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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
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すず 8.5

天然ゴム 5.4

タイ
（65億ドル）

マレーシア
（129億ドル）

インドネシア
（219億ドル）

タイ
（2136億ドル）

マレーシア
（1894億ドル）

インドネシア
（1445億ドル）

0 50 100％

米
14.7%

原油
23.8％

原油
53.3％

機械類
31.3％

機械類
41.4％

その他
39.5

その他
61.4

その他
45.5

その他
14.5

石油
13.1

その他
26.1

木材
14.1

野菜
12.6

その他
49.6

天然ゴム 9.2 とうもろこし 5.4

天然ゴム 16.4

機械類 10.7

パーム油 8.9

石油製品 5.4

木材 8.3

プラスチック 4.2 金属製品 2.8

自動車 12.8 金（非貨幣用） 3.4

石油製品 6.6 液化天然ガス 4.1

パーム油 4.8
自動車 4.0機械類 9.5石炭 10.0％

パーム油 9.9 衣類 5.2

精密機械 3.6

1980年

2016年
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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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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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華
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人
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民
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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
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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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地
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策
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��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。
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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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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°

15° 0°
15° 30°

45°

北マケドニア北マケドニア

アルバニアアルバニア

イタリアイタリア

ルクセンブルクルクセンブルク

アイルランドアイルランド

ベルギーベルギー

ポ
ル
ト
ガ
ル

ポ
ル
ト
ガ
ル

オ
ラ
ン
ダ

オ
ラ
ン
ダ

デ
ン
マ
ー
ク

デ
ン
マ
ー
ク

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

リトアニアリトアニア

エストニアエストニア
ラトビアラトビア

オーストリアオーストリア

マルタマルタ

ブルガリアブルガリア

ルーマニアルーマニア
セルビアセルビア

スロベニアスロベニア

クロアチアクロアチア

モンテネグロモンテネグロ

ハンガリーハンガリー
スロバキアスロバキア

ポーランドポーランド

トルコトルコ

チェコチェコ
ドイツドイツ

フランスフランス

イギリスイギリス

スペインスペイン

キプロスキプロス
ギリシャギリシャ

（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。

42

 

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。

　中
ちゅう

国
ご く

（中
ちゅう

華
か

人
じ ん

民
み ん

共
きょう

和
わ

国
こ く

）
　韓

か ん

国
こ く

（大
だ い

韓
か ん

民
み ん

国
こ く

）
　北

き た

朝
ちょう

鮮
せ ん

（朝
ちょう

鮮
せ ん

民
み ん

主
し ゅ

主
し ゅ

義
ぎ

人
じ ん

民
み ん

共
きょう

和
わ

国
こ く

）
　ロシア（ロシア連

れ ん

邦
ぽ う

）
　イギリス（グレートブリテン及び北

き た

アイルランド連
れ ん

合
ご う

王
お う

国
こ く

）
　アメリカ（アメリカ合

が っ

衆
しゅう

国
こ く

）
　ソ連（ソビエト社

し ゃ

会
か い

主
し ゅ

義
ぎ

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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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。

　中
ちゅう

国
ご く

（中
ちゅう

華
か

人
じ ん

民
み ん

共
きょう

和
わ

国
こ く

）
　韓

か ん

国
こ く

（大
だ い

韓
か ん

民
み ん

国
こ く

）
　北

き た

朝
ちょう

鮮
せ ん

（朝
ちょう

鮮
せ ん

民
み ん

主
し ゅ

主
し ゅ

義
ぎ

人
じ ん

民
み ん

共
きょう

和
わ

国
こ く

）
　ロシア（ロシア連

れ ん

邦
ぽ う

）
　イギリス（グレートブリテン及び北

き た

アイルランド連
れ ん

合
ご う

王
お う

国
こ く

）
　アメリカ（アメリカ合

が っ

衆
しゅう

国
こ く

）
　ソ連（ソビエト社

し ゃ

会
か い

主
し ゅ

義
ぎ

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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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。

3 4

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

2-1-
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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
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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


