
291290 ◦歴史学習の終わりに

年 記録に残る主な震
しん

災
さい

599 地
じ

震
しん

による被
ひ

害
がい

の日本最古の記述

869 貞
じょう

観
がん

地震が起こり，三
さん

陸
りく

沿岸で津
つ

波
なみ

が発生する

1293 鎌
かま

倉
くら

大地震が起こる

1707 日本で最大級の地震とされる宝
ほう

永
えい

地震が起こる

1854
安
あん

政
せい

東
とう

海
かい

地震・安政南
なん

海
かい

地震が起こり，
津波が発生する

1923 関
かん

東
とう

大震災が起こり，火災による大きな被害が出る

1995
阪
はん

神
しん

・淡
あわ

路
じ

大
だい

震
しん

災
さい

が起こる。
被災地でボランティアが活

かつ
躍
やく

する

2011 東
ひがし

日
に

本
ほん

大震災が起こり，大規模な津波が発生する

2016 熊
くま

本
もと

地震が起こる

2018
北
ほっ

海
かい

道
どう

胆
い

振
ぶり

東部地震が起こり，
北海道全域で停電の被害が出る

2  安政南海地震を伝える石碑に墨を入れる人たち（左：2011年 大阪市）と，
3  三陸沖地震を伝える石碑（右：宮古市）1  記録に残る主な震災

4  女
おな

川
がわ

いのちの石碑の除
じょ

幕
まく

式（2017年 宮
みや

城
ぎ

県女川町）

5   東日本大震災からの復興を祈
き

念
ねん

して東北６県が協力して開
かい

催
さい

する 
「東北絆

きずな

まつり」（2018年 岩
いわ

手
て

県盛
もり

岡
おか

市）
6   熊

くま

本
もと

地震で被
ひ

災
さい

した資料を保
ほ

全
ぜん

する 
「文化財レスキュー」の活動（2016年 熊本市）

東日本大震災で大きな被害を受けた女川町では，2011年に中学校に入学し
た生徒たちが，震災の記録を残す活動の一つとして，石碑を建てる計画を進
めました。この思いに共感した人たちの協力によって，町内の各地で石碑の
設置が進められています。

班の発表例

私たちは，歴史の中で何度も起こり，
近年も繰

く

り返し起こっている
自然災害をテーマに設定しました。

地域の伝統や歴史を未来につなげるために，
さまざまな取り組みがされているんだね。

身近な地域の災害の歴史について調べて，
学校や地域の人たちに伝えていくことは，私たちにもできるね。

SDGsの17の目標の中では，
「11 住み続けられるまちづくりを」との
関連が強いテーマだと考えています。

歴史の中の自然災害
　日本列島は，いくつかのプレートの上に位置するため，火
山活動が活発であることを地理や理科の授業で学習しました。
調べてみると，そうした地理的な条件のもとにある日本では，
昔から地

じ

震
しん

が繰り返し起こっており，大地震を伝える資料も
多く残っているようです。
　特に2011（平

へい

成
せい

23）年３月11日に発生した東
とう

北
ほく

地方太
たい

平
へい

洋
よう

沖
おき

地震による東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

（←ｐ.281）以降は，そうした
資料から過去の震災の記録を調べ，被害の実態や，震災から
の復興の過程を明らかにしようとする研究が進められていま
す。そうした研究の中で，古

こ

文
もん

書
じょ

などとともに注目されてい
るのが，津

つ

波
なみ

による被害などを記した石
せき

碑
ひ

です。石碑からは，
過去に起こった津波の到

とう

達
たつ

点なども知ることができ，今後，
地震が起こった場合に避

ひ

難
なん

する際の目印の一つとなります。
　私たちも，こうした研究や，身近な地

ち

域
いき

にある石碑などか
ら，災害に関する先人の知

ち

恵
え

を学び，防
ぼう

災
さい

・減
げん

災
さい

に役立てて
いくことが大切です。

安
あん
政
せい
南
なん
海
かい
地震と三

さん
陸
りく
沖
おき
地震を伝える石碑

　1854（安政元）年12月23日，駿
する

河
が

湾
わん

から遠
えん

州
しゅう

灘
なだ

沖を震
しん

源
げん

とする安政東
とう

海
かい

地震が起こり，関
かん

東
とう

から近
きん

畿
き

地方に及
およ

ぶ地域
に被害を出し，特に東

とう

海
かい

地方では津波で大きな被害が出まし
た。さらに，この地震から32時間後には，紀

き

伊
い

半島から四
し

国
こく

沖を震源とする安政南海地震が起こり，この地震でも津波
による大きな被害を出しました。
　大

おお

阪
さか

市浪
なに

速
わ

区には，安政南海地震の被害を伝える「大
おお

地
じ

震
しん

両
りょう

川
かわ

口
ぐち

津
つ

浪
なみ

記
き

」が刻まれた石碑が建てられました。石碑には，
「大地震が起こったときは，津波が来ると思って，絶対に船
に乗ってはならない」「家が壊

こわ

れて火
か

災
さい

も発生するため，戸じ
まりや火の用心が肝

かん

要
よう

である」などの震災の教訓のほか，「の
ちの人々のために，文字が読みやすいように，毎年，石碑の
文字に墨

すみ

を入れてほしい」と記されています。現在も，地域
の人々によって，石碑に墨を入れる取り組みが続けられてい
ます。
　また，岩

いわ

手
て

県の三陸地方では，1896（明
めい

治
じ

29）年と1933

（昭
しょう

和
わ

８）年に，三陸沖地震とそれによる津波の被害を受けま
した。宮

みや

古
こ

市の重
おも

茂
え

半島の姉
あね

吉
よし

には，1933年の地震の後，
海
かい

抜
ばつ

50mのところに石碑が建てられました。石碑には「高
き住居は児

じ

孫
そん

の和
わ

楽
らく

　想
おも

へ
（え）

惨
さん

禍
か

の大津波　此
こ

処
こ

より下に家を
建てるな」「明治二十九年にも，昭和八年にも津浪は此処まで
来て部落は全

ぜん

滅
めつ

し、生存者僅
わず

かに前に二人後に四人のみ幾
いく

歳
とせ

経
ふ

るとも要
よう

心
じん

せよ」と刻まれています。2011年の東日本大
震災の際，津波はこの石碑よりも奥

おく

には到達しませんでした。
私たちが伝える災害と復興
　現代も，1995年の阪

はん

神
しん

・淡
あわ

路
じ

大震災（←ｐ.280）や2011
年の東日本大震災などの地震による災害のほか，集中豪

ごう

雨
う

に
よる水害など，自然災害が繰り返し起こっています。災害は，
人々の暮らしに大きな被害をもたらしますが，これまでも日
本では，災害が起こるたびに，人々が協力して乗り越え，地
域の復興を成し遂

と

げてきました。
　私たちには，過去の災害に学んで防災・減災に努めるとと
もに，自分たちが学んだり経験したりしたことを未来の世代
に伝えていくことが求められています。

災
さ い

害
が い

の歴史を学ぶ・伝える
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ハワイのサイザルアサをつくる農園で働く日本からの移住者

宗
しゅう

門
もん

改
あらため

帳
ちょう

（新
にい
潟
がた
県立文

ぶん
書
しょ
館蔵）

江戸時代に，人々がどの寺に属するかを記録するために，寺が作成したも
ので，戸籍の役割も果たしました（←p.119）。

一	

禅
宗
天
樹
寺
旦
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　無
高
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四
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800年以降の人口の移り変わり（国土交通省ほか）
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（1192年）
757万人

（1338年）
818万人

（1603年）
1227万人

（1868年）
3330万人

（1945年）
7199万人

（2000年）
12693万人

（1716～45年）
3128万人

(年)

ブラジルへの移住をよびかけるポスター
　 （海外移住資料館蔵）

今から約8000年前の縄
じょう
文
もん
時代，日本列島の人口はわずか

2万人ほどで，その後，弥
や
生
よい
時代から奈

な
良
ら
時代にかけて，稲

いな

作
さく
の開始や大陸からの渡

と
来
らい
人
じん
などにより，およそ450万人

に増えたと考えられています。
ところで，このように昔の人口を知るためには，どのよう

な方法があるのでしょうか。
現在の日本では，子どもが生まれたり，人々が結

けっ
婚
こん
や離

り
婚
こん

をしたり，死んだりすると，役所に届けを出すことになって
います。こうした近代の戸

こ
籍
せき
制度が始まったのは，1872（明

治5）年のことです。
それ以前の時代のうち，奈良時代から江

え
戸
ど
時代までは，古

こ

文
もん
書
じょ
などが残っています。古文書は，すべての地域や身分を

対象として記されているわけではないため，古文書をもとに
当時の人口を推定します。
さらに時代をさかのぼって，縄文時代から古

こ
墳
ふん
時代の人口

については，現在までに発見された，それぞれの時代の全国
の遺

い
跡
せき
の数などをもとに推定します。

上のグラフを見てみると，日本列島の人口は，江戸時代に
なってからの100年間で倍以上に増加していることが読み
取れます。また，その後，飢

き
饉
きん
や幕
ばく
府
ふ
の政治改革（←p.132）

が続いた18世紀の初めからは人口が停
てい
滞
たい
している，という

こともわかります。
「富

ふ
国
こく
強
きょう
兵
へい
」を目ざした明治時代以降は，工業化や医

い
療
りょう
・

公衆衛生の向上などによって，人口が増加します。しかし，
大
たい
正
しょう
時代になると，人口が過

か
剰
じょう
となり，海外への移住

（←p.198）が積極的に行われるようになりました。
第二次世界大戦によって，一時的に人口は減少しますが，

1970年ごろになると，1億人をこえています。日本の人口
が現在のような規模に達したのは，比

ひ
較
かく
的最近のことだとい

うことがわかります。

その後，アメリカでは排
はい
日
にち
運動が高まり，アメリカ本土や

ハワイへ移住することが難しくなっていきました。そのよう
な状

じょう
況
きょう
のなか，初めてのブラジル移住船「笠

かさ
戸
と
丸
まる
」が神

こう
戸
べ
を

出航したのは，1908年のことでした。当時，奴
ど
隷
れい
制を廃

はい
止
し

したブラジルでは，コーヒー農園などで奴隷に代わる労働力
を求めていました。その両国の利害が一

いっ
致
ち
し，地球の正反対

にあるブラジルへの移住が増加していきました。
移住した日本人は当初，土地をもたない過

か
酷
こく
な契約労働が

主でしたが，しだいに土地を購
こう
入
にゅう
して自営農になる人や，町

へ出て雑貨屋や食堂，旅館などを始める人も増えました。日
本人の働きぶりは高い評価を得て，「ジャポネース・ガラン
チード」（日本人は信用できる）といわれるまでになり，ブラ
ジル社会に定着していきました。

過去の人口を知る方法 北太
たい
平
へい
洋
よう
のほぼ中央部に位置するハワイに，日本人がはじ

めて移住したのは，1868（明治元）年のことです。捕
ほ
鯨
げい
船
せん
の

基地でもあったハワイでは，さとうきびなどを栽
さい
培
ばい
する大農

園（プランテーション）が広がるにつれて，多くの労働力が求
められるようになりました。
中
ちゅう
国
ごく
に加えて，日本からも移住者を受け入れたいという要

よう

請
せい
があり，19世紀の後半には，日本政府が契

けい
約
やく
した人たち

のほか，民間からもハワイに渡
わた
る人たちが増えていきました。

主に山
やま
口
ぐち
県や広

ひろ
島
しま
県，沖

おき
縄
なわ
県などから，７万人近くの人たち

が移住し，1896年にはホノルルに日本人小学校も設立され
ました。
しかし，現地での労働は，想像以上に厳しいものでした。

さとうきび畑では，むちを持った監
かん
督
とく
官
かん
のもとで，炎

えん
天
てん
下
か
の

なか長時間働き，切り倒
たお
したさとうきびは，女性たちが束に

して貨車まで運びました。暑さや厳しい労働に耐
た
えかねて脱

だっ

走
そう
したり，監督官に従わないとして監

かん
獄
ごく
に入れられたりする

人たちもいました。
こうした過

か
酷
こく
な労働条件や，低い賃金の改善を求めて，

人々は，中国やフィリピンなどから移住した人たちとともに，
２度にわたる大きなストライキを起こしました。この動きの
なかで，1万人をこえる労働者が農園から追放されることも
ありましたが，労働条件や賃金はしだいに改善されていきま
した。

ハワイへの移住

日本の歴史と人口の移り変わり

ブラジルへの移住

50年後や100年後の
将来の人口は，
どうなっているかな。
グラフの続きを
予想してみよう。

ハワイでよく見かけるアロハシャツの
デザインは，日本から移住した人たちと
関係があるそうよ。

人口の変化と海外への移民
明
めい

治
じ

時代以降，日本の人口はほぼ一
いっ

貫
かん

して増加してきましたが，近年になって減少に転じました。人口の視点で歴史をみると，私たちは時
代の転

てん
換
かん

点
てん

に立っているといえます。人口の移り変わりには，どのような特
とく

徴
ちょう

や背景があるのか探ってみましょう。

歴史を探
さぐ

ろう

明
めい

治
じ

時代になると，新たな土地や仕事を求めて，多くの日本人が海外へ移住しました。移住した人たちは，日本とは異なる社会や文化のな
かで，どのような暮らしをしていたのでしょうか。移住者の多かったハワイとブラジルを例に探ってみましょう。
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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〉
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ベルリン
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ワルシャワ
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れんぽう
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第二次世界大戦前（1937年）の
ポーランドの領土
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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.持続可能な未来

17の目標は，持続可能な未
来をつくるための視点です。
それぞれの目標について理解
を深めると同時に，それぞれ
がどのように関連しているか
を考えることも大切です。

1   SDGsの17の目標

2 「文化」，「移民」，「ICT」など，SDGsの17の目標には定められていないものの，重視されるべきテーマもあります。こうした「その他」の目標にも着目して，自分にとっての「18番目の目標」を探してみることも大切です。

1 持続可能な未来の構築をになう人になるための活動や学習を，「ESD：持続可能な開発のための教育」（Education  for Sustainable Development）といいます。ESDでは，一人一人が自分の生き方や考え方の広がりや深まりを自覚し，未来に向けて大切にしたい見方や考え方を学んでいくことを大切にしています。

　人や地球環
かん

境
きょう

が犠
ぎ

牲
せい

になることなく作られた製品を購
こう

入
にゅう

することであり，生産者の顔や背景が見える消費のあり方です。貧
ひん

困
こん

，人権，気候変動といった国際社会の三つの緊
きん

急
きゅう

の課題を，同時に解決するための一つの有効な手段であるとも言えます。エシカル消費は毎日の買い物を通じて取り組めるので，誰
だれ

もが今日から始められる社会貢
こう

献
けん

活動です。

エシカル消費とは

エシカル消費を広げる活動に取り組んでいる末
すえ

吉
よし

里
り

花
か

さん

四つの視点とは

ふり返りのイメージ図

『私の提案』作成ナビ

『私の提案』作成ナビ

持続可能な未来をつくるために，まずは，「個人と個人」あるいは「個人と社会」のつながりを考えてみましょう（①）。次に，このつながりをつづける方法を探してみましょう（②）。そのために，「個人と個人」あるいは「個人と社会」のつりあいを大切にしましょう（③）。そして，これらの①～③の土台となる，つつみこみを意識してみましょう（④）。

◦�他者の作品からの学びをふまえた，自分自身の学びの広がりや深まり

◦作品の発表，インタビュー

◦�作品をつくる前の「持続可能な未来」に対するイメージ

◦�作品の作成中に「永く続く問い」への回答を考察

　私の提案「自分を変える，社会を変える」を作成する前・中・後のプロセスを振り返りながら，自分自身の生き方や考え方の広がりや深まりをとらえることも大切です。
　振り返りの例として，「起・承・転・結」による方法とポイントを示します。

起：作品をつくる前のイメージを高めます。
承：作品を作成していく中で，「永く続く問い」への答えを考えます。転：作成した作品を声に出して発表したり，お互いにインタビューをしたりします。

結：作品の作成や発表，インタビューなどの活動を終えた後，自分自身の生き方や考え方を再認
にん
識
しき
します。

1

2

［永く続く問い］「持続可能な未来のために大切にするべき見方や考え方とは何か」・「自分にとっての持続可能な未来とは何か」
［ゴール］「SDGsを入り口にして，地球の持続可能性を妨

さまた
げる課題を考え，自分自身の生き方や考え方の広がりや深まりを理解する」

結

転

起

承

SDGs（持続可能な開発目標）は，17 の目標と169 のターゲットから構成されています。「地球上の誰
だれ

一人として取り残さない」ことをスローガンに，先進国も発展途
と

上
じょう

国
こく

も，すべての国が取り組むべき普
ふ

遍
へん

的なものとされています。SDGs のD にあたる「開発」（Development）には，経済発展だけではなく，人間的発展も含まれています。それは，物質的な豊かさだけでなく，精神的な豊かさを追求していくことも大切になるということです。例えば，持続可能な未来を目ざしていくときに，注目されている考え方の一つに，「エシカル消費」があります。これは，毎日の暮らしの中で，誰
だれ

によって，どこで，どのように作られているのかがわかる製品を購
こう

入
にゅう

し，消費しようという考え方で，フェアトレードはその代表的な例です。このように「開発」という言葉には，「持続可能な未来」を考えていく際の大切なヒントが含まれています。
　次のページからは，これまで積み重ねてきた社会科の学習の集大成として，持続可能な未来に向けた作品・私の提案「自分を変える，社会を変える」を作成していきましょう。

1

2

SDGsの意義

関連 小学校  ／ 地理  ／ 歴史  ／ 他教科  

私たちは，これまでの公民の学習を通して「現代社会」，「政治」，「経済」，「国際社会」のしくみや現状などについて学んできました。その中で，グローバルな視点（地球規模）とローカルな視点（地域）の両方から，持続可能性を妨
さまた

げるさまざまな課題と向き合ってきました。こうした課題を認
にん

識
しき

し，公民の学習だけでなく，小学校での学習や地理や歴史の学習，他教科での学習，さらに毎日の暮らしのなかで経験してきたことなどをふまえながら，課題の解決に向けて行動する，持続可能な未来のにない手を目ざしていきましょう。私たちが目ざす持続可能な未来を，次の四つの視点から考えていくことができます。①「つながる」ことを大切にする未来
②「つづける」ことができる未来
③「つりあう」ことで構築される公正な未来④「つつみこむ」ことでさまざまな他者を認める未来こうした視点を意識しながら，自分自身と社会をどのように変えていったらよいのか，自分なりに考えていくことが大切です。

1

持続可能な
未来とは

SDGs 1 〜 17

p.259

p.212

ともに変化の
にない手に
なりましょう。
Be the change!

持続可能な未来と私たち  ▶持続可能な未来を築いていくために

1
持続可能な未来をつくるために，私たちに必要なことはどのようなことでしょうか。

学習課題

持
続
可
能
な
未
来
の
社
会
へ

節
1

未
来
の
社
会
に
希
望
を
つ
な
ぐ
た
め
、

今
こ
こ
か
ら
私
た
ち
は
何
を
始
め
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

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，20
15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SD
Gs

◆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～1
6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～2
0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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　これまでの歴史学習，なかでも「第７章　現代
の日本と世界」や，地理の学習から，私たちが生

きる現代

社会には，市町村など身近な地
ち

域
いき

の規
き

模
ぼ

・日本という国の規模・国際関係や環境問題など
世界の規模で，さ

まざまな課題が残されていることを学びました。
私たちは，歴史の流れをふまえて，こうした課題

をどのよ

うにとらえることができるでしょうか。歴史に学
ぶことで，私たちにも取り組めることが見つかる

かもしれ

ません。個人や班で，現代社会の課題を一つ選ん
で考察し，よりよい未来を開くためにはどのよう

なことが

考えられるか，学級で話し合って構想してみまし
ょう。

　私たちはこれまで，さまざまな資料を読み解き
，東アジアなど日本と関わりの深い世界の歴史も

学びなが

ら，日本の歴史の大きな流れを学んできました。
また，学習の中では，時期や推

すい

移
い

，比
ひ

較
かく

や関連など，歴史

的な見方・考え方を活用して，それぞれの時代の
特色や，時代の転

てん

換
かん

もとらえてきました。

　ここでは，歴史の学習を振り返りながら，これ
からの私たちの学びや生活に，歴史での学びをど

のように

生かしていくことができるか，考えてみましょう
。

　上の図は，国際連合が，2030年までに達成すべきものと

して提案した「SDGs（Sustainable Development Goals：

持続可能な開発目標）」というものです。人間の安全保障の理

念を反映した17の目標と169のターゲットで構成され，すべ

ての国が行動することとされ，また「誰
だれ

一人取り残さない」こ

とを誓
ちか

っています。17の目標は，人間（目標１～６），豊かさ（目

標７～11），地球（目標12～15），平和（目標16），パートナ

ーシップ（目標17）という五つの要素から成り立っています。

　こうしたSDGsの目標もヒントとし，持続可能な未来の実

現にむけて，私たちにできることについて考えてみましょう。

SDGsの17の目標

現代の課題について，歴史の流れをふまえて考えて
みよう

〜歴史を振り返って，未来を構
こ う

想
そ う

しよう
歴史学習の終わりに

現代社会の課題について
考える際には，下の
「SDGsの17の目標」の
考え方も参考になります。

歴史

地理

地理

公民

公民
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固定電話
携帯電話（含PHS）
スマートフォン
パソコン
インターネット

1 インターネットを通じて，不特定多数の利
用者が，情報を相

そう

互
ご

に発信・受信することがで
きるメディアのことです。

5   被災者に炊
た

き出しを行うボランティアの人たち（1995年 兵
ひょう

庫
ご

県神
こう

戸
べ

市）

近年の日本で起こった自然災害に
ついて確かめよう。

インターネットの普及が，人々の
生活に与

あた

えた影
えい

響
きょう

について説明し
よう。

表現

確認

日本のアニメや漫
まん

画
が

などの文化を広く紹
しょう

介
かい

するイベ
ントとして開かれています。

8   フランスで開
かい

催
さい

されたジャパン・エキスポ 
（2016年）

7   日本でのインターネットと情報通信機器の 
普
ふ

及
きゅう

率の推移（総務省「情報通信白書」）

4   会談後に記者会見を行うドイツの 
メルケル首

しゅ

相
しょう

（左）と安
あ

倍
べ

晋
しん

三
ぞう

首相（2018年）

3   民
みん

主
しゅ

党
とう

への政権交代を報じる新聞（2009年）

私たちは，災害とどのように
向き合っていけばよいのかな。

6   被災地で救
きゅう

援
えん

活動を行う自
じ

衛
えい

隊
たい

員や 
他県から駆

か

けつけた警察職員（2016年 熊
くま

本
もと

県益
まし

城
き

町）

1   東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

の被
ひ

災
さい

地
ち

で進められる工事（2017年 岩
いわ

手
て

県陸
りく

前
ぜん

高
たか

田
た

市）

津
つ

波
なみ

によるがれきが撤
てっ

去
きょ

され，防
ぼう

潮
ちょう

堤
てい

の建設や，土地のかさ上げ造成工事が進められています。

2   事故が起こった福
ふく

島
しま

第一原
げん

子
し

力
りょく

発電所（2011年）

現在も廃
はい

炉
ろ

にむけた作業が進められています。

2008年，アメリカの証券会社の破産をきっか

けに世界金融危機が起こり，日本の経済にも大

きな衝
しょう

撃
げき

を与
あた

えました。こうしたなか，2009年に民
みん

主
しゅ

党
とう

が総選

挙で勝利して政権交代が起こり，鳩
はと

山
やま

由
ゆ

紀
き

夫
お

を首
しゅ

相
しょう

とする民主党

連立政権が成立しました。しかし，民主党政権は沖
おき

縄
なわ

の米
べい

軍
ぐん

基地

移設問題や東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

への対応などで迷
めい

走
そう

し，2012年の総選

挙で，政権は再び自
じ

民
みん

党
とう

に戻
もど

り，安
あ

倍
べ

晋
しん

三
ぞう

内閣が成立しました。

　安倍内閣は景気回復を図
はか

り，経済の成長戦略を柱とする政策を

進めています。一方で，社会保障費の増大に対応するため，消費

税率の引き上げを実
じっ

施
し

しました。それでも赤字が拡大してきた財

政の健全化には，長い時間がかかると予想されています。また，

安全保障に関する情報の漏
ろう

えいを防止する特定秘密保護法や，集

団的自衛権の行使を認める安全保障法制を成立させました。

1995年１月，兵
ひょう

庫
ご

県南部を中心に発生した大
おお

地
じ

震
しん

は，死者6400人をこえる大きな被
ひ

害
がい

をも

たらしました（阪
はん

神
しん

・淡
あわ

路
じ

大
だい

震
しん

災
さい

）。３月には，宗教団体によって

東
とう

京
きょう

の地下鉄に猛
もう

毒
どく

のサリンがまかれる事件が起こり，社会に衝

3

4

世界金
き ん

融
ゆ う

危機と
新しい政治の動き

災害と向き合う

撃と不安を与えました。また，2011年３月，東
とう

北
ほく

地方太
たい

平
へい

洋
よう

沖

地震（東日本大震災）が発生し，地震と津
つ

波
なみ

により，死者・行
ゆ く え

方不

明者が約１万9000人という戦後最大の被害をもたらしました。

震災の際に，福
ふく

島
しま

第一原
げん

子
し

力
りょく

発電所で深刻な事故が発生し，大量

の放
ほう

射
しゃ

性
せい

物
ぶっ

質
しつ

が外部に漏
も

れ出しました。震災からの復興が進めら

れていますが，この事故により避
ひ

難
なん

を強
し

いられた周辺住民の中に

は，現在も帰
き

還
かん

することができない人が多数いるなど，人々の生

活に深刻な影
えい

響
きょう

を及
およ

ぼしています。この事故は，今後のエネルギ

ー政策に改めて課題を投げかけるものとなりました。

　その後も，熊
くま

本
もと

・大
おお

分
いた

や北
ほっ

海
かい

道
どう

など各地で大きな地震が起こり，

西日本を中心とした集中豪
ごう

雨
う

も発生するなど，自然災害が繰
く

り返

され，地域の復興と，今後の災害対策が求められています。

1990年代にパソコンが普及し，インターネッ

トの利用が広まると，人々は，国境を越
こ

えて瞬
しゅん

時
じ

に，文字・音声・画像など大量の情報を双
そう

方
ほう

向
こう

的にやり取りで

きるようになりました。さらに携
けい

帯
たい

電話やスマートフォンが普及

した近年では，ソーシャルメディアの利用が広まり，日本でも世

界でも，人々の生活は大きく変わりつつあります。

　現代日本の文化も，広く世界に発信され，影響を与えるように

なりました。村
むら

上
かみ

春
はる

樹
き

の小説は，世界各国で翻
ほん

訳
やく

されて多くのフ

ァンを獲
かく

得
とく

しています。また，マンガやアニメ，ゲームなどのポ

ップカルチャーは海外でも人気で，宮
みや

崎
ざき

駿
はやお

のアニメ作品は国際的

な映画賞を受賞するなど高い評価を得ています。

5 6

2

1

7

1

8

インターネットの
普
ふ

及
きゅう

と文化

私たちの生きる時代へ  ▶21世紀の日本11
私たちの生きる21世紀の日本は，どのような変化の中にあるのでしょうか。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 安土

桃山
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歴史的な視点で，過去の
長期間にお ける人口 の
変化を扱い，その中で，
明治時代 の 移民政策を
取り上げています。

関東大震災による被害
や，そこからの 復興を
扱い，その中で，行政
の役割や，人物の働き
を取り上げています。

▲ 地理 p.160, 164

▲ 公民 p.174, 218

◀︎ 歴史 p.280-281

▲ 歴史 p.238▲ 歴史 p.202-203

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
社会科学習のゴールである公民を見据え，現代社会につながる歴史的事象や課題の扱いを充実させました。カリキュラム・
マネジメントの観点から，教科「社会科」として生徒の資質・能力の育成に取り組めるよう工夫しました。

3特色 1

特色 3  − 1  のポイント：カリキュラム・マネジメント／SDGs／人口／防災

SDGsでつながる3分野の学び
社会科の目標である，公民的資質の育成を見据えて，地理・歴史・公民の3分野でSDGs(持続可能な開発目標)の視点
を取り上げました。歴史学習の最後に位置づけた，現在と未来について考察・構想し表現する活動において，SDGs
の17の目標を示すことで，歴史で学んだことを現代の視点から捉えなおして学習を深めるとともに，公民の学習へ
と接続していけるよう工夫しました。ここでは現代社会の課題の例として，自然災害の記録の継承や，地域の復興に
取り組む人たちを取り上げました。

▲ 歴史 p.289-291

▲ 公民 p.227-234地理 p.Ⅳ ▶︎

good

現代社会の課題でつながる３分野の学び
公民としての資質・能力の育成の観点から，現代社会の諸課題についての取り扱いを充実させました。たとえば歴史
の p.202～203では明治時代の移民政策から「人口・移民」を，p.238では関東大震災から「震災・復興」を取り上
げ，現代史 (p.276～283) の学習へとつなげています。これらの内容について，「地理」では世界や日本の人口分布
の偏りや，地震のメカニズムや発生地の分布を取り上げ，「公民」では人口減少や少子高齢化の問題や，自然災害と資
源・エネルギーとの関わりを取り上げています。「地理」・「公民」での学びと合わせて，生徒が，自分たちが生きる
社会について多面的・多角的に考察し，深く理解することができます。
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