄木細工（箱根）
よせ ぎ ざい く はこ ね

（2017年 農林水産省資料）

雪が多いことを
暮らしに生かすって，
どういうことかな。

3  日本の主な地場産業の分布

北陸地方は世界有数の多雪地域です。冬の間，

積雪によって農業生産ができないため，北陸地

方の農家ではかつて副業が盛
さか

んで，それが産業となって発達しま

した。輪
わ

島
じま

市の漆
しっ

器
き

，鯖
さば

江
え

市の眼
め が ね

鏡フレームなど，多くの産業が

地域に根づき，地場産業として経済を支えています。また，京の

都
みやこ

との結びつきを重視した加
か

賀
が

藩
はん

の城下町であった金
かな

沢
ざわ

市では，

茶
さ

道
どう

や生け花などの伝統文化が人々の暮らしにとけ込
こ

み，和
わ

菓
が

子
し

などの食品や料理の中にも生きています。陶
とう

磁
じ

器
き

の九
く

谷
たに

焼
やき

，加
か

賀
が

友
ゆう

禅
ぜん

，金
きん

箔
ぱく

などの生産も盛んで，現在でも伝統的工芸品として受

け継
つ

がれています。近年は，どの産業も後
こう

継
けい

者
しゃ

の不足や海外製品

との競争などの課題を抱
かか

えていますが，新しい製品の開発や産地

のブランド化などで，新しい方向を探
さぐ

る動きもみられます。

多雪地域の豊富な水資
し

源
げん

による発電や工業用水

を利用して，富
と

山
やま

市の周辺ではアルミニウム加

2

3

1

北陸地方の地
じ

場
ば

産業・伝統工芸

自然条件を生かす

工や化学工業，機械工業などが発達しています。新
にい

潟
がた

県では，か

つて盛んだった石油採
さい

掘
くつ

に端
たん

を発する金属・機械工業が発
はっ

展
てん

して

います。金沢市周辺でも繊
せん

維
い

産業との関係から発展した機械工業

がみられます。福
ふく

井
い

県と石
いし

川
かわ

県は織
おり

物
もの

工業が発展し，現在でも化

学繊
せん

維
い

の大きな産地となっています。

北陸地方の沿岸部の平野では，水に恵
めぐ

まれてい

ましたが，米作りのためには用水路や排
はい

水
すい

施
し

設
せつ

の整備が必要で，干
かん

拓
たく

などの土地改良が行われてきました。その

結果，農作業の機械化も可能となり，収
しゅう

穫
かく

量も増えました。土地

改良は富山県の黒
くろ

部
べ

川
がわ

扇
せん

状
じょう

地
ち

などでも行われました。栽
さい

培
ばい

しやす

く，おいしい米を作るための品種改良や，早い時期に田植えや収

穫を行うなどの栽培技術も工夫されました。夏の日照時間が長く

米作りに適していた北陸地方は，土地改良などの工夫によって，

国内有数の稲
いな

作
さく

地帯となりました。稲作が盛んなことから，北陸

地方では米を原料としたせんべいなどの米
べい

菓
か

や，餅
もち

，日本酒など

を作る食品工場もみられます。菓子の ｢柿
かき

の種｣ は新潟県が発
はっ

祥
しょう

であるなど，米菓会社間の競争は多くの商品を生み出しました。

4

1

5

米どころの努力

1 米の消費量の減少，価格の低下などや，近
年では高

こ う

齢
れ い

化や後
こ う

継
け い

者
し ゃ

の不足もあり，米作りを
やめてしまう農家も増えました。そこで，家族
単位で農業をしていた農家どうしが，協力して
組合や会社というかたちで農業を営むという新
しい動きも進んでいます。

関連 地理  (p.250-251)東北地方の伝統文化

多く降る雪を生かした産業  ▶北
ほく

陸
りく

地方の産業と水との関係5
北陸地方の産業は，多

た

雪
せつ

地
ち

域
いき

という条件をどのように生かしながら発
はっ

展
てん

してきたのでしょうか。学習課題
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中国 28.0％

中国
10.4

その他 20.6

その他
8.5

朝鮮と韓国 5.3
インドネシア 3.6

韓国 16.5

ベトナム
12.1

フィリピン 9.9

フィリピン
16.1

ベトナム
10.4

ペルー 7.1
ブラジル 7.4

ブラジル
38.6％

ネパール 3.3

273万人 23963人

台湾 2.2
たい わん

かん こく

ちゅう ごく

ちょう せん

（2018年末 法務省） （2018年10月1日現在 浜松市）

国
こく

籍
せき

（出身地）別外国人数の割合（左：日本，右：浜松市）

浜松市の外国人共生の取り組み
　浜松市の外国人の総数は２万3000人ほどです（2018年
４月）。外国人人口の内

うち

訳
わけ

をみるとブラジル人が約40％を占
し

めています。ブラジル人が多い理由として，自動車・オート
バイの輸送用機械などの工場が多く，仕事があることや，ブ
ラジル人向けの店など，ブラジル人が暮らすのに便利な生活
環
かん

境
きょう

が整っていることがあげられます。1990年に日本への
入国に関する法

ほう

律
りつ

が改正され，｢日系人｣ の日本での労働条
件が緩

かん

和
わ

されると，南アメリカから２世・３世を含
ふく

めた ｢日
系人｣ の労働者が急増しました。そこには経済的な理由に加
え，関係の深い国である日本の文化への愛着や関心もみられ
ます。労働者を必要とする製造業が多く立地する浜松市は，
主として南アメリカ出身の日系人が暮らす，日本国内の都市
によって結成された「外国人集住都市会議」の一員です。ま
た，多文化共生の国際連

れん

携
けい

「インターカルチュラル・シテ
ィ・ネットワーク」＊にも加

か

盟
めい

し，外国人との共生を都市の
発
はっ

展
てん

の好機ととらえ，さまざまな政
せい

策
さく

を進めています。
　浜松市では外国人共生の取り組みとして，外国人児童・生
徒に対してさまざまな就

しゅう

学
がく

支
し

援
えん

を行い，2013年には不就学
ゼロを達成しました。市では外国人児童・生徒が多数通う学

校にバイリンガル（２か国語を話せる人）の ｢就学支援員｣ を
配置しています。就学支援員は，常に学校にいて授業中は子
どものそばに付き添

そ

い，授業内容を理解できるように母国語
でサポートし，学級通信などの書

しょ

類
るい

の翻
ほん

訳
やく

なども行っていま
す。そうした学校には教員を多く配置し，個別に指導する「取
り出し授業」なども行っています。近年では日本生まれの外
国人も増加し，2018年に入学した小学１年生の外国籍児童
のうち約７割が日本生まれの日本育ちです。浜松市では日本
語教室に加え，母国語教室を開設し，母国語の習得を通して
母国の言葉や歴史などにも触

ふ

れられる機会を設けています。
日本で暮らす外国人のいま
　2018年末現在，日本に居住する外国人の総数は約273万
人で，国内総人口の約２％を占めています。その多くは，仕
事を求めて日本へやってきます。以前は，日系ブラジル人な
ど，南アメリカからの入国者が多かったのですが，近年は特
にベトナムからの入国者が多くなっています。
　今後，多文化共生のために，特定の地域からの入国者だけ
でなく，さまざまな地域の言語文化に対し多様な対応が求め
られます。バイリンガル支援者の人材育成と共に，日本人の
側からも理解しようとする気持ちを育むことが必要です。

日本語の学習支
し

援
えん

を受ける日系ブラジル人の中学生
（2019年 静岡県浜松市）

＊ 他の地域からの移住者や少数者によってもたらされる文化的な多様性について，それをよい機会ととらえ，都市の活力や成長などに生かしていこうとする政策。ヨーロッパを中心に，世
界の100をこえる都市が加盟している（2018年現在）。

外国人が日本で暮らす場合に，暮らしやすいと感じられるには何が必要か，話し合おう。

中部地方現代日本の課題を考えよう

多文化共生について考える 浜
はま

松
まつ

市を例に
日本で暮らす国

こく
籍
せき
・地

ち
域
いき
別の外国人数をみると，中

ちゅう
国
ごく
や韓

かん
国
こく
の人々に次いで，ベトナムやフィリピン，ブラジルの人々が多いことに気づき

ます。ここでは，静
しず
岡
おか
県浜松市を例に，工業が盛

さか
んな中部地方で暮らす日系の人々を通して，多文化共生について考えていきましょう。
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言葉や文化的背景の異
こ と

なる人々が生活し，よりよい社会をつくり，発展させていくためには，多文化・多民族の
共生の実現を「持続可能な社会」の視点で考えていく必要があります。アイヌ民族の歴史と現状をふまえて，意見
を交

こ う

換
か ん

しましょう。

０ 200km

「ベツ」地名

  樺太
（サハリン）

択捉島

国後島

千
島

列
島

「ナイ」地名

カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
半
島

オ ホ ー ツ ク 海

（正井泰夫による）

くなしりとう

からふと

え とろふとう

 北海道庁の赤れんが庁舎の外
がい

壁
へき

に，プロジ
ェクションマッピングによって浮かび上がる
アイヌ文

もん

様
よう

（2018年 札
さっ

幌
ぽろ

市）
 アイヌ語地名も併

へい

記
き

されている
看板（旭

あさひ
川
かわ

市）

「ベツ」「ナイ」 
　（「川」の意味） 
　がつく地名の 
　分布

ムックルは竹片を指や糸ではじき，口内に響
ひび

かせて音を出します。

アイヌ民族の文化や歴史を発信する拠
きょ

点
てん

として，2020年にオープン予定の国立
の施

し

設
せつ

です。アイヌ民族の世界観や自然観を学ぶことができます。

 ムックル（口
こう

琴
きん

）を奏
かな

で，ウポポ（歌）を歌う（帯
おび

広
ひろ

市）  アイヌ文化発信空間のオープンイベントの様子 
（2019年 札幌市）

アイヌ民族の生活と近代化の歩み
　アイヌ民族は「自分たちに役立つもの」や「自分たちの力
の及

およ

ばないもの」を「カムイ（神）」として古くから信
しん

仰
こう

の対
象としてきました。アイヌの人たちは，北海道全域のほか，
樺
から

太
ふと

（サハリン）や千
ち

島
しま

列島，東北地方の一部で，さけなどの
漁労や鹿などの狩

しゅ

猟
りょう

のほか，山菜などの採集やヒエや粟
あわ

など
の雑

ざっ

穀
こく

類
るい

の栽
さい

培
ばい

を行うなど，自然環
かん

境
きょう

と共生した生活を営ん
でいました。また，川や海を船で移動し，大陸との交

こう

易
えき

も行
っていました。
　特に江

え

戸
ど

時代以降になると，本州などから渡
わた

ってくる和
わ

人
じん

が増え，アイヌ民族は漁業労働者として酷
こく

使
し

され，和人がも
ち込

こ

んだ病気が広がるなどして，アイヌ民族の人口は減って
しまいました。明治時代に入ると，政府は北海道を大規模に
農地化する開

かい

拓
たく

政
せい

策
さく

をとったために，森林は次々に伐
ばっ

採
さつ

され
て水田や畑に開

かい

墾
こん

され，アイヌ民族の生活の場は急速に失わ
れていきました。その後，同化政策が進み，その一つとして，
1899年に「北海道旧

きゅう

土
ど

人
じん

保護法」が制定されました。また，
漁労や狩猟の権利を奪

うば

われるなど，生活を圧
あっ

迫
ぱく

されました。
アイヌ語を禁止され，独自の風

ふう

俗
ぞく

や習慣は否定され，その伝
承は難しくなりました。しかし1997年，多くの人々の努力
により ｢アイヌ文化振

しん

興
こう

法｣ が制定され，｢北海道旧土人保護
法｣ は廃

はい

止
し

されました。また，2007年９月の国連総会で 
｢先住民族の権利に関する国連宣言｣ が20年以上の作業を経
て決議されると，2008年には，国会において ｢アイヌ民族

を先住民族とすることを求める決議｣ が採択されました。そ
れでもアイヌ民族の奪

うば

われた権利が回復されるには，なお多
くの努力が必要です。
アイヌ文化の継

けい
承
しょう

と新たな文化のかたち
　現代の日本では，グローバル化や情報化の中で，各地の特
色ある伝統文化はしだいに失われつつあります。そうした中
にあって，アイヌ民族の文化の再評価が進められています。
例えば，北海道や東北地方北部には，アイヌ語に由来する地
名が多くみられます。これまでの地名表示の看板では，漢字
で書かれた地名が大きく表示され，アイヌ語地名は表示され
ないか小さく書かれていました。しかし，現在では同じ大き
さで書かれるなど，表示が改善された看板も一部で見られる
ようになってきています。
　さらに，伝統を尊重しつつ，現代のさまざまな文化と融

ゆう

合
ごう

させてアイヌ民族の文化を伝える新たな取り組みも進められ
ています。例えば，現代音楽とアイヌ民族の伝統舞

ぶ

踊
よう

を組み
合わせた作品，アイヌ文

もん

様
よう

を組み入れた装
そう

飾
しょく

品や衣服なども
増えてきています。また，北海道を訪

おとず

れる外国人観光客が多
くなってきていることもあり，アイヌ民族の文化についての
情報発信をする空間が2019年に札

さっ

幌
ぽろ

市の地下街に設けられ
たり，同年に大

だい

英
えい

博物館で開
かい

催
さい

される漫
まん

画
が

展
てん

では，アイヌ民
族を題材とした漫画のキャラクターがシンボルとして採用さ
れたりするなど，アイヌ民族の文化は，伝統の継承とともに，
新たなかたちを生み出しながら進

しん

展
てん

を続けています。
「持続可能な社会」へ向けて
　これまで学習してきたように，北海道地方には広大な土地

と自然環境を生かした産業が根づいています。先住民族であ
るアイヌ民族の歴史と文化を知ることは，北海道地方の地域
的特色を理解するうえで重要なことです。
　さらに，アイヌ民族の歴史・文化に対する理解の促

そく

進
しん

，文
化の継承や創造・発展のための拠

きょ

点
てん

として，「民族共生象
しょう

徴
ちょう

空間」（国立アイヌ民族博物館・国立民族共生公園）が，2020
年４月完成に向けて白

しら

老
おい

町
ちょう

に建設されています。アイヌ民族
の歴史，文化を理解し，これからの社会を共によりよいもの
にしていくためには，さまざまな課題を共有し，解決に向け
て取り組むことが必要です。アイヌ民族の文化に着目し，多
様な文化をもつ人々が共に「持続可能な社会」を創っていく
ために必要なことについて考えていきましょう。

 先住民族音楽祭でのアイヌ音楽の演奏（2014年 札幌市）  民族共生象
しょう

徴
ちょう

空間「ウポポイ」の完成予定図（白
しら

老
おい

町
ちょう

）

北海道地方現代日本の課題を考えよう

アイヌ民族の文化に学ぶ 持続可能な社会づくりの視点から
北
ほっ
海
かい
道
どう
などには，独自の言語や文化をもつ先住民族のアイヌの人たちが暮らしています。現在の北海道や東

とう
北
ほく
地方の地名の一部にも，

アイヌ語に由来するものがみられます。アイヌ民族の歴史や文化を理解し，多文化との共生について考えてみましょう。

▲ p.136-137

▲ p.113

▲ p.270-271

p.226 ▶︎

2 持続可能な社会の実現に向け，課題解決に取り組むことができる内容の充実

身近な地域から社会を考えることができる教材・内容
　　　　　地理的分野で大事にしたい「身近な地域の学習」については，生徒自らが地域調査に
臨めるような工夫だけでなく，地域の伝統文化を大事にしている事例や，地域で進んでいる多文
化共生のすがたを取り上げ，学習を深めていきます。

特色

3

身近な地域を調査する
「地域調査の方法を学ぼう (p.133-146)」では，防災を主なテーマに地域を調べていきます。班ごとにテーマを決
め，資料収集を行い，地域の歴史を探ります。また，地形図の読み取り，新旧の地図の比較やグラフの作成方法など
の地理的技能も学びます。一般的な調査過程に沿った記述と，名古屋市をモデルとしたより具体的な記述の二種類で
地域調査に取り組みやすいように，生徒の目線に立ったパラレルなストーリーが展開します。

地域の 
伝統文化を大事に
地域 の 伝統文化 の 現状は
もちろん，「なぜ文化が受
け継がれてきたのか？」に
まで踏み込んで，地理的分
野 ならで は の 伝統文化を
丁寧に描き出しています。
特設ページでは，アイヌ民
族の文化も扱っています。

多文化共生社会を見つめて
南アメリカ州(p.106-117)では，日系の人々の生活を取り上げています。一方で，日本の中部地方の特設ページ「多
文化共生について考える（p.228）」では，現代の日系人の暮らしを描きました。関東地方でも国際化に触れていま
す。多文化共生社会に注目したテーマを多く取り入れました。

地域の人々の声
世界地誌・日本地誌
の学習を中心に，そ
こに暮らす人々の話
が織り込まれていま
す。臨場感あふれる
内容になっています。
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アマゾン
盆地

アマゾン川赤道

（1990年～2015年の平均 FAO資料）FAO資料） 00 4000km4000km

P113-5

国・地域ごとの森林面積の1年当たりの変化
5000km2をこえる減少
2500km2以上5000km2未満の減少
500km2以上2500km2未満の減少
わずかな増減
500km2以上2500km2未満の増加
2500km2以上5000km2未満の増加
5000km2をこえる増加

アマゾン川の流域の森林が失われ
ている理由を書き出そう。

アマゾン川の開発による環境問題
について，調べてまとめよう。

表現

確認

0

100

200

300

400

500

600
万㎢

15年10052000901983

494
520

471475478

570

1   宇宙からとらえたアマゾン川流
りゅう

域
いき

の開発の様子（1989年[左]，2012年[右] ブラジル･ロンドニア州）

2   ブラジルの森林面積の変化

3   アマゾン横断道路（1990年代 ブラジル）

4   アマゾン川流域のダム建設に反対する 
先住民（2012年 ブラジル）

5   世界の森林面積の変化 み こう解読
1 資料 5 から，森林面積が増えている地域，
減っている地域を読み取り，地域名をあげ
よう。
2 森林面積が大きく減少した地域について，
共通する点をあげよう。
3 アマゾン川流域の森林面積の変化は，地
球環

かん
境
きょう

にどのような影
えい

響
きょう

を及
およ

ぼすか考えて
みよう。

（FAO統計）

アマゾン川は多くの支流をもち，その流
りゅう

域
いき

はブ

ラジルだけでなく周辺の国々にまで広がってい

ます。流域には広大なアマゾン盆
ぼん

地
ち

が広がり，先住民が小さな集

団に分かれて暮
く

らしていました。19世紀中ごろから，ここで天

然ゴムの栽
さい

培
ばい

が始まると，多くの人々が移住してきました。

　アマゾン川は水量が多いため，大型船で上流までさかのぼるこ

とができます。大
たい

西
せい

洋
よう

から1600km離
はな

れているマナオスは，ア

マゾン川の本流に支流が合流する交通の要所で，さらに上流へ行

く小型船と下流から来た大型船との間を乗客が行き来します。

第二次世界大戦後，ブラジルは国家の計画とし

て，アマゾン川流域の開発を進め，約5500km

に及
およ

ぶアマゾン横断道路を建設しました。道路が建設されると，

大企
き

業
ぎょう

による木材資
し

源
げん

や鉱産資源の開発も進みました。開発の目

的の一つは，土地をもたない貧しい農民を人があまり住んでいな

い土地へ移住させることでした。しかし，熱帯林を切り開いたも

のの，土に含
ふく

まれる栄養分が少ないことなどから，農作物が十分

育たず，移住計画は期待どおりには成功しませんでした。

p.107- 6

1

3

大河川アマゾン

流域の地域開発

アマゾン川流域では，道路とそれに沿
そ

った農地

や牧場の開発などのために広大な熱帯雨林が伐
ばっ

採
さい

され，環
かん

境
きょう

破
は

壊
かい

が深
しん

刻
こく

化しています。地球の熱帯雨林の３分の

１を占
し

め，多様な生物がみられるこの地域では，大
だい

規
き

模
ぼ

なダムの

開発により森林や住まいが水
すい

没
ぼつ

し，自然と共に暮らしてきた先住

民の生活がおびやかされるという問題も生じています。

南アメリカの国々のように，人口の増加と貧困

に悩
なや

むところでは，食料生産の増大や資源の開

発と，輸出による経
けい

済
ざい

成長が課題となってきました。一方，生産

力を高めるための大規模な資源開発や農業開発は環境を破壊して

きました。開発によって農民は必ずしも豊かになったわけではな

く，新たな生活に期待を抱
いだ

いて都市に移住する人々もいます。

　現在，短期的な考えでなく将
しょう

来
らい

の世代のことも考え，環境の保

全に配
はい

慮
りょ

した持続可能な開発が望まれています。近年は，開発に

よる森林破壊をくい止めるため，保護地域の指定や人工衛星を活

用した監
かん

視
し

と管理の強化などの取り組みが進み，破壊の進み方が

おさえられてきました。地域の環境によく適応し，そこで暮らし

てきた先住民の知
ち

恵
え

を生かした，環境への負
ふ

担
たん

が小さい農業のあ

り方を検
けん

討
とう

していく必要があるといわれています。

2 5

4

2 5

開発と生活

持続可能な開発

　日系人の農家が，1970年代にアマゾン川河
口に近いトメアスで，環境に負

ふ

担
たん

の少ない農業
を始めたと聞いています。数種類の農作物や樹

じゅ

木
もく

を混ぜて植えることで，絶えず収
しゅう

穫
かく

があり安
定した収

しゅう

入
にゅう

をあげながら，森林を保全する農法
で，アグロフォレストリーとよばれています。
暮らしを支えるとともに環境を保全する持続可
能 な 農 法 と し て 注 目 さ れ， 国 際 協 力 機 構

（J
ジ ャ イ カ

ICA）も支
し

援
えん

しています。アグロフォレスト
リーで栽

さい

培
ばい

されたカカオを使ったチョコレート
は，日本でも発売されているそうですよ。

日
にっ

系
け い

人の花
は な

田
だ

さんの話

関連 地理  (p.76-77)環境問題，持続可能／ 公民  ［国際社会］持続可能性

森林が失われていく
理由を考えてみよう。

アマゾン川流
りゅう

域
い き

の地
ち

域
い き

開発  ▶進
しん

展
てん

する開発と変化する環
かん

境
きょう

3
アマゾン川流域の開発には，どのような特色や課題がみられるのでしょうか。学習課題

特色 2  − 3  のポイント：地域調査／伝統・文化／多文化共生

「多文化共生について考える」【p.228】
ブラジルから来て日本で暮らす外国人の
現状を描いています。

生徒による調査 
過程を再現する 
構成・記述
調査活動のモデル
ケースを示してお
り，どの 地域 でも
学びやすくなって
います。

地域調査の手引き
調査活動に必要な
視点と方法につい
ては，特に強調し
て示しています。

事例地域における調査活
動をリアルに表現した，ス
トーリー展開重視の記述

1312

good
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5

10

5

◆次の手順で，日本の略地図を描きましょう。

◆ 1 ～ 3 を確かめて，省略するものを考えながら
描きましょう。

1 日本列島と中国，ロシア連
れん

邦
ぽう

，樺
から

太
ふと
（サハ

リン），朝
ちょう

鮮
せん

半島の位置関係を確かめましょう。
2 北

ほく
緯
い
（ア）度，東

とう
経
けい
（イ）度の線に気をつけま

しょう。これらの線と日本列島との位置関係
をよく見て描きましょう。
3 千島列島，北海道･本州･四国･九州とそ
の周辺の島々がどのような形で連なっている
か，確かめましょう。

日本の略地図を描
え が

いてみよう

地理の

空
くう

欄
らん

（ア）・（イ）にあてはまる数字を入れてから，日
本列島の海岸線を太いペンでなぞりましょう。
Q

北緯（ア　　　　　）度

東経（イ　　　　　）度

45°

40°

30°

25°

20°

145° 150° 155° 160°125° 130°120° 135°

日本の白地図に都道府県名,県庁
所在地名を記入し，整理しよう。

自分の住んでいる都道府県名や市
町村名の由来を調べよう。

表現

確認

3

6

4

5

7

2 1

札幌

青森

盛岡
秋田

仙台

福島

名古屋
津

奈良
和
歌
山

大津

福井
千葉

水戸

富山

東京
横浜

さいたま

広島山口
松山

熊本

宮崎

山形

地方

地方

地方

地方

地方

地
方

地
方

前橋長野金沢

松江 鳥取

岡山

福岡

佐賀

長崎

鹿児島

那覇

大分

高知

高松
徳島

神戸

岐阜京
都大
阪

甲府
静岡

新潟

宇都宮

北海道

青森県

福島県

栃木県 群馬県
長
野
県

山梨県

岐
阜
県

和
歌
山
県

兵
庫
県

鳥取県

岡山県
広島県

岩手県

宮城県

茨城県

東京都

神奈川県
千葉県

静岡県

奈良県
滋賀県

大
阪
府香川県

三重県
徳
島
県高知県大分県

宮崎県

福
岡
県

秋田県

新潟県

埼玉県

石川県

京都府

富山県

島根県

山口県
佐賀県

鹿児島県

鹿児島県

熊本県

長崎県

沖縄県

愛媛県

愛知県

福井県

山形県

N

0 200km

P132-1

2   都道府県の特産品と関連させた 
キャラクターの例 P133-4

札幌

秋田 盛岡

青森

仙台山形

新潟 福島
宇都宮

水戸

千葉
さいたま

前橋
甲府

静岡

長野

岐阜

富山
金沢
福井大津

京都鳥取

岡山

高松
徳島

高知

松山

広島
松江

山口

福岡佐賀

長崎
大分

宮崎
鹿児島 那覇

熊本

神戸

大阪
和歌山

津
奈良名古屋

東京
横浜

城下町
港町
門前町
その他

じょう か まち

０ 500km

2

1   日本の都道府県と七地方区分

み こう解読
1 地図中の空

くう
欄
らん

①～⑦にあてはまる地
方区分名を書こう。
2 都道府県名に下線がある場所の県庁
所在地名を，地図帳で確

かく
認
にん

しよう。

5   地域の特色を取り入れた 
「ご当地ナンバー」の例

4   都道府県庁所在地と成り立ち

青
あお

森
もり

県

愛
え

媛
ひめ

県

静
しず

岡
おか

県

山
やま

形
がた

県

1 明
め い

治
じ

時代の初め（1871年），すべての藩
は ん

を
廃
は い

止
し

して県を置き，新たに県
け ん

令
れ い

（知
ち

事
じ

）を任命し
ました。これを廃藩置県といいます。最初は約
300もの県がありましたが，統合や廃止の結
果，1888年には，１道（北

ほ っ

海
か い

道
ど う

）３府（東
と う

京
きょう

・
大
お お

阪
さ か

・京
きょう

都
と

）43県になりました。

1 門前町（2018年 長
なが

野
の

市）／ 2 港町（2018年 長
なが

崎
さき

市）

このような平地にあ
る県境はめずらしく，
近年，整備が進んで
います。

1

3   栃
とち

木
ぎ

･群
ぐん

馬
ま

･ 
埼
さい

玉
たま

の県境に 
立つ看

かん

板
ばん

 
（2017年）

日本は47の都道府県に分かれ，各地の政治を

行っています。一つ一つの都道府県や市区町村

などを地方公共団体（地方自治体）といい，公立学校・図書館の建

設・運営など，住民のための仕事を行っています。

　都道府県は，1871年に廃
はい

藩
はん

置
ち

県
けん

が行われたのち，近代国家に

向けてさまざまな仕組みがつくられていく中で決められました。

現在の47都道府県になったのは，アメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

から沖
おき

縄
なわ

が返
へん

還
かん

された1972年のことです。

　都道府県の境には，山間部の峠
とうげ

や河川，湖などの自然の地形な

どが多く見られます。県境を定めた理由には，さまざまな歴史的

背
はい

景
けい

があります。例えば，富
ふ

士
じ

山
さん

の山頂付近のように境界が未確

定である場所も存
そん

在
ざい

しています。

1

1

3

都道府県と
地
ち

域
い き

区分

都道府県庁所在地の多くは城
じょう

下
か

町
まち

として発達し

たものです。城下町は，かつてその地域を治め

ていた大
だい

名
みょう

などの住む城を中心に形成されました。その他，都道

府県庁所在地には，港を中心とした港
みなと

町
まち

や，寺院や神社を中心と

して発達してきた門
もん

前
ぜん

町
まち

などもみられます。都道府県庁所在地の

成り立ちについて調べてみましょう。

4

4

都道府県庁
所在地の成り立ち

関連 歴史  ［近代］ 廃藩置県，［現代］ 沖縄の本土復帰／ 公民  ［政治］ 地方自治

47の都
と

道
ど う

府
ふ

県
け ん

  ▶都道府県の位置と名前4
47都道府県の位置と名前，都

と

道
どう

府
ふ

県
けん

庁
ちょう

所
しょ

在
ざい

地
ち

の成り立ちは，どのように整理できるのでしょうか。学習課題

2

1

-

-
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青森
あおもり

青森
あおもり

新潟
にいがた

若松
わかまつ

山梨
やまなし

広島
ひろしま

山口
やまぐち

福岡
ふくおか

長崎
ながさき

熊本
くまもと

八代
やつしろ

大分
おおいた

松山
まつやま

岐阜
ぎ　ふ

新川
にいかわ

静岡
しずおか

浜松
はままつ

度会
わたらい

長浜
ながはま

豊岡
とよおか鳥取

とっとり
新治
にいはり 埼玉

さいたま

群馬
ぐん ま長野

なが の

足羽
あす は

敦賀
つる が

浜田
はま だ

高知
こう ち 大津

おお つ

宇和島
う　わ じま

七尾
なな お

筑摩
ちく ま

栃木
とち ぎ

開拓使
かいたく し

香川
か がわ

飾磨
しか ま

額田
ぬか た

印旛
いん ば入間

いる ま

木更津
き さら づ

名古屋
な　ご　や

安濃津
あ　の　つ

茨城
いばら き

京都
きょう と

柏崎
かしわざき

名東
みょうどう

東京
とうきょう

琉球王国
りゅうきゅう

都城
みやこのじょう

相川
あいかわ

置賜
おきたま

一関
いちのせき

秋
田
あ
き
た

酒
田
さ
か
た

盛
岡
も
り
お
か

青
森
あ
お
も
り

山
形
や
ま
が
た仙
台
せ
ん
だ
い

宇
都
宮

う

　
つ
の
み
や

神
奈
川

か

　なが
わ

和
歌
山

わ

　かや
ま

鹿
児
島

か

　ごし
ま

鹿
児
島

か

　ごし
ま

美
々
津

み

　み

　つ

伊
万
里

い

　ま

　り

島
根
し
ま
ね

深
津
ふ
か
つ

小
倉
こ
く
ら

三
瀦
み
づ
ま

磐
前
い
わ
さ
き

奈
良
な

　ら

金
沢
か
な
ざ
わ

足
柄
あ
し
が
ら

岡
山
お
か
や
ま

大
阪
お
お
さ
か

北
条
ほ
う
じ
ょ
う

兵
庫
ひ
ょ
う
ご

堺さ
か
い

福
島
ふ
く
し
ま

0 200km 0 200km

0 200km

1871年11月時点の府県の境界（3府72県）
府県名浜松

歴P167-4

総人口
3313.２万人

平民 3100万人
（93.６％）

僧尼・旧神官 
29.３万人（0.9％）

華族・士族など 
183.９万人（5.5％）

か ぞく し ぞく そう に しんかん

へいみん

1   江
え

戸
ど

城
じょう

に入る天
てん

皇
のう

の一行 
〈小

こ
堀
ぼり

鞆
とも

音
と

筆『東京御
ご

着
ちゃく

輦
れん

』部分 聖
せい

徳
とく

記念絵画館蔵〉

廃
はい

藩
はん

置
ち

県
けん

のころに決められたものです。
2  新政府のしくみと正

せい

院
いん

の政治家

1 同時に民衆に示された立て札（五
ご

榜
ぼう

の掲
けい

示
じ

）には，百
ひゃく

姓
しょう

一
いっ

揆
き

やキリスト教の
禁止などが記されていました。しかし，
1873年までには撤

てっ

去
きょ

されました。

3   五
ご

箇
か

条
じょう

の御
ご

誓
せい

文
もん

一． 広ク会議ヲ興
おこ

シ万
ばん

機
き

①公
こう

論
ろん

ニ決
スヘシ

一． 上
しょう

下
か

心ヲ一
いつ

ニシテ盛
さかん

ニ経
けい

綸
りん

②ヲ
行フヘシ

一． 官
かん

武
ぶ

一
いっ

途
と

庶
しょ

民
みん

ニ至
いた

ル迄
まで

各
おのおの

其
その

志
こころざし

ヲ遂
と

ケ人心ヲシテ倦
う

マサラシメ
ン③事ヲ要ス

一． 旧
きゅう

来
らい

ノ陋
ろう

習
しゅう

④ヲ破
やぶ

リ天地ノ公 
道⑤ニ基

もとづ
クヘシ

一． 智
ち

識
しき

ヲ世界ニ求メ大
おおい

ニ皇
こう

基
き

⑥ヲ
振
しん

起
き

スヘシ
①天下の政治。
②国を治め整えること。
③あきさせない。
④昔からの悪い習慣。ここでは攘

じょう
夷
い

のこと。
⑤ 世の中の正しい道理。ここでは国際法の

こと。
⑥天皇が国を治める基

き
礎
そ

。

7  人口の割合（関
せき

山
やま

直
なお

太
た

郎
ろう
『日本の人口』）

はじめは，およそ300もの県がおかれ，その後整理さ
れていきました。北

ほっ

海
かい

道
どう

には，開
かい

拓
たく

使
し

という役所がおか
れました。

4  廃藩置県

5   版
はん

籍
せき

奉
ほう

還
かん

から廃藩置県への変化

6   「天地の秤
はかり

にかけて人
じん

民
みん

に上下の別なき図」
〈国立国会図書館蔵〉

「四
し

民
みん

平
びょう

等
どう

」を主張する風
ふう

刺
し

画
が

も描
えが

かれました。

五箇条の御誓文には，どのような
政治方針が示されているか確かめ

よう。

新政府の政治改革によって，社会
は江戸時代からどのように変化し

たか説明しよう。

表現

確認

左
さ

院
いん

宮
く
内
ない
省
しょう

司
し
法
ほう
省
しょう

工
こう
部
ぶ
省
しょう

文
もん
部
ぶ
省
しょう

兵
ひょう
部
ぶ
省
しょう

大
おお
蔵
くら
省
しょう

外
がい
務
む
省
しょう

神
しん
祇
ぎ
省
しょう

太
だ

政
じょう

官
かん

左
さ
院
いん
（立
りっ

法
ぽう

上の補
ほ

助
じょ

） 右
う
院
いん
（行

ぎょう
政
せい

上の補助）正院（太政官の最高機関）

※
左さ

大だ
い

臣じ
ん

は
欠
員

太
だ
政
じょう
大
だい
臣
じん

三さ
ん
条じ
ょ
う

実さ
ね
美と
み

（
公
家
）

右
う
大
だい
臣
じん

岩い
わ
倉く
ら
具と
も
視み

（
公く

家げ

）

参議参議参議参
さん
議
ぎ

版籍奉還 廃藩置県

実
じっ
施
し

1869年６月 1871年７月

内容
藩
はん
主
しゅ
が領地と領民を

天皇に返上。�
藩は存続。

藩を廃
はい
止
し
して県をお

く。

政治
元の藩主が政治を行
う。

政府から派
は
遣
けん
された

県
けん
令
れい
(知
ち
事
じ
)が政治を

行う。

（1872年）

小学校小学校 小学校小学校 大お
お
隈く
ま
重し
げ
信の
ぶ

（
肥ひ

前ぜ
ん
）

木き

戸ど

孝た
か

允よ
し

（
長ち
ょ
う

州し
ゅ
う

）

板い
た

垣が
き

退た
い

助す
け

（
土と

佐さ

）

西さ
い

郷ご
う

隆た
か

盛も
り

（
薩さ
つ

摩ま

）

戊
ぼ

辰
しん

戦争が進むなか，新政府は諸外国に対して，

天
てん

皇
のう

を中心とする新政権が成立したことや，こ

れまで幕
ばく

府
ふ

が結んだ条約を受け継
つ

ぐことを通告しました。1868

（慶
けい

応
おう

４）年３月には五
ご

箇
か

条
じょう

の御
ご

誓
せい

文
もん

を出し，会議を開いて世
よ

論
ろん

に

基
もと

づいた政治を行うことなど，新政府の政治の方針を内外に示し

ました。また，人心を一新するため，年号を明
めい

治
じ

と改め，天皇の

在位中には一つの元
げん

号
ごう

のみを用いる，一
いっ

世
せい

一
いち

元
げん

の制
せい

を採用しまし

た。さらに，江
え

戸
ど

を東
とう

京
きょう

と改
かい

称
しょう

するとともに，天皇が東京に移り，

政府の役所も東京に集めました。その後も，新政府はさまざまな

分野で改革を進め，社会は大きく変化しました。このような幕
ばく

末
まつ

から明治の初めにかけての一連の改革を明
めい

治
じ

維
い

新
しん

といいます。

人々は，この改革を「御
ご

一
いっ

新
しん

」とよんで期待しました。

政府は，太
だ

政
じょう

官
かん

という機関を設けて政治を運営

しました。そこでは，倒
とう

幕
ばく

の中心となった公
く

家
げ

や，薩
さつ

摩
ま

藩
はん

・長
ちょう

州
しゅう

藩・土
と

佐
さ

藩・肥
ひ

前
ぜん

藩などの出身者たちが実際の

権力を握
にぎ

ったため，後に藩
はん

閥
ばつ

政治とよばれました。

　一方で，幕府が滅
めつ

亡
ぼう

したのちも，大
だい

名
みょう

が藩を支配するしくみは

残りました。政府は，中央集権国家を確立するため，1869（明

3

1

1

2

新政府の出発

廃
は い

藩
は ん

置
ち

県
け ん

治２）年，諸大名から版
はん

（領地）と籍
せき

（領民）を天皇に返上させまし

た（版
はん

籍
せき

奉
ほう

還
かん

）。しかし，その後も元の藩
はん

主
しゅ

が藩の政治を行ったた

め，改革の効果は不十分でした。そこで1871年に，すべての藩

を廃
はい

止
し

して県をおく廃藩置県を行いました。政府は，各県に県
けん

令
れい

（県
けん

知
ち

事
じ

）を，東京・大
おお

阪
さか

・京
きょう

都
と

に府知事を派
は

遣
けん

し，中央の方針に

よって地方を治めさせました。これにより幕
ばく

藩
はん

体制は解体され，

政府が全国を支配する中央集権国家へと変わっていきました。

政府は，「四民平等」の理念に基づいて身分制

度の改革に取り組みました。皇
こう

族
ぞく

（天皇の一族）

のほかは，公家と大名を華
か

族
ぞく

，武
ぶ

士
し

を士
し

族
ぞく

，百
ひゃく

姓
しょう

や町
ちょう

人
にん

を平
へい

民
みん

と

改めました。また，平民が名字を名のることを許し，異なる身分

どうしの結
けっ

婚
こん

や，職業選
せん

択
たく

，居住などの自由も認めました。

　1871年には，江戸時代のえた・ひにんなどの身分を廃止し，

平民とする布
ふ

告
こく

（「解
かい

放
ほう

令
れい

」）を出しました。しかし，それまで認め

られていた職業上の権利を失うなど，生活が苦しくなるとともに，

その後も，就職・結婚・教育・居住など生活面での社会的な差別

が根強く残りました。これに対して，「解放令」をよりどころに，

山林や用水の利用や，祭礼への参加などの権利を要求するなど，

差別からの解放と生活の向上を求める動きが広がりました。

5

4 5

6

7

身分制の廃止と
四
し

民
み ん

平
びょう

等
ど う

せ ろん

天皇が東京に移り，
政府も東京におかれたのは，
なぜかな。

p.115

p.105

p.124

p.113

万
ば ん

機
き

公
こ う

論
ろ ん

に決すべし  ▶新政府の政治方針9
新政府は，それまでの政治や社会のしくみを，どのように変革していったのでしょうか。学習課題

世紀▶ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Ａ
Ｄ

Ｂ
Ｃ

縄文 古墳 平安飛鳥 南北朝 戦国 明
治 昭和大
正奈良 鎌倉 江戸 平成室町弥生

明め
い

治じ

維い

新し
ん

と
立り

っ

憲け
ん

国
家
へ
の
歩
み

節
3

新
政
府
は
、
変
化
す
る
国
際
関
係
の
中
で
、

ど
の
よ
う
な
国
づ
く
り
を
進
め
た
の
だ
ろ
う
。

安土
桃山
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5

地理の窓 災害図上訓練で地域を知る
　地図を使って防災対策を考えることを，災害図上訓練といいます。地
域で災害が起きた時の被害状況や住民の構成などの条件を想定して，参
加者が議論しながらさまざまな情報を地図に書き込みます。議論するこ
とで，実際の避難や困難なことなどを具体的にイメージすることができ，
身近な地域の様子をあらためて知ることができます。 6   学校での災害図上訓練の様子

水防活動に必要な杭
くい

や土
ど

のう袋
ぶくろ

，ボートやポンプな
どの資材が保管されています。

5  堤防道路沿いにある水防倉庫を調べる

4   地域のハザードマップ

1  洗
あらい

堰
ぜき

の解説板を調べる 2   堤
てい

防
ぼう

を低くした場所

◆�私たち「自然・環
か ん

境
きょう

」班は，昔，地域で起きた水害を伝える石碑

をもとに，防災対策について調べました。まず，洗堰の堤防に行

きました。ここは，庄
しょう

内
な い

川
が わ

が増水した時，あふれた水を新
し ん

川
か わ

に分

散して流すために，堤防の高さをわざと低くしてあります。江戸

時代につくられた洗堰は修理を加えながら，遊水地である庄
しょう

内
な い

緑
りょく

地
ち

とともに，地域を水害から守っています。

◆�市の消防局を訪ねて，災害対策について聞きました。市内には

260ほどの消防団や，町内会などでつくる自主防災組織も

5000団体ほどあります。また，水
す い

防
ぼ う

倉
そ う

庫
こ

を設置したり，水防訓

練や災
さ い

害
が い

図
ず

上
じょう

訓
く ん

練
れ ん

に取り組んだりしているとのことでした。

地域調査の手引き 5

【聞き取り調査】
①質問内容を整理して，調査票をつくる
・�調査テーマに沿って，５W１H（いつ，どこで，だ
れが，何を，なぜ，どのように）を書き出しておく。

③ 聞き取りを行う
・�話の内容を記録する。許可を得てから，聞き取
りの様子の写真や動画を撮影しておくとよい。

④ 調査の結果を報告する
・�聞き取りをどのようにまとめたのか，お礼の手
紙とともに出す。

・�聞き取り先は，市役所の関係する部
ぶ

署
しょ

や観光協
会，同業者でつくる組合などに問い合わせる。
・�電子メールや手紙で調査の目的や主な質問内容，
入手したい資料や統計などを伝えてから，電話
をすると話がスムーズになる。

② 聞き取り先を探して，連絡を取る

3   石
せき

碑
ひ

を調べる
1883年の洗堰改修工事
を伝える石碑です。

自動車が坂を下り，その後上っています。

図中の資料番号は，各写真の位置を示しています。

市では，浸
しん

水
すい

が予想される地域や水深，
避
ひ

難
なん

所
じょ

の位置などを示した
ハザードマップをつくっています。
マップを知ることで，ふだんから
水害に備えることができるね。

身近な地域に
「洗堰」があります。
ここは川の堤防なのに，
なぜ低くなっているのか，
調べてみることにしました。

次に，班別による現地調査に出かけましょう。

事前にまとめた調査内容と調査方法に沿って，

観察や聞き取りを行います。知りたいことをはっきりさせて，自

分たちの仮
か

説
せつ

を立てておくことが大切です。

調査でわかったことや集めた資料をもとに，自

分たちの仮説が正しいかどうかを話し合って，

検証します。その検証の中で，地域の課題が明らかになったら，

それを解決するにはどのような取り組みが必要か，話し合ってみ

ましょう。また，事実にもとづいて地域の将来について考え，自

分たちの考えや提案などとして，まとめていきましょう。

現地を訪ねて

仮説を検証し，
地域を見つめ直す

1
23

5

地域の防災について調べる  ▶現地での調査5
地域で発生した自然災害と対策について調べよう。学習課題
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5

10

5

10

地理の窓
　岩

いわ
手
て

県釜石東中学校では，以前から津波防災教育に取り組んできました。
東日本大震災の時には，自分の命を守る，過去の津波災害の歴史や教訓に
学ぶ，助けられる人から助ける人になる，という意識に基づく行動が注目
されました。中学生が年下の保育園児や小学生を手助けしながら避

ひ
難
なん

する
姿
すがた

を見て，避難行動を始める地域の大人もいたそうです。このことは防災
学習によってつちかわれた地域社会や関係機関との連

れん
携
けい

が，実際の災害発
生時に生かせることを物語っています。

釜
かま

石
いし

の津波防災教育の取り組みに学ぼう

2  被
ひ

災
さい

した地域を支
し

援
えん

する公的なしくみ

身近な地域のハザードマップを入
手して，どんな災害を予測したも

のか確かめよう。

身近な地域で起きた災害を一つ選
び，その記録を参考にして今後必

要な対策をまとめよう。

表現

確認

5   西日本豪雨の被災地で， 
浴場を無料開放した自衛隊の 
護
ご

衛
えい

艦
かん

を訪
おとず

れる人 （々2018年７月 広
ひろ

島
しま

県呉
くれ

市）

4   熊
くま

本
もと

地震の被災地で，日本人とともに 
カレーをふるまうネパール人のボランティア 

（2016年４月 熊本県益
まし

城
き

町
まち

）

2000年の有珠山噴
ふん

火
か

を受けて，有珠山周辺の四つの市
や町と共同で作成しました。

3  有
う

珠
す

山
ざん

火山防災マップ

被災した市町村 他の
都道府県他の市町村

日本赤十字
警察，消防，
水道，電気，
ガス，鉄道，
など

国

都道府県

自衛隊応援要請
救助・支援

せいようえんおう

（内閣府ほか）

被災地

報告・
協議

支援・
調整

助言
必要な
業務の委託

いたく

派遣要請
はけん

被害状況の
報告

じょうきょう

・避難所の開設
・水や食料，生活に
必要なものの提供

ていきょう

・救助活動
・医療活動
・障害物の除去

じょ

い りょう

きょ

少しでも被害を
減らすために
どんな取り組みが
必要なのかな。

関連 地理  （p.179，277）ハザードマップ

1  横
よこ

須
す

賀
か

市で作成した津
つ

波
なみ

ハザードマップ

久里浜駅

多くの県や市町村では，ハザードマップとよば

れる災害時の被
ひ

害
がい

予測を示した地図を作成して

います。災害の対象は，洪
こう

水
ずい

や地
じ

震
しん

，津
つ

波
なみ

，火山災害などです。

自然災害の発生は，人の力で完全におさえることはできないため，

できる限り被害を減らすという減災の考え方に基
もと

づき作成されて

います。2011年の東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

で被災した太平洋に面した地域

では，過去に何度も津波による被害を受けてきました。そのため，

巨
きょ

大
だい

な防
ぼう

波
は

堤
てい

が築かれていましたが，大震災では予測を上回る高

さの津波が防波堤を乗り越
こ

えました。災害時には，予測以上の被

害が生じることも覚えておく必要があります。

1

3
災害予測の

大切さ

二度の大きな揺
ゆ

れに見まわれた熊
くま

本
もと

地
じ

震
しん

（2016年４月）や，西
にし

日
に

本
ほん

豪
ごう

雨
う

（2018年７月）

で被災した地域では，被災者を支援するために全国から消防や警

察，自衛隊などが集まり，被災者の捜
そう

索
さく

や救助，がれきの撤
てっ

去
きょ

に

あたりました。医
い

療
りょう

活動や心のケアも含
ふく

め，国内外からのさまざ

まなNPO団体やボランティアが連
れん

携
けい

しながら支援活動を行いま

した。自然災害から身を守るためには，国や都道府県などの防災

の取り組み（公助）だけでなく，同じ地域に暮らす人々が進んで助

け合う（共助）ことや，災害時には自分自身の身は自分で守る（自

助）力を高めていく必要があります。2016年10月，熊本市は防

災･減災に向け，震災復興計画をつくりました。

4 5

2

災害への
支
し

援
え ん

と復興

　横
よこ

須
す

賀
か

市では気
き

象
しょう

庁
ちょう

の発表による津
つ

波
なみ

情報の区分に基
もと

づき浸
しん

水
すい

予
よ

測
そく

地図を作成していま
す。これをもとに，市では防災計画を立て，電柱や建物の壁

かべ

に海
かい

抜
ばつ

（海面から測った陸地
の高さ）や避

ひ

難
なん

場所を示したプレートを貼
は

るなど，減災のための社会づくりに努めています。

み こう解読
1 JR久

く
里
り

浜
はま

駅の浸
しん

水
すい

予想区
く

域
いき

ランクを答えよう。
2 資料 1 では，浸水区域は何に沿って広がっているといえるだろうか。

災害から身を守るために  ▶防災から減災へ6
災害から身を守るために，国や県，地

ち

域
いき

社会ではどのような努力がなされているのでしょうか。学習課題
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�復興事業で建設された常
と き わ

盤小学校�
〈東京都中

ちゅう
央
おう
区：東京都立中央図書館蔵〉

バ ル ト 海

ベルリン

カウナス

ワルシャワ

ソビエト連邦

ド　イ　ツ

リトアニア

ラトビア

れんぽう

0 200km

第二次世界大戦前（1937年）の
ポーランドの領土

02歴_7_特設_人物06_im05.ai

日本領事館の前でビザの発行を求めるユダヤ人たち

�杉原千畝�
（1900～86）

リトアニアとその周辺の国 （々1940年）

　しかし，縮小されたとはいえ，後藤の立てた計画に基
もと

づく
復興事業は，各要所に配置された技術者たちによって実行さ
れます。
　都市における区画整理の実現，舗

ほ

装
そう

された広い街路と緑化，
優れたデザインの橋や運河の整備が進められました。また，
近代的な様式を取り入れた鉄筋コンクリート造りのアパート
や小学校が建設され，小学校の隣

りん

接
せつ

地には，災害時の避
ひ

難
なん

場
所ともなる小公園が設置されました。これらの復興事業によ
る都市機能の整備は，現在の東京のまちの原型となりました。
　こうした関東大震災後の復興事業は，その後，阪

はん

神
しん

・淡
あわ

路
じ

大震災後の復興事業でも参考にされるなど，災害復興の都市
計画のモデルとなりました。

現在につながる復興事業

　杉原は外交官なので，外務省の指示には従わなければなり
ませんが，杉原は，もし自分がビザを発行しなければ，ここ
に集まっている大勢のユダヤ人たちがどうなるか知っていま
した。そして，悩

なや

みぬいた末に，ビザを発行することを決断
しました。それから約1か月の間，杉原は，夜も徹

てっ

してビザ
を書き続けました。そのおかげで，ユダヤ人たちは，シベリ
アを経由して，敦

つる

賀
が

（福
ふく

井
い

県）から日本に入国し，神
こう

戸
べ

や横
よこ

浜
はま

からアメリカなどへ渡りました。こうして約6000人ものユ
ダヤ人の命が救われることになったのです。
　第二次世界大戦が終わって帰国した杉原は，外務省を辞

や

め
るように勧

すす

められました。理由は，カウナスで外務省の指示
に従わなかったからでした。

杉原の決断

　1940（昭
しょう

和
わ

15）年7月，リトアニアの都市カウナスの日本
領
りょう

事
じ

館
かん

前に，何百人もの人々が集まっていました。ドイツに
占
せん

領
りょう

されたポーランド（p.240→）から，命からがら逃
に

げてき
たユダヤ人たちでした。この人たちに残された方法は，シベ
リア鉄道でソ連を横切り，日本に渡

わた

ってアメリカなどへ逃げ
ることでした。そのためには，日本を通過してもよいことを
証明するビザ（査

さ

証
しょう

）が必要でした。
　そこで杉原千畝は，日本の外務省に，日本を通過するため
のビザを発行してよいか問い合わせました。外務省から電報
が来ると，杉原は食い入るように見つめました。そこにはこ
う書かれていました。「ユダヤ人たちは，日本からどこに行
こうとしているのか。その国の入国許可証がないかぎり，ビ
ザを発行してはならない。」杉原は，また電報を打ちました。
「今は，入国許可証はありませんが，日本に着くころまでに
は取れるでしょう。」
　しかし，外務省の返事は同じでした。そのころ日本は，ド
イツ・イタリアと軍事面で互

たが

いに協力する三国同盟
（p.242→）を結ぼうとしていたからでした。

ビザを求める人たち
　1923年９月１日午前11時58分，マグニチュード7.9の
大
おお

地
じ

震
しん

が関東地方を襲
おそ

いました。地震と火災により東京・神
か

奈
な

川
がわ

をはじめとする関東一円は大きな被
ひ

害
がい

を受けました。被
ひ

災
さい

した家屋は約37万戸，焼け出された市民は約340万人と
され，そのうち死者・行

ゆ く え

方不明者は10万人以上に達しまし
た。
　人々が途

と

方
ほう

に暮れるなか，帝都の復興計画にいち早く取り
組んだのが後藤新平です。後藤は，東京市長を務めていたと
きに，東京を細部にわたり調査し，「８億円の東京大改造計
画」を発表しました。大

おお

風
ぶ

呂
ろ

敷
しき

ともいわれたこの案が，その
後の「東京復興」の基

き

盤
ばん

となり，震災復興計画は早期に立案・
実行されました。
　震災翌日，山

やま

本
もと

権
ごん

兵
べ

衛
え

内閣の内
ない

務
む

大臣を引き受けた後藤は，
東京を元に戻

もど

す「復旧」ではなく，新たによりよい都市づく
りをする，東京の「復興」をしていかなければならないと考
えます。
　同年９月29日，帝都復興院総

そう

裁
さい

を兼
けん

任
にん

し，復興のための
基本方針として，①遷

せん

都
と

はしない，②復興費は30億円，③

関東大震災と後藤新平

欧
おう

米
べい

最新式の都市計画を採用する，④新都市計画実
じっ

施
し

のため
に地

じ

主
ぬし

に断固たる態度をとる，という４原則を策定し，早期
に発表することで人々に希望を与

あた

えました。こうした方針を
もとに，焼けた土地を買い上げ，広く大きな道路や公園をつ
くることで防災・防火に優

すぐ

れた都市づくりを目ざします。
　その後，歳

さい

入
にゅう

が減少するなかで復興院の予算は大
おお

幅
はば

に削
さく

減
げん

され，山本内閣の総辞職を受けて，後藤は復興計画の途
と

中
ちゅう

で
内閣を去ることとなりました。

震災復興の構想を練る後藤新平

後
ご

藤
と う

新
し ん

平
ぺ い

と杉
す ぎ

原
は ら

千
ち

畝
う ね

1923（大
たい

正
しょう

12）年に起こった関
かん

東
とう

大
だい

震
しん

災
さい

により，当時の東
とう

京
きょう

市
し

では，市の面積の約44%が焼
しょう

失
しつ

しました。そのような大災害から，当時帝
てい

都
と

とよばれた東京はどのように立ち直り，発展していったのでしょうか。東京の復興計画を立案した後藤新平に注目して，現在につながる
都市づくりについて探ってみましょう。

第二次世界大戦中，ヨーロッパのリトアニアという国で外交官を務めていた杉原千畝は，後藤新平らが創立した日
にち

露
ろ

協会学校で学んだ人物
です。後にリトアニアの切手には，杉原の肖

しょう
像
ぞう

が使われました。また，イスラエルには杉原の顕
けん

彰
しょう

碑
ひ

が建てられ，イスラエル政府から勲
くん

章
しょう

も授
じゅ

与
よ

されています。杉原が，なぜこのように外国から慕
した

われたのか，大戦中の行動から探ってみましょう。

歴史を探
さぐ

ろう
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１.平和 ２.課題

公民の窓
　日本では，使用済み核

かく
燃料（核のゴミ）を処理して，再び燃料として使用

する再処理計画の下
もと

で，原子力発電は進められてきました。しかし計画は
遅れていて，日本には核のゴミが増え続けています。燃料として利用でき
ない核のゴミは，安全に処分する必要があります。その処分場の候補地も
決まっていないなかで，原子力発電所の再稼

か
働
どう

は始まっています。将来の
世代のために，今をどうしたらよいのか，私たちは考える必要があります。

核のゴミはどこへ

　現在，世界各地で，自然を利用したさ
まざまな再生可能エネルギーによる発電
が進められています。これらは，化石燃
料にほとんど頼らずに，再生できる自然
を資源として発電できるので，環

かん

境
きょう

への
負担が小さいという利点があります。

火力 68.6 原子力
19.2

63.4 14.2 18.5

50.949.1

23.0 15.156.7

77.0

81.58.5

アメリカ
4兆3172億kWh

ドイツ
6469億kWh

デンマーク
289億kWh

カナダ
6709億kWh

フランス
5685億kWh

日本（2016年）
9941億kWh

日本（2010年）
1兆64億kWh 61.7 28.6

再生可能 5.9水力 6.3％

3.9

5.2

7.4 5.210.4

8.3

1.7

1.2

8.5

0 80604020 100％

原油（2017年）

ウラン（2016年）

石炭（2015年）

鉄鉱石（2015年）

天然ガス（2016年）

120年20 40 60 80 1000

年間生産量（または年間産出量）
確認埋蔵量※可採年数=

57.5年

105.4

60.7

54.1

70.4

再生可能エネルギーの種類と，
それぞれの特徴を確かめよう。

資源やエネルギーが必要となる
将来の世代のために，いま何が

できると考えられるか，意見を交
こう

換
かん

し合
ってみよう。見 考

表現

確認

9   主な先進国のエネルギー源別 
発電量の割合

日本の周辺海域に豊富に埋
蔵されているといわれてい
ますが，採掘には燃料や高
度な技術が必要です。

7   メタンハイドレート

2 原子力発電を将来的にゼロにすることを
決めた，ドイツの再生可能エネルギー政策で
は，技術開発によって，発電にかかる費用を
これまで以上に抑

お さ

えることが可能になったこ
とがわかりました。普

ふ

及
きゅう

や拡大に，大きな期
待が寄せられています。

小川に設けた小さな落差を利用して，発電する技術
の開発も進んでいます。地域住民どうしの協力で発
電施

し

設
せつ

を作って管理し，電気をつくっていく取り組
みもみられます。

10   小水力による発電（2015年 富
と

山
やま

県富山市）

2011年の東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

の際に，放出した大
量の放射性物質が，大気中や海などに広がる
など，深刻な事故が発生しました。周囲20
㎞圏

けん

内
ない

の住民が避
ひ

難
なん

生活を余
よ

儀
ぎ

なくされ，現
在も長期の避難をしている大勢の住民がいま
す。放射性物質から放出される放射線が，人
体や環境に及ぼす影

えい

響
きょう

への懸
け

念
ねん

は広がり，将
来の原子力政策に不安の声もあがっています。

8   事故後の福
ふく

島
しま

第一原子力発電所

1 「第５次エネルギー基本計画」（2018年）
では，原子力発電は，一定量の電力を安定的
に供給するベースロード電源として重要視さ
れ，2030年には国内発電量の20～22％に
するとしています。しかし古い設備が多く，
新規の増設なしでは達成できない状

じょう

況
きょう

です。

確
かく

認
にん

埋
まい

蔵
ぞう

量は，採
さい

掘
くつ

の技術や，採掘のためにあてら
れる資金によっても変化します。

6   主な鉱物資源の可採年数

1   太陽光発電（静
しず

岡
おか

県浜
はま

松
まつ

市）

＊長所：故障しにくい。どこでも可能。
＊短所：不安定。コストが高い。

2   風力発電（北
ほっ

海
かい

道
どう

稚
わっか

内
ない

市）

＊長所：工期が短い。雇
こ

用
よう

を生み出す。
＊短所：不安定。場所が限られる。

3   水力発電（富
と

山
やま

県中
なか

新
にい

川
かわ

郡立
たて

山
やま

町）

＊長所：小規模でも可能。安定的。
＊短所：大規模ダムが環

かん

境
きょう

破
は

壊
かい

にも。

4   バイオマス発電（高
こう

知
ち

県宿
すく

毛
も

市）

＊長所： 環境問題を解決。地域の活性化も。
＊短所： 穀

こく

物
もつ

など，燃料費の高
こう

騰
とう

を招く恐
おそ

れも。

5   地熱発電（大
おお

分
いた

県九
ここの

重
え

町）

＊長所： 小規模でも可能。コストを回収できる。
＊短所：導入時のコストが高い。場所が限られる。

（『オイル・アンド・ガスジャーナル誌』ほか）

（電気事業連合会ほか）※日本以外の国は2015年。

他にもどんな
エネルギーが
あるのかな。

私たちの毎日の暮らしは，大量の資源・エネルギ

ーの消費によって支えられています。その多くは，

石炭，石油，天然ガスなどの化石燃料です。化石燃料は埋
まい

蔵
ぞう

地や産

出地にかたよりがあり，可採年数（現在の採
さい

掘
くつ

技術で産出できる年

数）も限られています。一方で，新興国や途
と

上
じょう

国
こく

の工業化に伴
ともな

って，

化石燃料の消費量は急激に増加しています。また，化石燃料は経済

の重要な原動力ですが，使用や廃
はい

棄
き

の過程で，水質汚
お

濁
だく

，大気汚
お

染
せん

，

温暖化などを引き起こすこともあります。そのため，これらの資源

だけを限りなく使い続けることは困難です。こうしたなか，メタン

ハイドレートやレアメタル（希少金属）などの新たな資源の開発や，

省資源・省エネルギーの技術開発が進められています。

日本では，電気は主に水力発電，火力発電，原子

力発電によってつくられてきています。火力発電

で使われる石炭や石油，原子力発電で使われるウランなどの原料は，

国内での調達が難しく，海外からの輸入に頼ってきました。原子力

発電は，少量のウランから多くのエネルギーを得ることができ，発

6

7

限りある資源

原子力発電と
事故の影

え い

響
きょう

電の際の二酸化炭素の発生量が少ないので，温暖化防止対策への期

待も寄せられ，総発電量の約３割を占めるまでに拡大しました。し

かし，2011年３月に発生した東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

に伴
ともな

う福
ふく

島
しま

第一原子力

発電所（原発）の事故により，これまでの電力政策のあり方が大きく

見直されるようになりました。

原発事故をきっかけに，安全で持続可能な再生可

能エネルギー（太陽光，風力，波力，地熱，バイ

オマス，水力）を基盤とした社会を目ざす試みが，世界でも広がっ

ています。開発費用や電力供給の安定性の面で課題もありますが，

日本でも利用を広げながら生産コストを下げていく努力が進められ

ています。しかし，効率性を追求しすぎて大規模化を進めると，近
きん

隣
りん

住民の暮らしや生物の生息環
かん

境
きょう

をおびやかすことにもなります。

地域で使う分だけのエネルギーをつくるという発想も，大切です。

　原子力発電が導入された1960年代から，事故による被
ひ

害
がい

や放射

性廃棄物の処理については，多くの不安や懸
け

念
ねん

がありました。それ

らが現実となった今こそ，改めて科学技術のあり方や社会のしくみ

を見直し，震災や原発事故の経験をふまえていく努力が大切です。

8 1

1 2 5

4 3

9 2

10

新しいエネルギー
とこれから

SDGs 7 エネルギー／ 12 持続可能な消費と生産／ 14 海洋資源／ 15 陸上資源

p.259

p.221

関連
小学校  暮らしと電気（４年）・国土の自然（５年）／ 地理  世界と日本の資源・エネルギー／
家庭科  環境に配慮した消費／ 理科  資源・エネルギー

これからの資源・エネルギー  ▶資源・エネルギーの問題6
資源・エネルギーを安全に持続可能な方法で利用していくためには，どうすればよいでしょうか。学習課題

120
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◦第３章　私たちの暮らしと民主政治

1   都道府県別の人口の増減率と各地のさまざまな取り組み

期限内に合併すれば国からの財政支援を強化する，
「合併特例法」の改正・施

し

行
こう

（2000年）の後，合併
の動きが進みました。

2  合
がっ

併
ぺい

による市町村数の変化
（総務省）

＊各年とも
３月末の数値

663

777

786 757

846

1994 577
198

184
1727

3234

1821

市 町 村

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

1995年

2006年

2010年

（2016年 福
ふく

島
しま

県矢祭町）
合併による支

し

援
えん

には頼らず，日ごろからこまめに節
電するなど，知

ち

恵
え

と工夫で財政改革を進めています。

3  合併しないことを選んだ矢
や

祭
まつり

町の役場内

（2017年　総務省統計局）

0.0％以上
－0.6 ～ 0.0％未満
－0.9 ～ 0.6％未満
－0.9％未満

人口の増加率

０ 300km

にいがた あわしまうら
新潟県粟島浦村
「学び」の産業化を目ざし，島
外の小中学生を「粟島しおかぜ
留学生」として受け入れ，独自
の教育プログラムを提供。

ほっかいどう
北海道ニセコ町
自治体とNPOが一体となっ
て，環境や景観の保全に取り
組む。観光でも国際的なスキ
ーリゾート地へと事業を展開。

かんきょう

いわ て とお の
岩手県遠野市
移住や定住を応援する市民と自治体によ
る組織「で・くらす遠野」を中心に，さま
ざまな情報やサービスを積極的に提供。

おうえん

いばら き おおあらい
茨城県大洗町
地元企業や商店街が一体となって，町の特産品と人気
アニメの連携を推進し，観光名所として地域を活性化。

き ぎょう

とくしま かみやま
徳島県神山町
光ファイバー通信網を設置
した山間の古民家を，企業
のオフィスやアトリエなど
に格安で貸し出す「神山プ
ロジェクト」で活性化。

もう
こう ち と さ
高知県土佐町
小規模で森林を育て管理する「自伐型林業」
を推進し，他地域からの移住者が林業を学び
生活できる支援体制を整備（p.185→）。

じ ばつがた

おおいた ぶん ご たか だ
大分県豊後高田市
昭和30年代の商店街を
再現した「昭和の町」で独
自の魅力発信に取り組み，
移住者を積極的に受け入
れて協働する事業を実施。

じっ し

あき た おおだて
秋田県大館市
天然記念物の「秋田犬」を観光大
使にし，北秋田市，小坂町，上
小阿仁村と連携してインバウン
ド（訪日旅行）で交流人口を増加。

れんけい

こ さか かみ

こ あ に

み かりょく

しんせん

しんこう

れいとう

ぎょかい

しま ね あ ま
島根県海士町
地元高校の魅力化を進め，「島留
学」で生徒数を増加。また，魚介
の新鮮さを保つ高度な冷凍技術の
開発などによる産業の振興。

れんけい

これから
地域社会と，
どう関わって
いけばよいのかな。

近年，日本では少子高
こう

齢
れい

化
か

と人口減少が進行し，

医
い

療
りょう

や介
かい

護
ご

，福
ふく

祉
し

や子育て支
し

援
えん

の分野で新たなサ

ービスの拡充が求められています。また，一人暮らしをする人や高

齢者夫婦の世帯が増えるなど，家族の関係やあり方も変わってきて

います。人々の働き方にも，大きな変化がみられるようになりまし

た。そのため，行政の責任や地域社会に期待される役割も変化して

いて，さらに，地方分権によって地方自治体の仕事は一段と増えて

います。地方自治体の体制の強化が求められていますが，地方経済

の停滞は財源の確保を難しくしています。

　こうしたなかで，2000年代には，近
きん

隣
りん

の市町村どうしが合
がっ

併
ぺい

す

る，市町村合併が進められました。合併には，地方自治体の規模を

大きくし，仕事を効率良くすることが期待されます。一方で，住民

の声が届きにくくなったり，地域の独自性が薄れたりする心配もあ

ります。また，市町村合併がもたらす効果に関わりなく，長期的な

人口減少の動向は，地域社会のあり方にさらなる課題をもたらして

います。

1

2

3

地域の人々の
課題の解決へ

関連 小学校  暮らしを支える政治（６年）／ 地理  日本の地域構成

変わりゆく地域社会  ▶これからの地方自治4
地域社会が抱える課題に対し，私たちは何をすることができるでしょうか。学習課題

◀︎ p.169（歴史的分野） ◀︎ p.120（公民的分野）

▲ p.142-143

▼︎ p.161

▼︎ 公民的分野 p.218

学びを広げる・つなげる・深める 
ための紙面・内容の工夫

３分野の学びを関連させ，社会をより深く理解することができる内容・構成
分野間の関連箇所を示すことで，各分野が異なる「見方・考え方」に基づいていることに気づかせ，さらに深い総合的な理
解へと導きます。同じ学習素材でも各分野の観点から学び，最後に社会科として総合して考えることで入試にも役立ちます。

3特色 1

Ⅲ　地理の学習を始めるにあたって 地理の学習を始めるにあたって　Ⅳ

【地理的分野】 【歴史的分野】

※１・２年生で学習します。
◦地

ち

域
いき

構成
…世界の地域構成，
　日本の地域構成
◦世界のさまざまな地域
…生活と環

かん

境
きょう

，宗教，世界の諸地域
◦日本のさまざまな地域
…�地域調査，自然環境，人口，資

し

源
げん

・エネルギーと産業，
交通・通信，日本の諸地域，地域のあり方

あなたは，SDGsを知っていますか。SDGsとは，2015年に
国連で採

さい

択
たく

された，2030年までに国連全加
か

盟
めい

国が達成するた
めに掲

かか

げた目標のことです（Sustainable�Development�
Goals：持続可能な開発目標）。人間，地球そして繁

はん

栄
えい

のため
の行動計画として，次に示した17の目標などで構成されてい

ます。地理的分野では，「第２編�世界のさまざまな地域」の「第
２章�世界の諸地域」において，六つの各州で地球的課題を取
り上げます。取り上げられた地球的課題が，SDGsに示された
17の目標の中の何と関係するか，考えていきましょう。

地球的課題とSDGs

◆小学校の社会科の学習は，学年ごとに進ん

でいきましたが，中学校の社会科の学習は，

大きく三分野に分かれて授業が進められてい

くことになります。「地理的分野」，「歴史的

分野」，「公民的分野」がその三つです。

◆地理的分野の学習では，次のようなことに気をつけて学習を進めていきましょう。

2 3中学校の社会科の学習を知ろう 地理的な見方・考え方

次に，各分野の主な内容を示しま
した。各分野について，小学校の
社会科で使ってきたような，「地
理的な見方・考え方」，「歴史的な
見方・考え方」，「現代社会の見
方・考え方（公民）」を各分野で働
かせて学習を進めていきます。

「地理的分野」と
「歴史的分野」を
学習した後に，
３年生で
「公民的分野」の
学習をします。

「どこに位置しているか」
「どのように広がっているか」

★位置や広がり（分布）

「そこは，他の場所とどのよ
うな関係をもっているのか」
「なぜ，そのような結びつき
をしているのか」

★結びつき

「そこで生活することは，まわりの自然環境からどのような
影
えい

響
きょう

を受けているか」「そこで生活することは，まわりの自然
環境にどのような影響を与

あた

えているか」

★自然環境との関わり

「その地域は，どのような特
とく

徴
ちょう

があるのか」，
「この地域と他の地域ではどこが異なっているのか」
「どのような地域にすべきか」

★地域

「どのような場所なのか」★場所

【中学校の社会科各分野の主な学習内容】

18歳
さ い

へ…

※１～３年生で学習します。
◦歴史との対話
…年代の表し方，時代区分，
　資料の読み取り，技能
◦古代までの日本
…人類のおこり～12世紀ごろの歴史
◦中世の日本
…12世紀ごろ～16世紀ごろの歴史
◦近世の日本
…16世紀～19世紀前半の歴史
◦近代の日本と世界
…19世紀ごろ～20世紀前半の歴史
◦現代の日本と世界
…第二次世界大戦後～20世紀末ごろの歴史

【公民的分野】

よりよい社会を目ざして（中学校社会科のまとめ）

※３年生で学習します。
◦現代社会…現代社会の特

とく

徴
ちょう

，伝統と文化，社会とルール
◦政治…人権・日本国憲法，平和主義，国の政治，司法権，地方自治
◦経

けい

済
ざい

…消費者，生産のしくみ，金
きん

融
ゆう

と財政，労働と社会保障，日本の経済の課題
◦国際社会…主権国家，国際社会のしくみ，国際社会のかかえる課題

政治や経済，
国際関係など，
現代の社会の

しくみについて，
広く学習します。

日本と世界に
ついて，

さまざまな面から
学習します。

日本の歴史の
各時代について，

その時代の世界の動き
にも注意しながら
学習します。 中学校社会科3分野の連携

カリキュラム・マネジメントの視点からも，地理・歴史・公民
の各分野の学びは単独ではなく，それらが一体となった社会
科の学びとしてとらえられます。左の「中学校の社会科各分
野の主な学習内容(地理的分野p.Ⅲ)」を学習の初めに示す
ことで，３分野が関連し合って社会科の学習を形成しているこ
とが，生徒にも理解できます。

3分野で，それぞれの視点から取り上げる防災

「関連」マークで結び
つく，３分野の学習

Ⅰ. 地理的分野では
近年，特に関心が高まる防災について「地域調
査の方法を学ぼう(p.133-146)」や「災害から
身を守るために (p.160-161)」，「震災の経験
を受け継ぎ，未来に生かす (p.256)」とさらに
充実させ多面的に取り扱います。

Ⅱ. 歴史的分野では
関東大震災を都市の発展と結びつけて扱っています。
→関東大震災，後藤新平，震災復興事業（p.238)

Ⅲ. 公民的分野では
東日本大震災やその復興と関連づけて，これからの資源・
エネルギー問題について考えを深めることができます。
→化石燃料，再生可能エネルギー（p.218-219）

Ⅰ．地理的分野で行う 
「都道府県」の学習が… 
「47の都道府県 (p.26-27)」

Ⅱ．歴史的分野の近代の学習と…
「万機公論に決すべし(p.169)」で，「廃藩置県」と…

→富国強兵・殖産興業政策

Ⅲ．公民的分野の政治の学習と…
「変わりゆく地域社会(p.120)」で「地方自治」に結びつ
く→身近な地域の政治

歴史

歴史

地理

地理

地理

公民
公民
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5

10

5

◆次の手順で，日本の略地図を描きましょう。

◆ 1 ～ 3 を確かめて，省略するものを考えながら
描きましょう。

1 日本列島と中国，ロシア連
れん

邦
ぽう

，樺
から

太
ふと
（サハ

リン），朝
ちょう

鮮
せん

半島の位置関係を確かめましょう。
2 北

ほく
緯
い
（ア）度，東

とう
経
けい
（イ）度の線に気をつけま

しょう。これらの線と日本列島との位置関係
をよく見て描きましょう。
3 千島列島，北海道･本州･四国･九州とそ
の周辺の島々がどのような形で連なっている
か，確かめましょう。

日本の略地図を描
え が

いてみよう

地理の

空
くう

欄
らん

（ア）・（イ）にあてはまる数字を入れてから，日
本列島の海岸線を太いペンでなぞりましょう。
Q

北緯（ア　　　　　）度

東経（イ　　　　　）度

45°

40°

30°

25°

20°

145° 150° 155° 160°125° 130°120° 135°

日本の白地図に都道府県名,県庁
所在地名を記入し，整理しよう。

自分の住んでいる都道府県名や市
町村名の由来を調べよう。

表現

確認

3

6

4

5

7

2 1
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長
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岐
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兵
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徳
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宮崎県

福
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福井県
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P132-1

2   都道府県の特産品と関連させた 
キャラクターの例 P133-4

札幌

秋田 盛岡

青森

仙台山形

新潟 福島
宇都宮

水戸

千葉
さいたま

前橋
甲府

静岡

長野

岐阜

富山
金沢
福井大津

京都鳥取

岡山

高松
徳島

高知

松山

広島
松江

山口

福岡佐賀

長崎
大分

宮崎
鹿児島 那覇

熊本

神戸

大阪
和歌山

津
奈良名古屋

東京
横浜

城下町
港町
門前町
その他

じょう か まち

０ 500km

2

1   日本の都道府県と七地方区分

み こう解読
1 地図中の空

くう
欄
らん

①～⑦にあてはまる地
方区分名を書こう。
2 都道府県名に下線がある場所の県庁
所在地名を，地図帳で確

かく
認
にん

しよう。

5   地域の特色を取り入れた 
「ご当地ナンバー」の例

4   都道府県庁所在地と成り立ち

青
あお

森
もり

県

愛
え

媛
ひめ

県

静
しず

岡
おか

県

山
やま

形
がた

県

1 明
め い

治
じ

時代の初め（1871年），すべての藩
は ん

を
廃
は い

止
し

して県を置き，新たに県
け ん

令
れ い

（知
ち

事
じ

）を任命し
ました。これを廃藩置県といいます。最初は約
300もの県がありましたが，統合や廃止の結
果，1888年には，１道（北

ほ っ

海
か い

道
ど う

）３府（東
と う

京
きょう

・
大
お お

阪
さ か

・京
きょう

都
と

）43県になりました。

1 門前町（2018年 長
なが

野
の

市）／ 2 港町（2018年 長
なが

崎
さき

市）

このような平地にあ
る県境はめずらしく，
近年，整備が進んで
います。

1

3   栃
とち

木
ぎ

･群
ぐん

馬
ま

･ 
埼
さい

玉
たま

の県境に 
立つ看

かん

板
ばん

 
（2017年）

日本は47の都道府県に分かれ，各地の政治を

行っています。一つ一つの都道府県や市区町村

などを地方公共団体（地方自治体）といい，公立学校・図書館の建

設・運営など，住民のための仕事を行っています。

　都道府県は，1871年に廃
はい

藩
はん

置
ち

県
けん

が行われたのち，近代国家に

向けてさまざまな仕組みがつくられていく中で決められました。

現在の47都道府県になったのは，アメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

から沖
おき

縄
なわ

が返
へん

還
かん

された1972年のことです。

　都道府県の境には，山間部の峠
とうげ

や河川，湖などの自然の地形な

どが多く見られます。県境を定めた理由には，さまざまな歴史的

背
はい

景
けい

があります。例えば，富
ふ

士
じ

山
さん

の山頂付近のように境界が未確

定である場所も存
そん

在
ざい

しています。

1

1

3

都道府県と
地
ち

域
い き

区分

都道府県庁所在地の多くは城
じょう

下
か

町
まち

として発達し

たものです。城下町は，かつてその地域を治め

ていた大
だい

名
みょう

などの住む城を中心に形成されました。その他，都道

府県庁所在地には，港を中心とした港
みなと

町
まち

や，寺院や神社を中心と

して発達してきた門
もん

前
ぜん

町
まち

などもみられます。都道府県庁所在地の

成り立ちについて調べてみましょう。

4

4

都道府県庁
所在地の成り立ち

関連 歴史  ［近代］ 廃藩置県，［現代］ 沖縄の本土復帰／ 公民  ［政治］ 地方自治

47の都
と

道
ど う

府
ふ

県
け ん

  ▶都道府県の位置と名前4
47都道府県の位置と名前，都

と

道
どう

府
ふ

県
けん

庁
ちょう

所
しょ

在
ざい

地
ち

の成り立ちは，どのように整理できるのでしょうか。学習課題

2

1

-

-

特色 3  − 1  のポイント：３分野の連携／防災／カリキュラム・マネジメント

▼︎ 歴史的分野 p.238

1514



76

東西

北
北東

南東

北西
北北西 北北東

南南西

西南西 東南東

南

風車

老人ホーム

授業中に出てきた地名を地図帳の「さくいん」を使って探
さが

す方法を確かめましょう。

　地図はとても広い範
はん

囲
い

のさまざまな情報を，一枚の紙などに表したものです。「地図のきまりを知ってい

る」ということは，地図の中から，地図に含
ふく

まれているさまざまな情報を読み取ることができるということ

です。

：�原則として，地図の真上が北になり，16方位（16種類

のよび方）で表します。ただし，真上を北にできない場

合は右のような方位記号を用いて北を示します。�

：�地図上では実際の範囲を小さく縮
ちぢ

めるので，その縮めた

割合のことを縮尺といいます。５万分の１，１／50000

などと表します。分母の数字が大きいほど，より小さく

縮められています。縮尺がわかると地図上の長さから，

実際の距
きょ

離
り

を計算することができます。

　

　

：�さまざまな情報を1枚の地図に見やすく表すために地名などは文字で表しますが，土地の利用

の仕方，建物の種類などは記号を使って表します。最近では，時代の変化とともに老人ホーム

や風力発電用風車の記号が加わりました。

：�標高（高さ）の等しい地点を結んだ線のことを等高線といいます。等高線の間
かん

隔
かく

が狭
せま

いと急な傾
けい

斜
しゃ

，間隔が広いとゆるやかな傾斜であることがわかります。また，等高線の数を数えることで

高さを知ることができます。

にアプローチ

方　位

縮
しゅく

　尺
しゃく

地図記号

等
と う

高
こ う

線
せ ん

例 こうち　高知　……　45　 Ｅ　 ４　 Ｎ

（地名を示す）（ページを示す）

（横方向の位置を示す）
＊縦の線（経線）どうしで

区切られて，表示され
ています。

せんけい

（枠内の場所を示す）
・地名が枠内の北側に
　ある場合 → Ｎ
　（North：「北」の意味）
・地名が枠内の南側に
　ある場合 → Ｓ
　（South：「南」の意味）
＊ついていない場合も
　あります。

わく ない

（縦方向の位置を示す）
＊横の線（緯線）どうしで区切られて，

表示されています。

せんい

たて

45 46

松山
やままつ

高知
ちこう

高松
まつたか

徳島
しまとく

A B C D E F G H

地図帳のページ 列

行

1

2

3

4

5

ソウル

シャンハイ

名古屋
東京

プサン

130° 140°

137° 40°

30°

35°

120°

0 400km

　地図帳で地名を探す方法を使ってさ

まざまな場所の位置を表すことができ

ます。右の地図を見ながら，愛
あい

知
ち

県の

名
な

古
ご

屋
や

の位置を例に緯度・経度を確か

めましょう。

　中学校の地理の学習では，さまざまな場面で地図やグラフを利用する機会が増えてきます。地図やグラフの読み取り方を学び，使え
るようになれば，地理の学習がもっと楽しくなります。まずは，小学校で習った地図のきまりや地図帳の使い方を思い出しましょう。

〜 地図やグラフを使いこなそう理地

p.14-15

地図帳を使いこなそう2

地図上で位置を表そう3

右の図の　　　　 にあてはまる方位を記入してみましょう。

 ５万分の1の地図の地図上の長さが２cmの場合 

⇒２cm×50000＝100000cm＝                   m 

　…となります。 ◦�名古屋のおよその位置�

北緯35度，東経137度

 問：同じように地図中のプサン（韓
か ん

国
こ く

）

のおよその位置を確かめてみると， 

北緯　　　　 度，東経　　　　 度 

…となります。

 例にならって，上の地図の中の地名について，それぞれの「住所」を表してみましょう。 

たかまつ 高松 … 46 

とくしま 徳島 … 46 

まつやま 松山 … 45

関連 p.140 関連 p.12

関連 p.138

関連 p.139

矢の先が『北』を
指しているよ。

Ｓ

Ｓ2

NF

地図のきまりを思い出そう1

16方位は言い方に気をつけて！
北と北東の間は北北東，
東と南東の間は東南東。
８方位の前に
東，西，南，北をつけます。

風車は中学1年生，
老人ホームは
小学6年生が
考えたデザインだよ！
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5

10

15

多摩ニュータウンにおける高齢化問題

多摩ニュータウンの概要

多摩ニュータウンは，東京都南
部の多摩，稲城，町田，八王子の
４市に広がる日本最大規模のニュ
ー タ ウ ン で あ る。 総 面 積 は，
2884haに及び，計画人口は30万
人，現在の人口は約20万人である。

問題点と解決策

住民の意識
今回，私たちの班では，建て替えや現在の住むための環境に対する住民の方々の意

見を伺うため，主に永山団地と落合団地でアンケートを行った。下表に，その一部を
あげる。

高齢者 若者

建て替えに
賛成

・若い人に魅力ある建物をつくってほしい
・耐震工事は必要だと思う

・金銭的な補償が十分ならばよいの
ではないか

建て替えに
反対

・今建て替えたところで、あと何年過ごせる
かわからない

・建て替えの時、一人で引越ししなくてはな
らないのが負担になる

その他の意見
・坂や階段が多く、外出がしにくい
・同年代の住民どうしで連絡を取り合える

ような環境がほしい

・高齢者が多いが、思っていたより若
い人もいる

・車で行けば買い物などは便利

建物

商店街

まとめ

・多摩ニュータウンは日本の縮図
 多摩ニュータウンでの動きが 
 各地の再開発の先駆けとなるか 

段差，階段などの
バリア

費用面の
問題

改築，リファイン，
部分改装

生活が困難に

・移動販売業者との
 連携
・地域交流イベント
 の開催

主婦が団地の中で
買い物

高齢化

商店街の存在意義とは？

購買意欲の減退
ライフスタイルの変化 共働き家庭は休日に郊外の

スーパーでまとめ買い

商店街を
地域の
核に

・治安の維持
・交流の場の提供

小

田
急多摩 線

京
王

相

模原線

15Km

5 Km

八王子市

多摩市
稲城市

川崎市

町田市
市境

ニュータウン区域界

鉄道

訪問先一覧
永山団地名店会
首都大学東京リーディングプロジェクト
東京都都市整備局都営住宅経営部住宅整備課
永山団地、落合団地の住民の皆様

自分でテーマを決めて地域の様子を調べ，地図を使ってまとめると，見やすくなるとともに
特
とく

徴
ちょう

をとらえやすくなります。このイラストマップでは，道路の坂の角度を測って，その分
布を表現しています。

1   身近な地域の様子をまとめたイラストマップ

地域調査の手引き 7

【発表会を開く】
1 発表方法を決める
　◦イラストマップやグラフを作成する。
　◦発表内容の要点をまとめる。
2 発表会の準備
　◦班ごとに資料や原

げん
稿
こう
をまとめる。

　◦発表会の進め方と役割を決める。
　◦おおまかな発表時間を決める。
3 発表する
　◦調査結果を伝える。
　◦�発表の内容について，質問や討論を行

う。
　◦�地域の人や協力いただいた人を招いて，

自分たちの意見や提案を発信する。
4 まとめ
　◦ポスターやレポートなどに表現する。
　◦�他の班の発表を聞いて，比

ひ
較
かく
したり関

連づけたりする。
　◦�新たな疑問が生まれたら，さらに追究

してみる。
　◦将来の地域のあり方について提案する。

地域調査の手引き 8

【地域に向けて発信する】
◦�調査してわかったことを地図
やグラフに表して，ポスター
やレポートにまとめたり，学
校のウェブサイトに掲

けい
載
さい
した

りして発信する。
◦�発表会を開いて，地域の住民
やインタビューした人などに
聞いてもらい，感想や意見を
うかがう。

◦�市役所や町村役場のまちづく
り担当の人に提案を聞いても
らい，それに対して意見をう
かがう。

2   さくらさんがまとめたポスター

私たちは，地域の課題を調査し，
その結果と解決のための提案を
ポスターにまとめました。
最後に，班別の発表会を開き，
クラス全体で話し合いました。

イラストマップに表すと，
みんなにわかりやすく
伝えられるね。

◆私たちは，世界や日本の諸地域について学び，人口減少や少子高齢化などの課題を解決す
る方法を考えてきました。そして，「地域の課題は日本全体の課題でもある」ことや，「世界
や日本で起きていることが地域の課題と関係がある」ことを学びました。
◆課題についてじっくり考えたり話し合ったりすることで，望ましい地域のあり方が見えて
きます。みんなで提案していくことが，地域や社会を持続可能なものに変えることにつなが
ります。引き続き公

こう
民
みん
的
てき
分
ぶん
野
や
の学習でも，地域のあり方について考えを深めていきましょう。

私たちは，さまざまな地域の課題を発見するこ

とができました。しかし，他の班の発表を聞く

と，同じ多
た

摩
ま

ニュータウンの中でも細かい地域によって違
ちが

いがあ

ることもわかります。例えば，多摩センター駅の周りの地域には，

会社やテーマパークなどがあり，それらに勤めている人や観光客

でにぎわっています。また，団地の建て替
か

えを終えた地区と，古

いままの団地が残る地区もありました。そのような地域による違

いを考えて，解決策を考えることが大切だと気づきました。

地域の課題を解決するために，どのような方法

が考えられるのでしょうか。まず，人々が困っ

ていることを具体的に明らかにして，多くの人に伝えることです。

例えば，「持
じ

続
ぞく

可
か

能
のう

性
せい

」の視点から「人口減少や少
しょう

子
し

高
こう

齢
れい

化
か

によっ

て，将来，地域はどうなるのか」というテーマが考えられます。

その際，人口減少や高齢化の割
わり

合
あい

を地区別に色分けすることで，

同じ課題でも，それが強く見られる地域とそうでない地域がある

ことがわかります。その違いの原因を探
さぐ

り，何がどのようになれ

ばよいのか，それをどのように実現するのかを考え，みんなと話

し合いながら解決方法を提案してみましょう。

調べたことを
まとめる

地域の課題が
見えるようにする

地域に向けて発信する  ▶課題解決の提案4
将来のすがたを考えて，地域づくりの提案をしよう。学習課題
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5

10

【方位】
　２本のテープを直角に貼

は
り合わせます。方位を知

りたい場所にテープの中心を置き，１本のテープを
経
けい
線
せん
に合わせると，直角に貼り合わせた他のテープ

の左側が西，右側が東の方位になります。

【距離】
　地球儀上の北

ほっ
極
きょく
点と南

なん
極
きょく
点を結ぶ長さのテープを１本用意し，この

二つの点を結んで地球儀に貼ります。この二つの点の距離は約
20000kmなので，20等分する目盛

も
りを書き込みます。一目盛りが

約1000kmになるので，測りたい二つの地点にテープを合わせると，
目盛りから距離を読み取れます。

テープを使って地
ち

球
きゅう

儀
ぎ

上で方位と距
き ょ

離
り

を確かめよう

地理の

1   地球儀を 
使って 
方位を 
確かめる

2   地球儀を 
使って 
距離を 
確かめる

　右の図を見て，点線
の上をなぞりましょう。
位置関係をはっきりさ
せるために，赤道，本

ほん

初
しょ
子
し
午
ご
線
せん
，180°の経

線を必ず書き込
こ
みまし

ょう。

世界の略地図を
描いてみよう❷

地理の

P014-015_世界の略地図_CS4.ai

ここからスタート

180°0°

0°
赤道

本
初
子
午
線

1

5
6

4

7

8

3
13

2 9

11

12

10

ソウル
ペキン

シンガポール

ケープタウンサンティアゴ

ロサンゼルス

ロンドン

シドニー

デリー

ニューヨーク
東京

サンパウロ

カイロ

P21-3

東

南

西

ロンドン

カイロ
ロサンゼルス

サンティアゴペキン
シンガポール

シドニー

サンパウロ

ニューヨーク

デリー

ケープタウン

東京

50
00
km

10
00
0k
m

15
00
0k
m

北

ソウル

モルワイデ図法で描かれています。4   面積が正しい地図
正
せい

距
きょ

方
ほう

位
い

図
ず

法
ほう

で描かれています。
5   図の中心からの距離と方位が正しい地図

東京ニューヨーク

ロンドン

カイロ

サンパウロ

ペキン

シンガポール

ケープタウン

デリー

シドニー

ソウル

ロサンゼルス

17ページ

サンティアゴ

メルカトル図法で描かれています。緯
い

線
せん

と経線が直角に交わっています。
6   角度が正しい地図

資料 4～ 6の地図中のオーストラリ
アとグリーンランドを探

さが

して着色し，
形や実際の大きさを地球儀と比べよう。

資料 7の国際連合のマークは資料 4

～ 6のどの地図がもとになっていま
すか。また，なぜこのマークにしたのかを調
べよう。

表現

確認

7   国際連合の 
マーク

3   地球儀を切り開いてみると…

地球儀を
切り開くって，
みかんを
むくみたいだね。

地球儀は，地球を小さくした模
も

型
けい

なので，距
きょ

離
り

や大陸などの形，面積，方位などはすべて正し

く示されています。一方で，地球儀は，持ち運びしにくく，一度

に世界全体を見ることができないなどの不便な点があります。そ

こで，持ち運びやすく，世界全体を見わたせるようにするために

世界地図がつくられました。しかし，球体である地球を平面の世

界地図に描
えが

く場合，面積・形・方位などのすべてを正しく表すこ

とはできません。そこで使う目的に合わせて，さまざまな地図が

つくられました。

　15ページの地図を参考にしながら，地球儀で方位を調べてみ

ましょう。東京から東の方向に行くと，チリという国の首都サン

ティアゴ付近となります。そのことを確かめられる地図は，資料

4～ 6のどの世界地図でしょうか。世界地図を使う時には，地図

の特
とく

徴
ちょう

を理解しておくことが大切です。

1

地球儀と
世界地図の違い

地
ち

球
きゅう

儀
ぎ

から世界地図へ  ▶東
とう

京
きょう

の東にある国は？3
地球儀と世界地図には，どのような違

ちが

いがあるのでしょうか。学習課題
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5

10

15

5

10

　まず， 5 をよく見て，線の上をなぞってみま
しょう。南極大陸をのぞいた五つの大陸の形や
位置，大きさについて，バランスに気を付けな
がら世界の略地図を描いてみましょう。ふだん
から世界地図を丁

てい
寧
ねい

に見ることや，実際に紙に
書いて練習することが，上達への早道です。

世界の略地図を描いてみよう❶

地理の
スタート

5   簡単な略地図の 
描き方の例

ｐ.15の「世界の略地図
を描いてみよう❷」では，
もう一歩，細かな略地図
に挑

ちょう

戦
せん

しましょう。

インドネシア
7.5

ガーナ 6.4ベトナム 4.0
コンゴ民主共和国 5.3

ブラジル
7.6

カンボジア
3.7

ナイジェリア 
20.6％

タイ 
11.2

その他
33.7

2億
7710万ｔ

地球の
表面積

5億1007万
km2

海洋 71.1％

陸地 28.9

陸地の面積
1億4730

万km2

ユーラシア
大陸
34.4％

アフリカ大陸
北アメリカ大陸

19.8
13.6

12.0

9.6

南アメリカ大陸

南極大陸

その他 5.4オーストラリア
大陸 5.2

あなたの家にはどのような外国製
品がありますか。made in ◯◯

という表示があるか調べよう。

簡
かん

単
たん

な世界の略地図を描
えが

き，六大
陸と三大洋のおおまかな位置を書

き込もう。

表現

確認

両方とも宇宙からとらえた画像です。南アメリカ大陸はどこですか。
2  日本を中心にとらえた地球（左）と，大西洋を中心にとらえた地球（右）

4  海と陸地の割
わり

合
あい

1 〜 6 の大陸名と
7 〜 9 の海洋名を
入れよう。
地図帳を使いながら
確かめよう。

大陸

1

大陸

2

大陸

3

大陸

4

大陸

5

大陸

6

洋

9

洋

7

洋

8

（『理科年表』ほか）

3  地球儀

キャッサバの生産国を
分
ぶん

担
たん

して地図帳で調べよう。

1  キャッサバの生産 （2016年 FAO資料）

キャッサバはいもの一
いっ

種
しゅ

です。土の中にある地下
茎
けい

を掘
ほ

り出します。

やまいものようですね。
キャッサバを主食として
いる地

ち

域
いき

もあります。

地下茎から取ったタピオカ
デンプンを水で溶

と

かして加
熱します。すると，糊

のり

状
じょう

と
なり，その後，球状に加工
して乾

かわ

かすとタピオカパー
ルとなります。

味つけをして，タピオカ入り
のミルクティーの完成！

キャッサバの収
しゅう

穫
かく

（2015年 カンボジア）
キャッサバを
切ったところ

乾
かん

燥
そう

させた
タピオカパール

ここでタピオカパー
ルに甘

あま

い味などをつ
けます。

タピオカパールを
ゆで戻

もど

す

私たちの日々の暮
く

らしは，意外なかたちで外国

と関わりをもっています。身近な飲み物を例に

して考えてみましょう。1990年ごろに流行したタピオカ飲料が，

その独特の食感で人気を集め，今再び注目されています。あなた

は，タピオカの原料がどんなものか知っていますか。

　実はタピオカの原料は，キャッサバといういもの仲間の植物か

らとれるデンプンなのです。日本で使われているタピオカデンプ

ンの多くは，タイなどの国々から輸入されています。「日本人は

胃
い

袋
ぶくろ

を世界に預
あず

けている」ともいわれ，私たちの食生活は世界の

さまざまな国や地
ち

域
いき

と結びついているのです。

　現代では，さまざまなかたちで私たちの暮らしている地
ち

域
いき

と世

界が結びついています。中学校社会科の地理的分野の学習では，

世界や日本のさまざまな地域を学びます。それぞれの地域と私た

ちの生活はどのように関わっているのかを，タピオカ飲料のよう

な身近なものから，具体的に想像していきましょう。そこから地

理の学習を始めていくことにしましょう。

タピオカ飲料から
見える世界

キャッサバは南アメリカ大陸が原産地です。南

アメリカ大陸を地球儀で探
さが

してみましょう。

　世界にはユーラシア大陸，アフリカ大陸，北アメリカ大陸，南

アメリカ大陸，南
なん

極
きょく

大陸，オーストラリア大陸の六大陸と多くの

島々がみられます。

　地球儀をながめてみると，これらの陸地よりも海の面積のほう

がはるかに大きいことに気づきます。陸地と海の面積比はおよそ

３：７です。海には，太
たい

平
へい

洋
よう

，大
たい

西
せい

洋
よう

，インド洋という三大洋（三

海洋）とよばれる面積の大きな海があり，その他に日
に

本
ほん

海
かい

や地
ち

中
ちゅう

海
かい

などの小さな海があります。

3

2

4

地
ち

球
きゅう

儀
ぎ

をながめて

1 2 3 4 5

身近なものから見える世界  ▶地理の学習をスタートしよう1
大陸と海洋の分布にはどのような特

とく

徴
ちょう

があるのでしょうか。学習課題

世
界
の
地ち

域い
き

構
成

章

第
1

世
界
の
国
々
に
つ
い
て
、

そ
の
位
置
関
係
や
広
が
り
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。

キャッサバからタピオカへ

▲ p.10-11

▲ p.281

3 学びを広げる・つなげる・深めるための紙面・内容の工夫

小学校・中学校・高等学校の 
学びのつながりを意識した内容・構成

3分野とも，小学校社会の学習を振り返る部分を設けることで小学校の社会科からの円滑な接続を，
高等学校へのつながりでは中学校で身に付けなければならない知識・技能がそれぞれ確実に定着
できることで，スムーズな接続を図ることができる教科書になっています。

特色

2

◆小学社会から中学社会への，よりスムーズな連携。
「地理の学習を始めるにあたって(p.Ⅰ〜Ⅳ)」を設け，新しく始まる中学社会の学習を前に，小学社会の振り返り(p.Ⅱ)
と中学社会の紹介(p.Ⅲ)をわかりやすく示すことで，生徒の学びの接続を図りました。

◆中学から，高校へ
着実に地理的技能が身につく工夫をし，また高
校で重点的に扱わない日本地誌については，特に

「日本の諸地域 (p.173 〜 272)」に十分なページ
数を割いています。

いよいよ本時の学習です。第１時間目，「身近なものから見える世界(p.10〜11)」では，身近なもの（タピオカ）
を通して，世界とのつながりを探っていくことから始めます。生徒が地理に苦手意識を抱かないよう，身近な事例か
ら授業に入れるように工夫しました。

「世界の略地図を描いて
みよう①」【p.11】
→簡単な作業で生徒の
緊張もほぐします。

小学校の社会科を振り返る作業がそれ以
降の学習場面でも出てきます。第１編は，

地理的分野のウォーミングアップの役割も兼ね
ています。

右上： 「テープを使って地球儀上で方
位と距離を確かめよう」【p.14】

特色 3  − 2  のポイント：小中連携／中高連携

次 に，「地 理 に ア プ
ローチ」(p.6 〜 8)」

では，これまで小学校で
学んできたことを具体的
に振り返ります。
地図のきまりや，地図帳
の使い方などを復習する
ことから始めます。

2

3 

4

Ⅰ　地理の学習を始めるにあたって 地理の学習を始めるにあたって　Ⅱ

5

10

15

20

25

　みなさんはふだんの暮
く

らしの中で，いろいろ

な「結びつき」や「つながり」を感じることはあ

りませんか。私たちの毎日の生活は，知らない

ところで，知らないうちに，世界と深くつなが

っています。例えば，食べ物や着るものを考え

てみましょう。スーパーマーケットにはたくさ

んの野菜や肉が並んでいます。その中にはオー

ストラリア産の牛肉，ブラジル産の鶏
と り

肉
に く

，メキ

シコ産のかぼちゃなど，外国で生産され，日本

に輸入されてきたものが多くみられます。服も

そうです。服についているタグ（表示ラベルの

こと）をみると，「m
メ イ ド

ade i
イ ン

n C
チ ャ イ ナ

hina」（中
ちゅう

国
ご く

製）や

「made in V
ベ ト ナ ム

ietnam」（ベトナム製）など，その

服が仕立てられた国が表示されています。今や

日本国内で生産された「made in Japan」の製

品を探
さ が

すことの方が難
むずか

しいかもしれません。

　一方で情報はどうでしょう。インターネット

の普
ふ

及
きゅう

により，私たちはいつでも世界の情報を

手に入れることができるようになりました。世

界で起きた災害や事故に関するニュースを知る

だけでなく，SNS（ソーシャル・ネットワーキ

ング・サービス）を使えば世界各地の人々と国

境を越
こ

えて友達になることもでき，自分の考え

ていることを直接世界に向けて発信することも

できるのです。

　しかし，地球規
き

模
ぼ

での交流が活発になればな

るほど，地球環
か ん

境
きょう

問題，貿易の問題，民族問題，

領土問題などさまざまな問題が生じてきます。

こうした問題は，これまでとは比べものになら

ないほど，多くの国々や利害を異
こ と

にする人々が

関係しているため，お互
た が

いの考え方の違
ち が

いや意

見がからみあう複雑なものになっています。現

代を生きる私たちに求められているのは，から

みあった問題の糸を一つ一つ解きほぐしながら，

解決に向けた取り組みを地道に続けていくこと

なのではないでしょうか。

　ところで，こうした問題を解決するのに必要

なことは何でしょうか。

　一番大切なことは，考え方や意見を異にする

人のことをよく理解することだと思います。な

ぜそのような意見をもつようになったのか，対

立する相手の育った地
ち

域
い き

の自然環境や歴史，文

化，産業の様子などを知ることにより相手をさ

まざまな面から理解し，解決に向けた対話を粘
ね ば

り強く続けていく必要があります。

　これから始まる地理的分野では，さまざまな

視点から世界と日本の諸地域について学習して

いきます。みなさんには，地理を学ぶことで，

自分自身の日常生活と，世界と日本の今の姿
すがた

を

関連づけて考える力と想像力を身につけてもら

いたいと思っています。

◆中学校の社会科の学習を始める前に，小学

校3年生から6年生まで学んできた社会科の

学習について振り返ってみましょう。

◆小学校の社会科の学習では，「時期や変化」，「場所や広がり」，「工夫や関わり」，「比べる」，「関連づける」，

「総合する」という「社会科の見方や考え方」を生かして学習を進めてきました。

小学校の社会科の学習は，
次のような場面をくり返しながら
進みましたね。

そして，各学年では
左の表のようなことを学びました。
思い出してみよう。

３年 私たちが住む地
ち

域
い き

や市について
＊身近な地域や市の様子，地域にみられる仕事と暮

く

らし，地域の安全，市の移り変わり。

4年
都道府県のまちづくりについて
＊�都道府県の暮らし，水（電気・ガス）の供給，廃

はい

棄
き

物の処
しょ

理
り

，自然災害とまちづくり，
伝統文化や昔から今へと続くまちづくり，都道府県内の特色あるまちづくり。

5年
日本の国土と私たちの暮らしについて
＊�日本の地形・気候と暮らし，食料生産，工業生産と貿易，産業と情報通信技術，国土
の自然と災害，森林や環

かん

境
きょう

の保全。

6年 日本の政治と歴史，世界と日本について
＊国や地方の政治のしくみやはたらき，日本の歴史，世界の中の日本の役

やく

割
わり

。

さぁ，それでは
さっそく地理の学習を
始めましょう。

1 小学校の社会科の学習を振
ふ

り返ろうさぁ，地理の学習を始めよう

３．�学習問題の�
解決に向けて�
調べる

「調べる」

➡�学習の進め方を�
振り返る

4．�学習を�
まとめる

「まとめる」

１．�学習問題を�
つくる

２．�予想して，�
学習計画を�
立てる

「つかむ」

「つなげる」

よりよい暮
く

らしのために，
地
ち

域
いき

の課題を解決するために，
学習したことを生かそう。

Ⅲ　地理の学習を始めるにあたって 地理の学習を始めるにあたって　Ⅳ

【地理的分野】 【歴史的分野】

※１・２年生で学習します。
◦地

ち

域
いき

構成
…世界の地域構成，
　日本の地域構成
◦世界のさまざまな地域
…生活と環

かん

境
きょう

，宗教，世界の諸地域
◦日本のさまざまな地域
…�地域調査，自然環境，人口，資

し

源
げん

・エネルギーと産業，
交通・通信，日本の諸地域，地域のあり方

あなたは，SDGsを知っていますか。SDGsとは，2015年に
国連で採

さい

択
たく

された，2030年までに国連全加
か

盟
めい

国が達成するた
めに掲

かか

げた目標のことです（Sustainable�Development�
Goals：持続可能な開発目標）。人間，地球そして繁

はん

栄
えい

のため
の行動計画として，次に示した17の目標などで構成されてい

ます。地理的分野では，「第２編�世界のさまざまな地域」の「第
２章�世界の諸地域」において，六つの各州で地球的課題を取
り上げます。取り上げられた地球的課題が，SDGsに示された
17の目標の中の何と関係するか，考えていきましょう。

地球的課題とSDGs

◆小学校の社会科の学習は，学年ごとに進ん

でいきましたが，中学校の社会科の学習は，

大きく三分野に分かれて授業が進められてい

くことになります。「地理的分野」，「歴史的

分野」，「公民的分野」がその三つです。

◆地理的分野の学習では，次のようなことに気をつけて学習を進めていきましょう。

2 3中学校の社会科の学習を知ろう 地理的な見方・考え方

次に，各分野の主な内容を示しま
した。各分野について，小学校の
社会科で使ってきたような，「地
理的な見方・考え方」，「歴史的な
見方・考え方」，「現代社会の見
方・考え方（公民）」を各分野で働
かせて学習を進めていきます。

「地理的分野」と
「歴史的分野」を
学習した後に，
３年生で
「公民的分野」の
学習をします。

「どこに位置しているか」
「どのように広がっているか」

★位置や広がり（分布）

「そこは，他の場所とどのよ
うな関係をもっているのか」
「なぜ，そのような結びつき
をしているのか」

★結びつき

「そこで生活することは，まわりの自然環境からどのような
影
えい

響
きょう

を受けているか」「そこで生活することは，まわりの自然
環境にどのような影響を与

あた

えているか」

★自然環境との関わり

「その地域は，どのような特
とく

徴
ちょう

があるのか」，
「この地域と他の地域ではどこが異なっているのか」
「どのような地域にすべきか」

★地域

「どのような場所なのか」★場所

【中学校の社会科各分野の主な学習内容】

18歳
さ い

へ…

※１～３年生で学習します。
◦歴史との対話
…年代の表し方，時代区分，
　資料の読み取り，技能
◦古代までの日本
…人類のおこり～12世紀ごろの歴史
◦中世の日本
…12世紀ごろ～16世紀ごろの歴史
◦近世の日本
…16世紀～19世紀前半の歴史
◦近代の日本と世界
…19世紀ごろ～20世紀前半の歴史
◦現代の日本と世界
…第二次世界大戦後～20世紀末ごろの歴史

【公民的分野】

よりよい社会を目ざして（中学校社会科のまとめ）

※３年生で学習します。
◦現代社会…現代社会の特

とく

徴
ちょう

，伝統と文化，社会とルール
◦政治…人権・日本国憲法，平和主義，国の政治，司法権，地方自治
◦経

けい

済
ざい

…消費者，生産のしくみ，金
きん

融
ゆう

と財政，労働と社会保障，日本の経済の課題
◦国際社会…主権国家，国際社会のしくみ，国際社会のかかえる課題

政治や経済，
国際関係など，
現代の社会の

しくみについて，
広く学習します。

日本と世界に
ついて，

さまざまな面から
学習します。

日本の歴史の
各時代について，
その時代の世界の動き
にも注意しながら
学習します。

「小学校の社会
科の学習を振り

返ろう」(p.Ⅱ)
ここでは，小学校 の 社会
科 の 学習方法 や，小学校
社会科でどのような学習
をしてきたか，そして「社
会科の見方・考え方」につ
いても振り返ります。

1

教 育 出 版「小 学 社
会」のキャラクター
が中学生に成長した
姿で紙面に登場しま
す。共に学び合う意
識が連続するように
工夫しています。

▲ 小学社会のキャラクター ▲ 中学社会のキャラクター

「中学校の社会科の 
学習を知ろう」(p.Ⅲ)

1716
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1960
（1916　赤下線は中止［返上も含む］）

国内で1回
開催された国・開催予定の国
国内で2回以上
開催された国・開催予定の国
まだ開催されていない国・地域
開催された年(開催予定年も含む)

ふく

イ　ン　ド　洋

太　平　洋大

　
西

　
洋

赤道

1940，1964，2020
（東京）

1940，1952
（ヘルシンキ）

1908，1944，1948，2012
（ロンドン）

（ベルリン）1916，1936

2008
（ペキン）

2000
（シドニー）

2016
（リオデジャネイロ）

1996
（アトランタ）

1896，2004
（アテネ）

1976
（モントリオール）

1968
（メキシコシティ）

（ローマ）1960
（バルセロナ）1992

（パリ）1900，1924，2024
（ミュンヘン）1972

（アムステルダム）1928
（アントワープ）1920

1912，1956
（ストックホルム）

1932，1984
（ロサンゼルス）

1904
（セントルイス）

1980
（モスクワ）

1956
（メルボルン）

1988
（ソウル）

0 2000km

夏季オリンピックの開
かい

催
さい

国・都市の分布（2024年まで）

冬季オリンピックの開催国・都市の分布（2022年まで）

◆�上の図は，夏季オリンピックの開催国・都市，下の図は，冬季オリンピックの開催国・都市を表したものです。日本では，
夏季・冬季でそれぞれ２回ずつ開催されています。

（1）夏季オリンピックの開催国に共通する点は何だろうか。
（2）冬季オリンピックが開催されている都市に共通する点は何だろうか。
（3）冬季オリンピックで，それぞれ２回以上開かれている国はどこだろうか。
（4）夏季・冬季のオリンピックの参加国数は，第１回からどのくらい増えたのか調べよう。
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からとらえた地球
地図を活用しよう❶ 地図を活用しよう❷
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床
ゆか

に畳
たたみ

が敷
し

かれた崎
さき

津
つ

教会（熊
くま
本
もと
県天

あま
草
くさ
市）

熊
くま

野
の

古
こ

道
どう

で平安時代の熊野詣
もうで

を再現したイベント
（和

わ
歌
か
山
やま
県那

な
智
ち
勝
かつ
浦
うら
町）

自然遺産（4件）
文化遺産（18件）

（2019年4月現在）

小笠原諸島
（p.233→）

お がさわら

古都奈良の文化財
らな

琉球王国のグスク及び関連遺産群
りゅうきゅうおうこく

法隆寺地域の仏教建造物
ほうりゅう じ

紀伊山地の霊場と参詣道
き い さん ち れいじょう さんけいみち屋久島（p.177→）

や く しま

厳島神社
いつくしま

原爆ドーム
げんばく

姫路城
ひめ じ じょう

富岡製糸場と
絹産業遺産群

とみ

きぬ

おかせい し じょう
石見銀山遺跡とその文化的景観
いわ み ぎんざん い せき

平泉ー仏国土（浄土）を表す
建築・庭園及び考古学的
遺跡群ー

ひらいずみ ぶっこく ど ど

およ

いいせき

じょう

知床（p.151，269→）
しれとこ

白神山地
しらかみさん ち

富士山ー信仰の対象と芸術の源泉
 （p.225→）

ふ じ さん しんこう

明治日本の産業革命遺産　製鉄・製鋼，造船，石炭産業
＊８地区(図中　～　：計８県）の23資産(図中[　]で表示)で構成。

めい じ

① ⑧

国立西洋美術館
（ル・コルビュジエの建築作品
ー近代建築運動への顕著な貢献ー）
＊日本を含め，７か国の17資産で構成。

けんちょ こうけん

ふく

日光の社寺
にっこう

釜石市［1］
かま いし

④

韮山(伊豆の国市)［1］
にらやま い ず くに

③

三池(大牟田市，荒尾市・宇城市)［2］
み いけ おお あら お う きむ た

⑦

八幡(北九州市・中間市)［2］
や はた きた なか まきゅう しゅう

⑧

長崎市［8］
なが さき

⑥

佐賀市［1］
さ が

⑤

萩市［5］
はぎ

①

鹿児島市［3］
か ご しま

②

c_p132_ 世界遺産 _中折込 _190319.ai

白川郷・五箇山の
合掌造り集落
がっしょうづく

ごう ご か やまかわしら

「神宿る島」宗像・沖ノ島と
関連遺産群

かみやど むなかた おき の しま

長崎と天草地方の
潜伏キリシタン関連遺産

＊長崎県・熊本県の
　12資産で構成。

あま くさ

せん ぷく

くまもと

古都京都の文化財
（京都市，宇治市，大津市）（p.207→）

きょう

じう つおお

と

世界遺産登録を目ざして活動している地域もあります。それらの遺産がそれぞれどこにあるか，地図で調べて確
かく

認
にん

しましょう。
日本の世界遺産の分布

上の地図は海底も含
ふく

めた
世界の地形を表したものです。
下の地図は世界各地が
夜間の時の様子を合成したものです。
この二つの地図を比

ひ

較
かく

して，
どんなことがわかるかな。

この地図では，
日本列島は光に
おおわれているね。 真っ黒なところは

どんなところかな。

日本にはどんな世界遺
い

産
さ ん

があるのだろう
地図を活用しよう❹

283282 ◦用語解説

砂
すな

や粘
ねん

土
ど

が積もってできた地形を三角州とい
う。形がギリシャ文字のデルタ（Δ）に似てい
ることから，「デルタ」ともいわれる。水田
などに利用されていることが多い。太

おお
田
た

川
がわ

の
河口付近（広

ひろ
島
しま

県）（➡p.188, 192）や，ガン
ジス川・ブラマプトラ川の河口付近（イン
ド・バングラデシュ）などにみられる。

リアス海岸　（➡p.153, 177, 247）
リアスとは，スペインの北西海岸に発達する

「ria」とよばれる入り組んだ湾
わん

に由来してい
る。陸地が沈

しず
み込

こ
んだり海面が上

じょう
昇
しょう

したりす
ることにより，谷に海水が入り込んでできた
海岸をいう。水深が深く，波がおだやかなた
め，港の立地や魚の養

よう
殖
しょく

には適しているが，
津
つ

波
なみ

による被
ひ

害
がい

を受けやすい（➡p.247）。日
本では三

さん
陸
りく

海岸や若
わか

狭
さ

湾，志
し

摩
ま

半島などにみ
られる。

気候帯　（➡p.31）
同じような気候の特色をもつ地

ち
域
いき

の広がりを
気候帯という。ドイツの気候学者ケッペン

（1846-1940）は，気候の影
えい

響
きょう

を受けやすい
植生の違

ちが
いから世界をいくつもの気候帯に区

分した。まず，樹
じゅ

木
もく

をもとに樹木気候と無樹
木気候に分けた。次に，樹木気候を気温から
熱帯・温帯・冷帯に，無樹木気候を寒帯と乾

かん

燥
そう

帯に分けた。さらに雨の降
ふ

り方や植生の様
子によって細かい気候区に分けている。

植生　（➡p.31）
一定の場所にみられる植物の集まりを指す。
気候や土

ど
壌
じょう

のほか，人の手が加わるかどうか
により違

ちが
いが生まれる。

季節風（モンスーン）　（➡p.37, 51,  

60, 156, 157, 177, 191, 205, 218, 233, 

262）
地球的な規

き
模
ぼ

で吹
ふ

く風の一つ。季節によって
風向きが逆になる風で，夏は海洋から大陸へ，
冬は大陸から海洋へ吹く。日本を含

ふく
む東アジ

アや東南アジア，南アジアの気候や人々の生
活に大きな影

えい
響
きょう

を及
およ

ぼしている。

偏
へん
西
せい
風
ふう
　（➡p.37, 68）

北極・南極を取り巻
ま

いて西から東へ向かって
吹
ふ

く風である。南北半球の緯
い

度
ど

40～50度
付近を中心とした地

ち
域
いき

に，ほぼ一年中吹いて
いる。西ヨーロッパの気候や人々の生活に大
きな影

えい
響
きょう

を及
およ

ぼしている。

海流　（➡p.30）
地球的な規

き
模
ぼ

で起きる大きな海水の流れを海
流という。海流は，主に風や塩分濃

のう
度
ど

の違
ちが

い
によって生じる。気温が高い低

てい
緯
い

度
ど

から高緯
度に向かって流れる，周りより水温が高い海
流を暖

だん
流
りゅう
（➡p.30, 68, 153, 156, 177, 205, 

218, 233, 247, 262），気温の低い高緯度か
ら低緯度に向かって流れる，周りより水温が
低い海流を寒流（➡p.30, 153, 247）という。
暖流や寒流は海に近い場所の気候や漁業など
に影
えい

響
きょう

を及
およ

ぼしている。

高山都市　（➡p.41, 109）
低
てい

緯
い

度
ど

地方の熱帯気候の地
ち

域
いき

では，低地は気
温・湿

しつ
度
ど

がともに高く暮
く

らしにくいのに対し
て，高地では気温がそれほど上がらない。こ
のような高山に現れる気候（高山気候）は，気
候帯による区分では寒帯などになる。こうし
た場所にできた，南アメリカのラパス（ボリ
ビア）やキト（エクアドル）のような都市を高
山都市という。高地では気温・気圧が低くな
り，酸素も薄

うす
くなるため，低地から訪

おとず
れる人

の中には，適応できずに頭
ず

痛
つう

・疲
ひ

労
ろう

・はき
け・めまいなどの症

しょう
状
じょう

がでる「高
こう

山
ざん

病
びょう

」にな
る人もいる。

埋
う
め立て・干

かん
拓
たく

遠浅の海岸など水深の浅い海・湖を干
ひ

上がら
せて，人工的に土地をつくることを干拓（➡
p.192, 227）という。一方，山を切りくずし
た土やごみなどの廃

はい
棄
き

物
ぶつ

を積み上げてつくる
ことを埋め立て（➡p.185, 208, 235, 236, 

238）という。日本の海岸には，こうした干
拓や埋め立てによって農地や工場がつくられ
た所が多く，もとの海岸のすがたが大きく変
化してきた。

フィヨルド　（➡p.66, 69）
氷河にけずられてできた，Ｕ字形の谷に，海
水が浸

しん
入
にゅう

してできた入り江
え

をフィヨルドとい
う。急な崖

がけ
がせまる細長く狭

せま
い湾
わん

が，陸地の
奥
おく

まで入り込
こ

む氷河地形。波が静かで水深も
深いので港としても利用される。スカンディ
ナビア半島の大西洋岸に多くみられる地形で，
景色が雄

ゆう
大
だい

で美しいため，観光資
し

源
げん

としても
重要である。

台風　（➡p.157, 177, 191）
日本・フィリピンをはじめとする，東アジ
ア・東南アジアなどに暴風雨をもたらす熱帯
低気圧のことを台風という。フィリピン周辺

や南シナ海で発生し，北上して日本や東アジ
ア一帯に風水害をもたらす。カリブ海やメキ
シコ湾

わん
で発生し，アメリカの南部などを襲

おそ
う

熱帯低気圧をハリケーン（➡p.95, 103），ベ
ンガル湾やアラビア海で発生し，南アジアを
襲う熱帯低気圧をサイクロンという。

蛇
だ
行
こう
　（➡p.155, 264）

川の中
ちゅう

流
りゅう

域
いき

から下流域では，傾
けい

斜
しゃ

がほとんど
ない平らな地形となるため，そこを流れる川
がＳの字を描

えが
き，蛇

へび
のように曲がりくねって

流れるようになる。これを蛇行という。石
いし

狩
かり

川
がわ

や信
しな

濃
の

川
がわ

の流域などでみられるが，洪
こう

水
ずい

を
防ぐために川を直線状につけかえる工事が行
われたところも多い。

針
しん
葉
よう
樹
じゅ
・広葉樹

小型で針のような葉を持つ樹
じゅ

木
もく

を針葉樹（➡ 
p.39, 78, 95）といい，日本でよくみられる
マツ・スギなどが代表的である。熱帯を除

のぞ
く

広い地
ち

域
いき

に分布しており，冷帯（亜
あ

寒帯）など
にもみられる。材木に適したものも多い。こ
れに対して，広い葉を持つ樹木を広葉樹とい
う。熱帯から冷帯にかけて広い範

はん
囲
い

にみられ
るが，温帯・冷帯では落葉する広葉樹が多い。

干
ひ
潟
がた
　（➡p.153, 177, 190）

干潮の時にだけ海面上に現れる湿
しっ

地
ち

を干潟と
よび，水深が浅く満潮と干潮の差が大きいと
ころでよくみられる。多くの魚

ぎょ
介
かい

類
るい

が生息し
ているため，渡

わた
り鳥などの野鳥が集まるえさ

場となってきたが，埋
う

め立て・干
かん

拓
たく

により減
少してきている。

泥
でい
炭
たん
地　（➡p.264）

泥炭が堆
たい

積
せき

した，農業に適さない沼
ぬま

地
ち

や湿
しっ

地
ち

のことを指す。沼地や湿地に枯
か

れた植物が堆
積し，十分に分解されないまま長い年月を経
て泥

どろ
状
じょう

の炭
すみ

になったものを泥炭という。低温
で分解速度が遅

おそ
くなる，高地や寒冷地に広く

分布する。日本では主に北
ほっ

海
かい

道
どう

地方を中心に，
北日本にみられる。

マングローブ　（➡p.153）
熱帯の波のおだやかな入り江

え
や河口部の泥

でい
地
ち

に育つ，塩水に強い常緑広葉樹
じゅ

のことをいう。
マングローブの育つ，海水と淡

たん
水
すい

が混じり合
う場所には魚

ぎょ
介
かい

類
るい

が多く，豊かな生態系
けい

がみ
られるが，東南アジアではえび養

よう
殖
しょく

場
じょう

の建設
などによる伐

ばっ
採
さい

が進んでいる。日本でも南西
諸
しょ

島
とう

などでみられる。

経
けい
線
せん
（子

し
午
ご
線
せん
）　（➡p.9, 12, 20, 21）

地球の北極点と南極点を結んだ半円状の線を
経線という。昔の日本人は東西南北などの方
位（➡p.6）を十

じゅう
二
に

支
し

で表し，北を子，南を午
と表した。そこで，南北を結ぶ線という意味
で経線を子午線とよんだ。

地球の自転と公転　（➡p.13）
地球が１日（約24時間）で一回転することを
自転という。自転にともない，さまざまな力
が発生し，大気や海流の動き，台風の移動な
どが生じる。これに対し，地球が太陽の周り
を１年（約365日）かけて一周することを公
転という。公転する軌

き
道
どう

に対して，地球の自
転の軸

じく
は垂直ではなく傾

かたむ
いているため，公転

により季節の変化が生じる。

白
びゃく
夜
や
　（➡p.13, 39）

緯
い

度
ど

が66. ６度以上の北極圏
けん

や南極圏で夏の
季節にみられる，一日中太陽が沈

しず
まない現象

を白夜という。夜でも太陽が沈まないため，
真っ暗にならず薄

うす
明るい。

独立国　（➡p.16）
「主

しゅ
権
けん

・国民・領
りょう

域
いき

の三つの要素をもってい
る」「国どうしの取り決めや条約を結ぶ能力を
もっている」「自由に主権を行使できる」など
の条件を満たした国家を独立国という。

植民地　（➡p.16, 23, 60, 86, 88, 109, 

111）
そこを支配する国（宗

そう
主
しゅ

国）によって，主
しゅ

権
けん

を
うばわれており，さまざまな制約を受けてい
る地

ち
域
いき

や領土のこと。

先進国　（➡p.71, 86, 122）
経
けい

済
ざい

が発
はっ

展
てん

している国々。経済協力開発機構
（OECD）に属する国々を示すこともあるが
はっきりとした定義はない。

発
はっ
展
てん
途
と
上
じょう
国
こく
　（➡p.51, 162）

現在，経
けい

済
ざい

が発展しつつある国々を指す。一
人当たりの国民総所得によっていくつかのグ
ループに分けられることもある。

グローバル化　（➡p.42, 115）
グローバリゼーションともいい，人・モノ・
カネが国や地

ち
域
いき

の範
はん

囲
い

をこえて，世界全体を
対象として動いている状

じょう
況
きょう

を指す。さまざま
な活動が地球規

き
模
ぼ

で行われるようになると，
生産に最適な場所で，低いコストでモノを生
産できるなどのメリットが生じる。その反面，
国・地域間の競争が激

はげ
しくなり，貧

ひん
富
ぷ

の格差
が大きくなるなどの問題も発生する。多

た
国
こく

籍
せき

企
き

業
ぎょう

の展開など，グローバル化は身近なとこ
ろでも進んでいる。
 
国際連合（国連）　（➡p.16）

国際平和の維
い

持
じ

や，国際的な協力の実現を目
的として1945年に創

そう
設
せつ

された国際的な組織
で，日本を含

ふく
む193か国（2018年）が加

か
盟
めい

し
ている。本部はニューヨークにある。安

あん
全
ぜん

保
ほ

障
しょう

理
り

事
じ

会
かい

などの主要機関をもち，国際経
けい

済
ざい

や
人
じん

権
けん

保障，地
ち

域
いき

紛
ふん

争
そう

の解決など，多面的な活
動をしている。

多文化主義　（➡p.103, 124）
さまざまな文化的な特

とく
徴
ちょう

をもった異
こと

なる民族
の人々が，お互

たが
いの文化を尊

そん
重
ちょう

しあいながら，
平等に暮

く
らすことを目標とする考え方のこと

をいう。カナダやオーストラリアでは，民族
による差別をなくすだけでなく，お互いの文
化を学ぶ機会を多く設けるなど，国の政

せい
策
さく

に
も反

はん
映
えい

させている。

プレート　（➡p.151, 158）
地球の表面をおおっている厚さが100kmほ
どの岩板のことを指す。大陸プレートと海洋
プレートに分かれる。地球全体が14～15
枚のプレートでおおわれている。日本列島付
近には４枚のプレート（太平洋，北アメリカ，
フィリピン海，ユーラシア）が接する地点が
ある。プレートどうしの境界付近では，地

じ
震
しん

や火山などの活動が活発となる。

大
たい
陸
りく
棚
だな
　（➡p.153）

大陸の周辺にみられる，海岸から緩
ゆる

やかに傾
けい

斜
しゃ

しながら続く水深200mまでの海底のこ
とを指す。漁場や海底資

し
源
げん

という点での注目

度も高いため，近年では，国際的な取り決め
により，その範

はん
囲
い

が定められつつある。

フォッサマグナ　（➡p.152）
日本の本州中央部の糸

いと
魚
い

川
がわ

市－松
まつ

本
もと

市－静
しず

岡
おか

市を結ぶ線（糸魚川－静岡構造線）を西の縁
ふち

と
して，地面が大きく落ち込

こ
んだところをフォ

ッサマグナ（大きな溝
みぞ

）という。ここには，姫
ひめ

川
かわ

，青
あお

木
き

湖
こ

，諏
す

訪
わ

湖
こ

，釜
かま

無
なし

川
がわ

，富
ふ

士
じ

川
かわ

などが
位置している。フォッサマグナを境として，
地形・地質のうえで日本の国土は東北日本と
西南日本に分けられる。

活
かつ
断
だん
層
そう
　（➡p.158）

活断層とは数十万年前以
い

降
こう

にくり返し活動が
みられ，今後も活動すると考えられる断層を
指す。1995年の阪

はん
神
しん

・淡
あわ

路
じ

大
だい

震
しん

災
さい

を招いた
兵
ひょう

庫
ご

県南部地震は，震
しん

源
げん

近くの活断層である
野
の

島
じま

断層が横ずれを起こしたことが原因であ
った。

平野　（➡p.151, 154, 155, 164, 232）
平野の中でも，川などの力によってけずられ
てできたものを侵

しん
食
しょく

平野という。東ヨーロッ
パ平原やアメリカ中央平原などが代表的であ
る。これに対して，川・海などの力によって
運ばれてきた土

ど
砂
しゃ

が積もってできたものを堆
たい

積
せき

平野とよんでいる。堆積平野の中で，今か
ら約１万年前以

い
降
こう

の新しい時代に，川や海な
どの力によって運ばれてきた土砂が積もって
できた平野を沖

ちゅう
積
せき

平野という。沖積平野は堆
積平野に含

ふく
まれ，日本では関

かん
東
とう

平野や濃
のう

尾
び

平
野などがこれで，生活の場となっている。

扇
せん
状
じょう
地
ち
　（➡p.155, 224, 227）

川が山地から平地に流れ出るところ（谷
たに

口
ぐち

）に，
川によって運ばれた岩や石などが積もってで
きた扇

おうぎ
の形をした地形を扇状地という。水は

けがよく，果
か

樹
じゅ

園
えん

などに利用されていること
が多い。甲

こう
府
ふ

盆
ぼん

地
ち
（山

やま
梨
なし

県）や富
と

山
やま

平野（富山
県）には扇状地が多く，平野全体がいくつも
の扇状地からできている。

三角州（デルタ）　（➡p.155, 188, 

192）
川が海や湖などに流れ込

こ
むところ（河

か
口
こう

）に，

用 語 解 説

自然

※確
かく

認
にん

した用語の  にチェックを入れよう。

世界の国々

289288 ◦世界の国々のあらまし

世界の国々のあらまし
国名 面積 

（万k㎡）
人口 

（万人）
人口密度 
（人／k㎡）

国民一人
当たり

GNI（ドル）

アジアの国々
1 アゼルバイジャン 9 992 115 3767
2 アフガニスタン 65 3637 56 591
3 アラブ首長国連邦 8 954 114 37848
4 アルメニア 3 293 99 3691
5 イエメン 53 2892 55 935
6 イスラエル 2 845 383 38321
7 イラク 44 3934 90 4274
8 イラン 163 8201 50 5316
9 インド 329 135405 412 1685

10 インドネシア 191 26680 140 3605
11 ウズベキスタン 45 3237 72 2267
12 オマーン 31 483 16 13385
13 カザフスタン 273 1840 7 6805
14 カタール 1 270 232 58893
15 カンボジア 18 1625 90 1192
16 キプロス 0.9 119 129 23259
17 キルギス 20 613 31 1057
18 クウェート 2 420 236 29425
19 サウジアラビア 221 3355 15 20309
20 ジョージア 7 391 56 3451
21 シリア 19 1828 99 1178
22 シンガポール 720k㎡ 579 8055 51126
23 スリランカ 7 2095 319 3800
24 タイ 51 6918 135 5604
25 大韓民国 10 5116 510 27813
26 タジキスタン 14 911 64 992
27 中華人民共和国 960 141505 147 7963
28 朝鮮民主主義人民共和国 12 2561 212 667
29 トルクメニスタン 49 585 12 6080
30 トルコ 78 8192 105 10749
31 日本 38 12719 341 39881
32 ネパール 15 2962 201 733
33 パキスタン 80 20081 252 1555
34 バーレーン 770k㎡ 157 2032 21319
35 バングラデシュ 15 16637 1127 1433
36 東ティモール 2 132 89 1680
37 フィリピン 30 10651 355 3552
38 ブータン 4 82 21 2543
39 ブルネイ 0.6 43 75 28883
40 ベトナム 33 9649 292 2059
41 マレーシア 33 3204 97 9214
42 ミャンマー 68 5386 80 1239
43 モルディブ 298k㎡ 44 1481 10049
44 モンゴル 156 312 2 3437
45 ヨルダン 9 990 111 4056
46 ラオス 24 696 29 2237
47 レバノン 1 609 583 8317

アフリカの国々
1 アルジェリア 238 4201 18 3890
2 アンゴラ 125 3077 25 3554

国名 面積 
（万k㎡）

人口 
（万人）

人口密度 
（人／k㎡）

国民一人
当たり

GNI（ドル）

3 ウガンダ 24 4427 183 600
4 エジプト 100 9938 99 2778
5 エスワティニ 2 139 80 2321
6 エチオピア 110 10754 97 684
7 エリトリア 12 519 44 1083
8 ガーナ 24 2946 124 1468
9 カーボベルデ 0.4 55 137 2883

10 ガボン 27 207 8 6584
11 カメルーン 48 2468 52 1358
12 ガンビア 1 216 192 469
13 ギニア 25 1305 53 628
14 ギニアビサウ 4 191 53 617
15 ケニア 59 5095 86 1441
16 コートジボワール 32 2491 77 1499
17 コモロ 0.2 83 372 1447
18 コンゴ共和国 34 540 16 1428
19 コンゴ民主共和国 235 8401 36 503
20 サントメ・プリンシペ 0.1 21 217 1720
21 ザンビア 75 1761 23 1226
22 シエラレオネ 7 772 107 459
23 ジブチ 2 97 42 2143
24 ジンバブエ 39 1691 43 957
25 スーダン 188 4151 22 1820
26 セーシェル 460k㎡ 10 208 14235
27 赤道ギニア 3 131 47 5827
28 セネガル 20 1629 83 915
29 ソマリア 64 1518 24 88
30 タンザニア 95 5909 62 861
31 チャド 128 1535 12 765
32 中央アフリカ 62 474 8 394
33 チュニジア 16 1166 71 3501
34 トーゴ 6 799 141 538
35 ナイジェリア 92 19588 212 2129
36 ナミビア 82 259 3 4312
37 ニジェール 127 2231 18 356
38 ブルキナファソ 27 1975 72 609
39 ブルンジ 3 1122 403 271
40 ベナン 12 1149 100 812
41 ボツワナ 58 233 4 6639
42 マダガスカル 59 2626 45 432
43 マラウイ 12 1917 162 287
44 マリ 124 1911 15 751
45 南アフリカ共和国 122 5740 47 5128
46 南スーダン共和国 64 1292 20 546
47 モザンビーク 80 3053 38 370
48 モーリシャス 0.2 127 644 9628
49 モーリタニア 103 454 4 1046
50 モロッコ 45 3619 81 2883
51 リビア 168 647 4 7029
52 リベリア 11 485 44 518
53 ルワンダ 3 1250 475 688

国名 面積 
（万k㎡）

人口 
（万人）

人口密度 
（人／k㎡）

国民一人
当たり

GNI（ドル）

54 レソト 3 226 75 1139
ヨーロッパの国々

1 アイスランド 10 34 3 62103
2 アイルランド 7 480 69 53304
3 アルバニア 3 293 102 4038
4 アンドラ 468k㎡ 8 164 36987
5 イギリス 24 6657 275 39333
6 イタリア 30 5929 196 31349
7 ウクライナ 60 4401 73 2078
8 エストニア 5 131 29 17435
9 オーストリア 8 875 104 44834

10 オランダ 4 1708 411 45206
11 北マケドニア 3 209 81 4944
12 ギリシャ 13 1114 84 17321
13 クロアチア 6 417 74 11789
14 コソボ 1 183 168 3863
15 サンマリノ  61k㎡ 3 550 40586
16 スイス 4 854 207 80350
17 スウェーデン 44 998 23 52849
18 スペイン 51 4640 92 26689
19 スロバキア 5 545 111 16062
20 スロベニア 2 208 103 20836
21 セルビア 8 702 91 5119
22 チェコ 8 1063 135 17228
23 デンマーク ＊4 575 134 55115
24 ドイツ 36 8229 230 43174
25 ノルウェー ＊32 535 17 74380
26 バチカン市国 0.44k㎡ 0.08 1820 −
27 ハンガリー 9 969 104 12396
28 フィンランド 34 554 16 43777
29 フランス 55 6523 118 37412
30 ブルガリア 11 704 63 7446
31 ベラルーシ 21 945 46 4760
32 ベルギー 3 1150 377 40728
33 ボスニア・ヘルツェゴビナ 5 350 68 4740
34 ポーランド 31 3811 122 11870
35 ポルトガル 9 1029 112 19322
36 マルタ 316k㎡ 43 1372 24036
37 モナコ 　2k㎡ 4 19449 168004
38 モルドバ 3 404 119 1773
39 モンテネグロ 1 63 46 7051
40 ラトビア 7 193 30 13959
41 リトアニア 7 288 44 14127
42 リヒテンシュタイン 160k㎡ 4 238 134660
43 ルクセンブルク 0.3 59 228 69259
44 ルーマニア 24 1958 82 9216
45 ロシア連邦 1710 14397 8 8422

北アメリカの国々
1 アメリカ合衆国 983 32677 33 58876
2 アンティグア・バーブーダ 440k㎡ 10 233 13973
3 エルサルバドル 2 641 305 4030

国名 面積 
（万k㎡）

人口 
（万人）

人口密度 
（人／k㎡）

国民一人
当たり

GNI（ドル）

4 カナダ 999 3695 4 41568
5 キューバ 11 1149 105 7709
6 グアテマラ 11 1725 158 4035
7 グレナダ 340k㎡ 11 314 9139
8 コスタリカ 5 495 97 11212
9 ジャマイカ 1 290 264 4652

10 セントクリストファー・ネービス 260k㎡ 6 214 16050

11 セントビンセント及び
グレナディーン諸島 390k㎡ 11 283 6831

12 セントルシア 620k㎡ 18 333 7070
13 ドミニカ共和国 5 1088 224 6422
14 ドミニカ国 750k㎡ 7 99 6819
15 トリニダード・トバゴ 0.5 137 268 17039
16 ニカラグア 13 629 48 2094
17 ハイチ 3 1111 400 709
18 パナマ 8 416 55 12475
19 バハマ 1 40 29 31780
20 バルバドス 430k㎡ 29 664 15514
21 ベリーズ 2 38 17 4495
22 ホンジュラス 11 942 84 2199
23 メキシコ 196 13076 67 8388

南アメリカの国々
1 アルゼンチン 278 4469 16 12161
2 ウルグアイ 17 347 20 14847
3 エクアドル 26 1686 66 5869
4 ガイアナ 22 78 4 4451
5 コロンビア 114 4947 43 5662
6 スリナム 16 57 3 5669
7 チリ 76 1820 24 13397
8 パラグアイ 41 690 17 3862
9 ブラジル 852 21087 25 8467

10 ベネズエラ 91 3238 36 8991
11 ペルー 129 3255 25 5800
12 ボリビア 110 1122 10 3044

オセアニアの国々
1 オーストラリア 769 2477 3 52730
2 キリバス 730k㎡ 12 163 2402
3 クック諸島 237k㎡ 2 74 16698
4 サモア 0.3 20 70 4115
5 ソロモン諸島 3 62 22 1742
6 ツバル 26k㎡ 1 434 5363
7 トンガ 720k㎡ 11 146 3827
8 ナウル 21k㎡ 1 539 9420
9 ニウエ 259k㎡ 0.2 6 −

10 ニュージーランド 27 475 18 39223
11 バヌアツ 1 28 23 3045
12 パプアニューギニア 46 842 18 2352
13 パラオ 488k㎡ 2 48 13134
14 フィジー共和国 2 91 50 4969
15 マーシャル諸島 180k㎡ 5 294 4678
16 ミクロネシア連邦 700k㎡ 11 151 3662

（面積 2015年，人口 2018年7月1日現在，国民一人当たりGNI［国民総所得］ 2016年，『デモグラフィックイヤーブック』ほか）

＊ノルウェーの面積には，スバールバル諸島・ヤンマイエン島（6.2万k㎡）を含
ふく

む。デンマークの面積には，グリーンランド（216.6万k㎡）を含まず。

インターネットを活用して 
学びを広げることができる「まなびリンク」
章・節の扉ページに「まなびリンク」を設けました。教育出版のウェブサ
イトから，学習に役立つさまざまな情報にアクセスすることができます。
※無料で利用できますが，通信料がかかります。また，端末の操作やインターネットの
利用のルール，情報リテラシーについては適宜ご指導ください。

▲ p.282 ▲ p.288
▼︎ p.28-29

3 学びを広げる・つなげる・深めるための紙面・内容の工夫

自ら学ぶ力を支える紙面・内容の工夫
　　　　　すべての生徒にとって使いやすく，自ら学びに向かう力を喚起するさまざまな工夫を
施しており，グループでの学習はもちろん，一人でも学びを深めることができる教科書です。

特色

3

本時ページ以外にも，記述を補い，生徒の興味・関心を
引きつける豊富な写真・図版などからなる資料ページがあ
ります。これらを活用することで，さらに地理の学習を深
めることができます。

世界と日本の学習のあいだの折り込み資料
８ページに渡る，大きく広げることができる，資料性の高いグラビアページです。世界・日本両方の学習に役立てる
ことができます。

巻末の，充実の用語解説と
世界と日本の統計資料
難解な用語や補足説明の必要な箇所
には巻末に丁寧な用語解説を付けま
した。統計資料も世界・日本をそれ
ぞれ掲載しています。

特別支援やユニバーサルデザインの視点を
大切にした教科書づくり
教育のユニバーサルデザインの実現にむけ，埼玉大学の
名
な

越
ごし

斉
なお

子
こ

先生に社会科全体を監修していただきました。
より多くの生徒が学びやすいように，レイアウトや配色，
書体などの表現を工夫しています。

「世界の国々のあらまし」 【p.288-289】と，
「日本の都道府県のあらまし【p.290-291】」も

掲載しています。

図やグラフなど，教科書中の表
現には，色覚の個人差を問わず，
より多くの人に見やすいカラー
ユニバーサルデザインを取り入
れています。

例えば，吹き出し
中 の 読 みや す い
改行の工夫。

本文や注など，教科書中の文章
には，見やすく読みまちがえに
くいユニバーサルデザインフォ
ントを使用しています。

「宇宙からとらえた地球」
世界の地形を表現した地図，世界の
夜間の様子を表現した地図，ともに
本文と連動させて活用できる資料
です。

「オリンピックはどこで開かれるの
だろう」【p.129】
話題性のある世界の夏季・冬季のオ
リンピックの開催地を，世界地図か
ら確認できます。

「日本にはどんな世界遺産があるの
だろう」【p.132】
日本での登録が続く世界遺産につい
て，すべての事例を掲載しています。
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1

2

4

3

5

87
6

9

11

12

10
13

15   伊
い

能
のう

忠
ただ

敬
たか

（1745-1818年
ねん
）

11   函
はこ

館
だて

山
やま

（北
ほっ
海
かい
道
どう
函館市）

かつては島であった函館山は，海か
ら運ばれてきた砂が積もって渡

お
島
しま
半
はん

島
とう
とつながりました。そのつながっ
た場所に市街地が広がっています。

12   有
う

珠
す

山
ざん

と洞
とう

爺
や

湖
こ

（北
ほっ
海
かい
道
どう
伊
だ
達
て
市・壮

そう
瞥
べつ
町・洞

とう
爺
や
湖
こ
町）

これらは，火山活動によってつくられた地形です。奥
おく
には

羊
よう
蹄
てい
山
ざん
が見えます。

8   河
か

岸
がん

段
だん

丘
きゅう

 
（群

ぐん
馬
ま
県沼

ぬま
田
た
市）

利
と
根
ね
川
がわ
（左）と片

かた
品
しな
川
がわ
（右）が

岸をけずってできた，階段の
ような地形です。台地の上に
市街地が広がっています。

7   姨
おば

捨
すて

の棚
たな

田
だ

 
（長
なが
野
の
県千

ち
曲
くま
市）

山の斜
しゃ
面
めん
へのかんがい

によって，1500枚ほど
の水田からなる棚田がつ
くられています。

2   九
く

十
じゅう

九
く

島
しま

（長
なが
崎
さき
県佐

さ
世
せ
保
ぼ
市）

200ほどの島々が広がっています。奥
おく

に見える佐世保湾
わん
は，水深が深く広いた

め，軍港として利用されてきました。

4   鳥
とっ

取
とり

砂
さ

丘
きゅう

（鳥取県鳥取市）

奥
おく
に見

み
える千

せん
代
だい
川
がわ
によって日本海に運ばれた砂が，

波で打ち上げられてつくられました。ユネスコのジ
オパーク（→p．273）に認

にん
定
てい
されています。

1   慶
け

良
ら

間
ま

列
れっ

島
とう

（沖
おき
縄
なわ
県座

ざ
間
ま
味
み
村）

さんご礁
しょう
や白い砂浜が広がり，ケラマブルーとよばれる透

とう
明
めい
度の高い海には，

ダイビングなどで観光客が訪
おとず
れます。

3   高
こう

知
ち

平野（高知県南
なん
国
こく
市）

太平洋を流れる黒
くろ
潮
しお
（日本海流）により暖かく，ビニールハウス

を利用した野菜の促
そく
成
せい
栽培（→p.222）が行われています。

6   穂
ほ

高
たか

岳
だけ

と涸
から

沢
さわ

カール（長
なが
野
の
県松

まつ
本
もと
市）

穂高岳には標高3000mをこえる山々が連なり，カールとよばれる谷が氷河によっ
てつくられました。

5   東
とう

尋
じん

坊
ぼう

（福
ふく
井
い
県坂

さか
井
い
市）

日本海に面した高さ25mほどの崖
がけ
で，六角形の柱のような

岩の割
わ
れ目が見られます。

14   伊
い

能
のう

忠
ただ

敬
たか

による日本地図
現在の千葉県出身の伊能忠敬は，50歳の時に天文学や測
量を学び始め，江

え
戸
ど
幕
ばく
府
ふ
の命令により地図をつくり

ました。この背
はい
景
けい
には，ロシアのラクスマンが

国交を求めて北
ほっ
海
かい
道
どう
の根

ね
室
むろ
に来航するな

ど，当時の国際関係の動きがありま
した。江戸幕府は，防衛のため
に日本の北方地域の情報や
正確な地図を必要と
しました。

10   磐
ばん

梯
だい

山
さん

と毘
び

沙
しゃ

門
もん

沼
ぬま

（福
ふく
島
しま
県北

きた
塩
しお
原
ばら
村）

1888年の磐梯山の火山活動によって川がせき止められ，多く
の湖や沼がつくられました。

9   九
く

十
じゅう

九
く

里
り

浜
はま

（千
ち
葉
ば
県九十九里町・山

さん
武
む
市）

約66kmにおよぶ砂
すな
浜
はま
海岸で，波によって

打ち上げられた砂が積もってつくられました。

13   釧
くし

路
ろ

湿
しつ

原
げん

（北
ほっ
海
かい
道
どう
釧路町）

日本最大の湿原で，釧路川が大きく曲がりくねって流れて
います。ラムサール条約（→p.263）登録湿地の一つです。

伊
い

能
のう

忠
ただ

敬
たか

は，
ほぼ全国を
歩いて測量
したんだって。

宇宙からの写真と
変わらないみたいだね。

宇
う

宙
ちゅう

からとらえた日本列島
地図を活用しよう❸
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館
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（北
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海
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道
どう
函館市）
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た場所に市街地が広がっています。
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珠
す

山
ざん
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爺
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湖
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ほっ
海
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道
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伊
だ
達
て
市・壮

そう
瞥
べつ
町・洞

とう
爺
や
湖
こ
町）
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には

羊
よう
蹄
てい
山
ざん
が見えます。

8   河
か

岸
がん

段
だん

丘
きゅう

 
（群

ぐん
馬
ま
県沼
ぬま
田
た
市）
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根
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7   姨
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捨
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の棚
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田
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県千
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特色 3  − 3  のポイント：学びに向かう力／ユニバーサルデザイン／カラーユニバーサルデザイン／まなびリンク

「宇宙からとらえた日本列島」【p.130-131】
日本全体の地形を俯瞰するとともに，「伊能
忠敬の日本地図」とあわせて歴史学習との関
連も図れます。
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授業を支える教師用指導書と周辺教材のご紹介

◆教師用指導書◆　※セット内容：総論・評価編（CD-ROM付），学習指導編。

★授業の流れがイメージでき，必要かつ十分なポイントをまとめた指導用マニュアルです。
★指導と評価の一体化を目ざし，学習のねらいと指導の展開，評価の関連性を強化・拡充しました。
★これまでの授業実践の成果を取り入れて，先生方と生徒のコミュニケーションの活性化が図られるよう工夫しました。

CD-ROM 
①　 年間学習指導計画・評価計画：ワード，エクセル，一太郎のファイル形式にて収録しています。
②　 学力向上のための単元テスト：基礎・基本的な問題から，発展的な問題までさまざまな観点に配慮した問題群で

構成されています。一太郎・ワードで作成され，リライトなどにも対応します。
③　 その他：白地図データ，教科書掲載図版モノクロデータなど，授業に役立つ資料が満載です。

◆指導者用デジタル教科書（教材）◆
＊使いやすく効果的なコンテンツを多数収録。
★教科書資料を補足する，資料性の高い動画。
★複数の教材を並べて表示でき，比較や関連づけなどに最適。
★グラフは，折れ線・棒などを要素ごとに表示することが可能。
★地図は，凡例ごとに表示することが可能。

 ◆ 拡大教科書 ◆ 　教科書の文字を拡大し，写真や資料の配置を再レイアウトしています。
 ◆ 教育出版ウェブサイト ◆ 　授業に役立つ最新の資料などが容易に入手できます。
 ◆ 中学社会通信「Socio Express」 ◆ 　毎年春と秋に発行する，弊社と学校を結ぶ小冊子です。

※このページで，ご紹介した商品の内容は変更になる場合がございます。

◆単元テストの例(地理的分野)
・基礎・基本的な問題や標準的な問題だけでなく，入試を見据えた記述型の問題や，
資料を活用させて考えさせるような発展的問題も含まれる単元ごとの問題集です。

◆総論・評価編
学習指導計画や学習指導案などをまと
めた「総論編」と，指導と評価の一体化
を念頭においた「評価編」からなります。

読解の難しい雨温図も，気温
と降水量を別々に表示するこ
とで気候の特徴がつかみやす
くなります。

◆学習者用デジタル教科書◆
＊拡大表示機能，書き込みなどの機能に加え，学習者支援機能も充実。
★拡大，ページ送り戻り，ペン/消しゴム
★学習者支援機能
　自動音声読み上げ　総ルビ（ふりがな）　分かち書き
　リフロー（たて書き/よこ書き変更，書体変更，文字サイズ変更，色変更，行間変更）

◆学習・指導編
「本時のねらい」にはじまり，板書例の
イメージの「本時の要点」など，先生
方の授業をしっかりサポートします。

降水量の多い地域，少
ない地域に焦点化する
ことで，季節風の影響
を受けやすい地域もす
ぐに理解できます。




