
あおいさんたちは，戦争が終わったころの写真を見た
り，当時のことを知っている人の話をきいたりして，感
じたことや疑

ぎ

問
もん

に思ったことを話し合いました。
「戦争が終わったあとも，人々は大変な思いを
しながら暮

く

らしていたんだね。」
「当時の人々は，どのような世の中になってほ
しいと願っていたのだろう。」
「このあと，どうやって今のような世の中をつ
くりあげていったのかな。」

イ 暮らしに必要なものを
売り買いするために集まった人々　
この当時は，ほとんどの食料が政府
による管理のもとにおかれ，配給さ
れていました。しかし，配給だけで
暮らしていくのはむずかしく，人々
は広場に集まり，食料などの品物を
売り買いするようになりました。

ウ 食料の売り買い

ア 人々であふれる買い出し列車

母からきいた話ですが，焼けあとの暮らしは，
食べるものも着るものも足りなくて本当に大変
だったそうです。母は，満員の列車に乗って農

村に買出しに行き，着物などと引きかえに，さつまいもや
とうもろこしなどを，やっとの思いで手に入れたと言って
いました。
当時は，一日一日を生きていくのが精いっぱいの世の中

だったのでしょうね。

おばあさんの話

敗戦直後の人々は，
どのような願いを
もっていたのだろう。

こ の 時 間 の 問 い

218

5

218

H32小社6_216_227_平和_200706.indd   3 2020/07/29   10:07

次に，学習問題についての予想を話し合いました。
「平和な国をつくるために，政治のしくみを変
えたのではないかな。」
「日

に

本
ほん

国
こく

憲
けん

法
ぽう

の平和主義は，戦後の日本の国づ
くりと大きくかかわっているのではないかな。」
「戦争の相手国と話し合いをして，仲よくなる
ように関係を築いていったのではないかな。」
「住むところや暮らしに必要なものを手に入れ
て，安定した生活を送ることができるように，
人々は懸

けん

命
めい

に働いたのではないかな。」

戦争のあと，人々はどのように暮らしを立て直し，
今日の社会を築いていったのだろう。

エ 戦争が終わっておよそ１年後
の小学校の授業（広

ひろ

島
しま

市）

多くの人が犠
ぎ

牲
せい

となった戦争が終わったあと，
どのような新しい社会が目ざされたのかな。

次 に つ な げ よ う

日本国憲法の三つの柱と戦
争が終わったころの人々の
願いの関係を考えてみよう。

調べること
①日本の政治のしくみは，

どう変わったのか。

②日本と外国との関係は，

どのようになったのか。

③まちの様子や人々の

　生活は，どのように

　変わっていったのか。

④現在も，課題として

　残っていることはないか。

こうした予想をもとにして，次のような学習計画を立
てました。

調べ方

・ 教科書や年表，図書館の本から，後の日本の歩みについて調べる。

・ 家の人や近所の人など，当時のことを知っている人から話をきく。

・ インターネットで情報を集めて読んだり，動画を見たりする。

・ 最近の新聞やテレビのニュースの中から，関係のありそうな

情報をさがしてみる。

12ページも見てみよう

●国
こく

民
みん

主
しゅ

権
けん

●基本的人権の尊
そん

重
ちょう

●平和主義

日本国憲法の三つの柱

にっ ぽ んこ く

219

5
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と
も
に
生
き
る
暮く

ら
し
と
政
治

オリンピックとパラリ
ンピックは，どちらも４年に一度，同じ年に開催されている世界的なス
ポーツの祭典です。
オリンピックやパラリンピックとは，どのようなものでしょうか。６
年生の社会科の学習をこれから進めるわたしたちは，オリンピックやパ
ラリンピックを通して，どのようなことが学べるでしょうか。考えてみ
ましょう。

オリンピック・パラリンピックから学ぶ

ア イ ウ

エ オ カ

キ

コク

ケ

サ

6

5
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●パラリンピックとは
パラリンピックは，障

しょう

がいのあるスポーツ
選手たちの世界的な競技大会で，「もう一つの
オリンピック」ともよばれます。
パラリンピックの起源は，第二次世界大戦

で負
ふ

傷
しょう

した兵士たちの治
ち

療
りょう

の一つとして，病
院の中で行われたスポーツ競技会にあります。
この競技会は回を重ね，1952年に国際大会
へと発

はっ

展
て ん

しました。1960年に開催されたこ
の国際大会が，第1回のパラリンピック競技
大会であるとされています。

ツ

テ 現在のパラリンピックの
シンボル　赤・青・緑の３色は，世
界の国旗で最も多く使われている
色であることから選ばれました。

●オリンピックとは
オリンピックの起

き

源
げ ん

は，今から約2800年前，ギリシャの
オリンピアで始まった競技大会にあるとされています。この
競技大会は，西

せい

暦
れ き

400年ごろには行われなくなりました。
1894年，フランスの教育者であるクーベルタンは，オリ

ンピックの復興を国際会議でよびかけました。そして，
1896年に，第1回のオリンピック競技大会の開催を実現さ
せます。大会は4年ごとに開催することや，開催地を世界の
大都市でもち回りとすることも決められました。
クーベルタンは，「スポーツを通して平和な世界を実現しよ

う。」というオリンピックの基本となる考え方を示しました。
また，オリンピックでは，「勝敗だけではなく，ルールを守っ
て正々堂々と全力をつくす。」というフェアプレーの精神が
重
じゅう

視
し

されます。

セ

ソ オリンピックのシンボル　クーベルタンが考案
したもので，世界の五つの大陸の団結を表しています。

タ
クーベルタン
（1863～
1937年）

チ 嘉
か

納
のう

治
じ

五
ご

郎
ろう

（1860～1938年）
オリンピックを主催する国際オリン
ピック委員会の，アジアで初めての
委員になりました。日本のオリン
ピックへの参加やスポーツをさかん
にする取り組みに力をつくしました。

ア イ エ  ス　ピョンチャン（2018年　韓
かん

国
こく

）
ウ オ～シ　リオデジャネイロ（2016年　ブラジル）
※夏の大会の間の年に，冬の大会も開催されています。

シ

ス

7
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1912年 開催されたオリンピックに日本が初めて参加する

1916年 開催が予定されていたオリンピックが第一次世界大戦で中止となる

1924年 冬季オリンピックが初めて開催される

1896年 第1回のオリンピック競技大会が開催される

1936年 4年後にオリンピックを日本で開催することが決まる

1940年 戦争の影
えい

響
きょう

でオリンピックを日本で開催することが取りやめになる
第二次世界大戦でオリンピックそのものが中止となる

1944年 開催が予定されていたオリンピックが第二次世界大戦で中止となる

1952年 開催されたオリンピックへの日本の参加が認められる

1960年 第1回のパラリンピック競技大会が開催される

1964年 日本（東京）で初めてオリンピック・パラリンピックが開催される

1972年 札幌で冬季オリンピックが開催される

1998年 長野で冬季オリンピック・パラリンピックが開催される

2013年 2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会の開催が決まる

2021年 オリンピック・パラリンピック東京大会の開催が予定されている

1945年 第二次世界大戦が終わる

1948年 オリンピックが12年ぶりに開催される
戦争に敗れた日本の参加は認

みと

められなかった

1980年 ソビエト連
れん

邦
ぽう

のモスクワでオリンピックが開催される
アメリカなどの国々（日本をふくむ）が参加を拒

きょ

否
ひ

する

1984年 アメリカのロサンゼルスでオリンピックが開催される
ソビエト連邦などの国々が参加を拒否する

イ オリンピック・パラリンピックをめぐるできごとについての年表

ア オリンピックやパラリンピッ
クが開催された都市の広がり
（2018年現在）

アとイの資料から，
オリンピックと
パラリンピックの
開催地の広がりや，
できごとを読み取って
いくと，どのような
ことがわかるかな。

2020年 オリンピック・パラリンピックの開催が延
えん

期
き

される

8
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えん

期
き

される

8

H32小社6_006_009_大単元1_200713.indd   3 2020/07/29   9:22

日
本
の
歴
史

さくらさんは，選挙の投票をすませて帰ってき
た家の人たちと話をしています。

「今回の選挙で，投票権
けん

をもっている人たちの関心は，どのような
ことに向けられているの？」
「地

ち

域
いき

の防災や産業の発
はっ

展
てん

に，高い関心をもつ人が多いよ。子ども
を育てている人などの間では，保育や教育に対する関心も高いね。」

人々の願いの今と昔

ア 期日前投票の投票所に並
なら

ぶ人々

イ 投票の様子

どちらも，
長い行列ができているよ。

アとウを見て

今からおよそ90年前に
国会の審

しん

議
ぎ

を傍
ぼ う

聴
ちょう

するために
並んだ人々は，どのような
政治が行われることを
願っていたのかな。

今

64

5
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「今は，18才以上のすべての国民が選挙権をもっているから，政
治に対する人々の関心のあり方も，さまざまだね。今から80年
ほど前までは，女性は選挙権をもっていなかったんだよ。」

今からおよそ90年前の
人々は，政治に高い関心を
もっていたみたいだね。
でも，並んでいるのは，
男性ばかりだよ。

ウを見て

オ 投票の様子（1936年）

エ 建設工事が進む国会議事堂（1929年）

ウ 国会の審議を傍聴するために並ぶ人々

およそ90年間

1929（昭
しょう

和
わ

４）年

65
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憲法は，国の政治の
基本的なあり方を定めたものです。法

ほう

律
りつ

は，すべて，憲
法にもとづいていなければなりません。
日本国憲法は，国

こく

民
みん

主
しゅ

権
けん

，基本的人権の尊
そん

重
ちょう

，平和主
義の三つを原則として，1946（昭

しょう

和
わ

21）年11月３日に
公布され，1947年５月３日に施

し

行
こう

されました。
「日本国憲法の公布を祝う記念式典に，たくさ
んの人が集まっているね。当時の人々は，どん
な気持ちだったのかな。」
「11月３日と５月３日のどちらも国民の祝日で，
学校は休みだよ。この祝日は，日本国憲法の公
布や施行と，何か関係がありそうだね。」

日本国憲法の前文には，日本の政治のあり方を決める
のはだれかということや，この憲法がどんな考えからで
きているかということなどが書かれています。

国のあり方を示す日
に

本
ほ ん

国
こ く

憲
け ん

法
ぽ う

日本国憲法は，
どのような
ものなのだろう。

こ の 時 間 の 問 い

　法律などを発表して国民に広く知
らせることを，公布といいます。
　公布された法律が，実際に使われ
始めることを，施行といいます。

公布・施行

ウ 日本国憲法

ア 日本国憲法の公布を祝う記念式典に集まった人々
（1946年）

イ 日本国憲法の三つの原則

日
本
国
憲
法

国民主権
国の政治のあり方は国民が決める

基本的人権の尊重
国民はだれもが人間らしく生きる権利をもつ

平和主義
戦争を二度とくり返さない

に っ ぽ ん こ く
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さくらさんたちは，日本国憲法の前文を読んで気がつ
いたことについて話し合いました。

「前文には，日本国憲法の三つの原則と同じよ
うな意味のことが書かれているね。」
「『国内に自由のめぐみをみなぎらせる』と書い
てあるけれど，どうやって実現するのかな。」
「『政府の行いによってこれから二度と戦争の起
こることのないように』と書いてあるよ。平和
を大切にするということが，この前文の他のと
ころからも読み取れるね。」
「『国の政治のあり方を決める力は，わたしたち
国民にある』と書かれているね。わたしたち国
民が国の政治のあり方を決めるって，どうする
ことなのかな。」

憲法には，わたしたちに
とって，大切なことが
書かれているみたいだね。

日本国憲法について，
もっと調べて
みたいな。

次 に つ な げ よ う

エ
日本国憲法の前文（一部の要約）
日本国民は，わたしたちと子孫のために，世界の国々
と親しく交わり，国内に自由のめぐみをみなぎらせるこ
とが，国民を幸福にするものであると信じる。そして，
政府の行いによってこれから二度と戦争の起こることの
ないようにしようと決意するとともに，ここに国の政治
のあり方を決める力は，わたしたち国民にあることを宣

せん

言
げん

して，この憲法をつくった。

日本国民は，世界がいつまでも，平和であることを願
う。そして，平和を愛する世界の人々の公正さと正義を
信
しん

頼
らい

して，安全に暮
く

らしていこうと決意した。
わたしたちは，正しい政治のやり方は，どこの国にも
通用するもので，これに従

したが

いながら自分の国の独立を保
ち，他の国と対等につき合うことが大事だと信じる。
日本国民は，国家の名

めい

誉
よ

にかけて，全力をあげて，こ
の憲法の高い理想を実現することをちかう。

憲法とは何か
・国の政治の基本的なあり方を

定めたもの。

・法律は，すべて，憲法にもとづい

たものでなければならない。

日本国憲法の三つの原則
・国民主権

・基本的人権の尊重

・平和主義

さくらさんのノート

●日
に

本
ほん

国
こく

憲
けん

法
ぽう

ぽ ん こ くに っ
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次に，学習問題についての予想を話し合いました。
「平和な国をつくるために，政治のしくみを変
えたのではないかな。」
「日

に

本
ほん

国
こく

憲
けん

法
ぽう

の平和主義は，戦後の日本の国づ
くりと大きくかかわっているのではないかな。」
「戦争の相手国と話し合いをして，仲よくなる
ように関係を築いていったのではないかな。」
「住むところや暮らしに必要なものを手に入れ
て，安定した生活を送ることができるように，
人々は懸

けん

命
めい

に働いたのではないかな。」

戦争のあと，人々はどのように暮らしを立て直し，
今日の社会を築いていったのだろう。

エ 戦争が終わっておよそ１年後
の小学校の授業（広

ひろ

島
しま

市）

多くの人が犠
ぎ

牲
せい

となった戦争が終わったあと，
どのような新しい社会が目ざされたのかな。

次 に つ な げ よ う

日本国憲法の三つの柱と戦
争が終わったころの人々の
願いの関係を考えてみよう。

調べること
①日本の政治のしくみは，

どう変わったのか。

②日本と外国との関係は，

どのようになったのか。

③まちの様子や人々の

　生活は，どのように

　変わっていったのか。

④現在も，課題として

　残っていることはないか。

こうした予想をもとにして，次のような学習計画を立
てました。

調べ方

・ 教科書や年表，図書館の本から，後の日本の歩みについて調べる。

・ 家の人や近所の人など，当時のことを知っている人から話をきく。

・ インターネットで情報を集めて読んだり，動画を見たりする。

・ 最近の新聞やテレビのニュースの中から，関係のありそうな

情報をさがしてみる。

12ページも見てみよう

●国
こく

民
みん

主
しゅ

権
けん

●基本的人権の尊
そん

重
ちょう

●平和主義

日本国憲法の三つの柱

にっ ぽ んこ く
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5
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さまざまな人がともに
暮らしていることを，
忘れてはならないね。

日本国憲法って，
なんだろう。

次 に つ な げ よ う

練習や試合が行われる体育館には，車いすに
乗っていても利用しやすいように，さまざまな
設備が整えられています。

こうした設備が整えられていれば，障がいのある人だけ
ではなく，お年寄りや小さな子どもを連れた人なども，施
設を利用しやすくなります。

官野さんの話

さまざまな人が利用する公共施
し

設
せつ

の設備を，だれもが
不自由なく，安全に利用できるように整えることは，役
所が行う大切な仕事の一つです。こうした役所の仕事は，
「バリアフリー法」や「障害者差別解消法」という法

ほう

律
りつ

に
従
したが

って進められています。
どちらの法律も，だれもが暮らしやすい世の中にして
いこうとする日

に

本
ほん

国
こく

憲
けん

法
ぽう

の考え方にもとづいてつくられ
たものです。

「だれもが暮らしやすい世の中をつくっていこ
うとする日本国憲法や，その考え方は，どのよ
うなものなのだろう。」

エ 自動車から降ろした車いすに乗り移る官野さん

　障がいのある人や高
こう

齢
れい

者
しゃ

が生活を
送るうえで，さまたげになるもの
（バリア）を取り除

のぞ

くことを「バリア
フリー」といいます。
　バリアフリー法は，建物や道路の
段差など，移動のさまたげになって
いるものをつくり変えていくことを
主な目的とした法律です。
　一方，年齢や障がいの有無，性別，
国
こく

籍
せき

に関係なく，すべての人が利用
しやすい物やまちを，はじめからつ
くっていこうとする考え方を「ユニ
バーサルデザイン」といいます。

バリアフリー

カ 多目的トイレを利用する人

にっぽ んこ く

オ
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こうして活用『小学社会 ６』
６年生教科書の効果的な活用に向けて

６年生の社会科
を親しみやすい
内容で導入

政治から歴史の学習へ、単元を
効果的につなぐ教材・資料

政治と歴史を関連づけな
がら学びを深められる、
学年１冊の教科書

　さくらさんは，これまで学んできたような人々の暮
く
らしの願いや政治の

しくみのあり方が，どのように移り変わってきたのかを，昔にさかのぼって，
調べてみたくなりました。

　教育出版の６年生教科書『小学社会 ６』の教材や構成には、子どもが社会科の学習に関心や意欲を高め
ながら取り組めること、また、「政治先習」へと改められた学習指導要領の趣旨をより実現しやすくするこ
とをねらいとした特色があります。教科書の効果的な活用に向けて、それらの特色の一部をご紹介します。

p. 6 -7 ▶

◀ ◀ p. 8 

◀ p. 64 - 65 （歴史単元）

◀ p. 66 （歴史単元）

◀

p. 218-219（歴史単元） 
◀ p. 12-13（政治単元） ◀ p. 11

今と90年前の写真を比べる

オリンピックは、戦争で中止に
なったことがあるんだね。知ら
なかったな。おや、これまでの
開催国が世界の一部の地域に集
まっているのはなぜだろう？

あっ、わたしの知って
いる選手が活躍してい
る写真だ！

90年前の人たちは、
政治に高い関心をもっ
ていたんだね。でも、
列に並んでいるのは、
男性ばかりだよ。

だれもが暮らしやすい
世の中をつくっていこ
うとする日本国憲法や、
その考え方は、どのよ
うなものだろう？

小
学
社
会

小
学社会

この教科書は，
これからの日本

を担う皆さんへ
の期待をこめ，

税金によって無
償で支給されて

います。大切に
使いましょう。

先生・保護者の
皆様へ　ーこの

教科書について
ー

環境にやさしい
再生紙と植物

油インキを使用
しています。

また，児童が使
用する教科書

の印刷において
は，バイオマ

スで発電された
グリーン電力

を使用します。

学習に役立つ情
報をウェブサ

イトで見ること
ができます。

障がいのある人
が描いた絵を

掲載し，パラリ
ンアートの活

動を応援してい
ます。

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

ルデザインに配
慮しています。

見やすさ・読み
やすさに配慮し

たユニバーサル

デザインフォン
トを使用してい

ます。

年
組

6

文部科学省検定
済教科書　小学

校社会科用　17
教出　社会603

背幅

11㎜

営業
月日
担当

中山
19.02.26
田村

C M Y BK

H32　小学社
会　6年　表

紙 1-4　（W4
31 × H257　

背：11mm）

歴史単元

政治単元
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国会開設を求める人々は，新しい政
治のあり方を求めて，理想とする憲

けん

法
ぽう

案を発表しました。
一方，政府は，伊

い

藤
とう

博
ひろ

文
ぶみ

を中心に，皇
こう

帝
てい

の権
けん

限
げん

が強い
ドイツの憲法などを参考にして，憲法づくりを進めまし
た。この案は，国民に公開されないまま，1889（明

めい

治
じ

22）年，明治天
てん

皇
のう

が国民にあたえるというかたちで，大
だい

日
にっ

本
ぽん

帝
てい

国
こく

憲
けん

法
ぽう

として発布されました。こうして，日本は
明治時代に入って22年で，憲法によって政治を進める
近代国家のかたちを整えました。
この憲法では，主権は天皇にあり，天皇が大臣を任命
し，軍隊を統

とう

率
そつ

し，外国と条約を結ぶことができると定
められました。言

げん

論
ろん

の自由などの国民の権利も，法
ほう

律
りつ

で
定められた範

はん

囲
い

内で認
みと

められました。国会は，法律をつ
くったり予算を決めたりする権限をもつことと定められ

国会が開かれる

伊藤博文（1841～1909年）

　長
ちょう

州
しゅう

藩
はん

（山
やま

口
ぐち

県）に生まれました。
伊藤は，憲法や議会について調べる
ため，政府によって西洋へ派

は

遣
けん

され
ました。帰国した伊藤は，内閣の制
度をつくり，初代の内閣総理大臣に
任命されました。 

憲法が制定されて，
政治はどのように
変わったのだろう。

こ の 時 間 の 問 い

ア 大日本帝国憲法の発布式　憲法は，明治天皇から内
ない

閣
かく

総
そう

理
り

大
だい

臣
じん

に授
さず

けられました。

大日本帝国憲法（一部）
第１条 大日本帝国は，永遠に続く同じ
 家

か

系
けい

の天皇が治めるものとする。
第３条 天皇は神のように尊

とうと

い存
そん

在
ざい

であり，
 けがしてはならない。
第４条 天皇は，国の元

げん

首
しゅ

であり，憲法に
 従

したが

って国を統治する権利をもつ。
第５条 天皇は，帝国議会の意見を聞き
 ながら，法律を定める権利をもつ。
第11条 天皇は，陸海軍を統率する。
第29条 国民は，法律に定められた
 範囲内で，言論・著

ちょ

作
さく

・出版・
 集会・団体をつくることの
 自由をもつ。

イ

だ い

に ほ ん
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ました。翌
よく

年
ねん

には，教育勅
ちょく

語
ご

が発布され，天皇中心の国
づくりを支える教育の進め方が示されました。
1890年，憲法にもとづいた最初の選挙が行われ，当

選した人々も参加して，第１回の帝国議会が開かれまし
た。このとき選挙権をもつことができたのは，一定の金
額以上の税金を納

おさ

めた25才以上の男性に限られました。

●民間でつくられた憲法案
国会開設を求める運動の中からは，憲法の制定に先

立って，自分たちの理想とする憲法や政治のしくみを研
究し，その案を発表する人々が現れました。このころ，
五
い つ か

日市
い ち

（現在の東
とう

京
きょう

都あきる野
の

市）の人々が，学習会を開
いて議論を重ね，つくった憲法案は，国民の権利につい
て新しい考えを取り入れたものでした。

kindai_zu02_180322.ai

天皇
てんのう

統率

国　　民

統治

裁判所
天皇の名に
よる裁判

帝国議会
ていこく ぎ かい

貴族院
き ぞくいん

衆議院
しゅう ぎ いん

陸軍

海軍

ちょうへい
徴兵

天皇の統治
を助ける

内閣

各省

選挙

エ 議会（衆議院）の様子

五日市憲法にある
国民の権利

・ 日本国民は，各自の権利や自由を達成
しなければならない。他からこれをさ
またげてはならない。国の法律はこれ
を保護しなければならない。

・ 日本国民は，検
けん

閲
えつ

を受けることなく，
自由に，思想・意思・論説などを出版
し，討

とう

論
ろん

・演説することができる。
・ 日本国民は，法律によらなければ逮

たい

捕
ほ

されることはない。

カ

近代的な政治の
しくみは整ったね。
このあと日本は，
どのようにして
力をつけていったのかな。

次 に つ な げ よ う

ウ 大日本帝国憲法に
もとづく政治のしくみ　
国会は貴

き

族
ぞく

院
いん

と衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

からなり，
衆議院議員だけが国民の中から
選挙で選ばれました。

●大
だい

日
にっ

本
ぽん

帝
てい

国
こく

憲
けん

法
ぽう

キ 当時の
投票の様子

大日本帝国憲法を，五日市憲法や，今の日本国憲法と 
比べて，どのような特

とく

徴
ちょう

があるか考えてみよう。

に ほ んだ い

オ

187

5
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歴史を学ぶ意味を考え，
未来につなげよう

わたしたちは，選挙権
け ん

の広がりに関心をもったことをきっかけに，歴史の学習を始めました。
そして，人々の暮

く

らしの願いや政治のしくみのあり方が，どのように変わってきたのかを調べ
てきました。狩

し ゅ

漁
りょう

や採集を行って暮らしていた大昔の時代から，平和で豊かな社会を実現する
までの日本の歴史を学んできた今，これまでの学習をふり返りながら，歴史を学ぶ意味につい
て考えてみましょう。

●選挙権の広がりをふり返る

日本を欧
おう

米
べい

と対等につ
き合える国にして不平
等条約を改正したい。

選挙権が広がっていく
流れから，
どのようなことが
いえるだろう。

いつの時代にも，
世の中の課題はあったね。近代的な
政治のしくみがつくられる前にも，
それぞれの時代なりの
しくみをつくり，課題を
解決しようとしてきたよ。

課題の解決に向けて大きな役
やく

割
わ り

を
果たした人物のことも学んだよ。
当時の人々の願いを，
文化財を通して
知ることもあったね。

18才以上の
すべての国民

今

一定の金額以上の
税金を納

おさ

めた25才
以上の男性の国民

約130年前（明
めい

治
じ

時代）

25才以上の
男性の国民

約100年前（大
たい

正
しょう

時代）

20才以上の
すべての国民

約80年前（昭
しょう

和
わ

時代）

普通選挙が認
みと

められる 日本国憲法が制定される

江
え

戸
ど

幕
ばく

府
ふ

が欧米諸
しょ

国
こく

と
結んだ不平等条約

より暮らしやすい世の
中にしていくために政
治や社会に参加したい。

急速な近代化の中で
発生した社会の諸問題

平和な民主主義の
世の中にしたい。

深
しん

刻
こく

な不景気や制限さ
れた民主主義，戦争

政治のしくみ

当時の人々の願い

当時の社会の課題

大
だい

日
にっ

本
ぽん

帝
てい

国
こく

憲
けん

法
ぽう

が制定される
に ほ んだ い

230
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●歴史上の人物やできごとから学ぶ
あと数年で選挙権をも

つわたしたちは，社会と
の関わりを考えていくと
きに，歴史で学んだこと
を現在や未来にどのよう
に生かしていけるでしょ
うか。学習をふり返りな
がら話し合いました。

●意見文に表して伝え合う
話し合ったことをもとに，歴史上の人物やできごとから学ん

だ大事にしていきたいことを，意見文にまとめました。

◆次のことなどにふれながら意見をまとめよう。
• これまで学習してきたことがらは，今のわたしたちの暮らしと
どのようにつながっているのか。
• 歴史上の人物の考え方やその人物が行ったことで，
印象に残ったこと，大切だと思ったことは何か。
• 自分は，これから社会とどう向き合っていこうと考えるのか。

歴史から学んだことを意見文に表す

わたしは，
医学の発

はっ

展
て ん

に
つながる仕事を
した杉

すぎ

田
た

玄
げ ん

白
ぱ く

から学んだこと
を書くよ。鎖

さ

国
こ く

をしていた
時代に外国からの知識を学び，
それを広めようとしたのは，
真実を知りたいという強い
思いがあったからだと思う。
わたしも，社会の課題の解決
につながるような，新しい
ことやむずかしいことに挑

ちょう

戦
せ ん

していきたい
と思う。

ぼくは，昔の人々が生み出した
文化が，今でも楽しまれていることが
印象に残ったよ。ぼくも，そのよさを
将
しょう

来
ら い

へつないでいきたいな。

わたしは，弥
や よ い

生時代の暮らしの変化が
印象に残っているよ。大昔の人々は，
自分たちの力で道具をつくり，生産を
くふうして，暮らしを安定させてきていたね。

今の日本の社会の課題（例）

33，41～ 43ページも見てみよう
●人口の減少

48～ 55ページも見てみよう
●自然災害からの復興

43，265ページも見てみよう
●原子力発電所の事故からの復興

226ページも見てみよう
●日本人の拉

ら

致
ち

の問題

226～ 227，242ページも見てみよう
●日本の領土をめぐる課題

264～ 265ページも見てみよう
●自然環

かん

境
きょう

や資
し

源
げん

をめぐる課題
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歴史を学ぶ意味を考え，
未来につなげよう

わたしたちは，選挙権
け ん

の広がりに関心をもったことをきっかけに，歴史の学習を始めました。
そして，人々の暮

く

らしの願いや政治のしくみのあり方が，どのように変わってきたのかを調べ
てきました。狩

し ゅ

漁
りょう

や採集を行って暮らしていた大昔の時代から，平和で豊かな社会を実現する
までの日本の歴史を学んできた今，これまでの学習をふり返りながら，歴史を学ぶ意味につい
て考えてみましょう。

●選挙権の広がりをふり返る

日本を欧
おう

米
べい

と対等につ
き合える国にして不平
等条約を改正したい。

選挙権が広がっていく
流れから，
どのようなことが
いえるだろう。

いつの時代にも，
世の中の課題はあったね。近代的な
政治のしくみがつくられる前にも，
それぞれの時代なりの
しくみをつくり，課題を
解決しようとしてきたよ。

課題の解決に向けて大きな役
やく

割
わ り

を
果たした人物のことも学んだよ。
当時の人々の願いを，
文化財を通して
知ることもあったね。

18才以上の
すべての国民

今

一定の金額以上の
税金を納

おさ

めた25才
以上の男性の国民

約130年前（明
めい

治
じ

時代）

25才以上の
男性の国民

約100年前（大
たい

正
しょう

時代）

20才以上の
すべての国民

約80年前（昭
しょう

和
わ

時代）

普通選挙が認
みと

められる 日本国憲法が制定される

江
え

戸
ど

幕
ばく

府
ふ

が欧米諸
しょ

国
こく

と
結んだ不平等条約

より暮らしやすい世の
中にしていくために政
治や社会に参加したい。

急速な近代化の中で
発生した社会の諸問題

平和な民主主義の
世の中にしたい。

深
しん

刻
こく

な不景気や制限さ
れた民主主義，戦争

政治のしくみ

当時の人々の願い

当時の社会の課題

大
だい

日
にっ

本
ぽん

帝
てい

国
こく

憲
けん

法
ぽう

が制定される
に ほ んだ い
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国会開設を求める人々は，新しい政
治のあり方を求めて，理想とする憲

けん

法
ぽう

案を発表しました。
一方，政府は，伊

い

藤
とう

博
ひろ

文
ぶみ

を中心に，皇
こう

帝
てい

の権
けん

限
げん

が強い
ドイツの憲法などを参考にして，憲法づくりを進めまし
た。この案は，国民に公開されないまま，1889（明

めい

治
じ

22）年，明治天
てん

皇
のう

が国民にあたえるというかたちで，大
だい

日
にっ

本
ぽん

帝
てい

国
こく

憲
けん

法
ぽう

として発布されました。こうして，日本は
明治時代に入って22年で，憲法によって政治を進める
近代国家のかたちを整えました。
この憲法では，主権は天皇にあり，天皇が大臣を任命
し，軍隊を統

とう

率
そつ

し，外国と条約を結ぶことができると定
められました。言

げん

論
ろん

の自由などの国民の権利も，法
ほう

律
りつ

で
定められた範

はん

囲
い

内で認
みと

められました。国会は，法律をつ
くったり予算を決めたりする権限をもつことと定められ

国会が開かれる

伊藤博文（1841～1909年）

　長
ちょう

州
しゅう

藩
はん

（山
やま

口
ぐち

県）に生まれました。
伊藤は，憲法や議会について調べる
ため，政府によって西洋へ派

は

遣
けん

され
ました。帰国した伊藤は，内閣の制
度をつくり，初代の内閣総理大臣に
任命されました。 

憲法が制定されて，
政治はどのように
変わったのだろう。

こ の 時 間 の 問 い

ア 大日本帝国憲法の発布式　憲法は，明治天皇から内
ない

閣
かく

総
そう

理
り

大
だい

臣
じん

に授
さず

けられました。

大日本帝国憲法（一部）
第１条 大日本帝国は，永遠に続く同じ
 家

か

系
けい

の天皇が治めるものとする。
第３条 天皇は神のように尊

とうと

い存
そん

在
ざい

であり，
 けがしてはならない。
第４条 天皇は，国の元

げん

首
しゅ

であり，憲法に
 従

したが

って国を統治する権利をもつ。
第５条 天皇は，帝国議会の意見を聞き
 ながら，法律を定める権利をもつ。
第11条 天皇は，陸海軍を統率する。
第29条 国民は，法律に定められた
 範囲内で，言論・著

ちょ

作
さく

・出版・
 集会・団体をつくることの
 自由をもつ。

イ

だ い

に ほ ん

186
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ことができます。不在者投票は，仕事での滞
たい

在
ざい

先
さき

や入院
中の病院などで投票することができる制度です。障

しょう

が
いのある人には，郵

ゆう

便
びん

による投票も認
みと

められています。
選挙当日に仕事や用事があり，選挙に行けない場合など
に事前に投票できる期日前投票の制度もあります。
憲法では，天

てん

皇
のう

を「日本国の象
しょう

徴
ちょう

」と定めています。
国民主権のもとでは，天皇は国の政治についての権限は
もたず，憲法で定められた仕事（国事行

こう

為
い

）を行います。

エ 国会の開会式に出席する天皇陛
へい

下
か

選挙で選ばれた国会議員が話し合いをして国の法
ほう

律
りつ

などを決めるのが国会です。国
会の開会は，天皇が文書で公布します。これを「国会の召

しょう

集
しゅう

」といいます。天皇は，
憲法で定められた国事行為の他にも，全国植

しょく

樹
じゅ

祭への出席や災害で被
ひ

災
さい

した地
ち

域
いき

へ
の訪

ほう

問
もん

などの，さまざまな仕事も行います。

●憲法改正の論
ろ ん

議
ぎ

日本国憲法が公布されてから長い年月がたち，その間
に世の中は変化をし続けてきています。国民の中には，
憲法に書かれていることについても，時代の動きに合わ
せて変えようと考える人がいます。一方で，憲法は，世
の中がどう変わろうとも大切にすべき考え方を示したも
のなので，変える必要はないと主張する人もいます。憲
法の改正をめぐっては，さまざまな意見があります。
日本国憲法は，憲法を改正するときに必要な手続きの

一つとして，国民投票を行うことを定めています。憲法
を変えるかどうかを判断する主役も，国民一人一人です。

キ

国民は，
選挙権を生かして，
国の政治のあり方を
決めることができるんだね。

次は，「基本的人権の
尊
そん

重
ちょう

」について
調べよう。

次 に つ な げ よ う

●選挙権
けん

　●国民主権

天皇は，日本国の象徴であり
日本国民統合の象徴であって，
この地位は，主権をもつ日本国
民の総意にもとづく。

日本国憲法
第1条より

オ

（第６条）
●内

ない

閣
かく

総理大臣，
　最高裁判所長官の任命
（第７条）
●憲法改正，
　法律や条約の公布
●国会の召集
●衆

しゅう

議
ぎ

院
いん

の解散
●国会議員の選挙の公示
●外国の大使などに会う
●さまざまな儀

ぎ

式
しき

を行う

カ 憲法で定められた
天皇の主な国事行為

17

5
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◀  p. 230 -231「歴史を学ぶ意味を考え、
未来につなげよう」（歴史単元末尾の
「つなげる」場面）

◀
p. 17（政治単元）

◀ p. 186 -187（歴史単元）
６年生社会科の実践と教科書の効果的な活用 鎌

かま

田
た

和
かず

宏
ひろ

（帝京大学教授）

１	 政治単元から始める
　学習指導要領では、政治学習が第６学年の最初に位置
づけられました。その背景には、2016年改正公職選挙
法の施行による、18歳から投票できる選挙権年齢の引
き下げがあげられます。およそ６年後に参政権をもつこ
とになる子どもたちに政治学習の重要性を意識づけ、主
権者を育成するためには意義深い変更といえます。これ
まで第６学年の単元構成は、歴史単元先習を前提とした
政治単元、国際単元という配列でした。例えば日中戦争
やアジア・太平洋戦争で多くの人命が失われたことを学
習することで、その経験と反省から平和主義を原則とす
る日本国憲法が制定されたことが、とらえやすく構成で
きました。今回、歴史的な経緯については、あとで学ぶ
ことから、それを補完する工夫が求められます。
　さらに、政治学習の配列についても、かつての地方自
治、国政、日本国憲法と国民生活の順から、日本国憲法、
立法・行政・司法の三権と国民生活、国政・地方自治の
順へと改められました。政治のしくみを学習するために、
まず政治の根本や原則を定める日本国憲法を学び、それ
から国政・地方自治という順序は、すでに学んだ者にとっ
ては総論から各論へと説明しやすくなったともいえます
が、他方で、先にふれた歴史的経緯の補完と同様に、子
どもにとって身近でわかりやすい教材開発が求められる
ようになります。

２	 子どもの暮らしと政治をつなぐには
　子どもたちの関心を日本国憲法へ向けるには、どのよ

うな学習展開が考えられるでしょうか。教育出版の６年
生用教科書『小学社会６』では、子どもたちにとって身
近で、興味をもちやすい「スポーツ」を取り上げました。
これまでも国際単元において「日本と世界のつながり」
という抽象的な概念をとらえさせるために、スポーツは
有効な学習教材でした。教科書では、直近に行われたオ
リンピック・パラリンピック競技大会を、導入教材とし
て位置づけました。オリンピックにはスポーツを通じて
平和な世界を実現しようという人々の願いが込められて
おり、パラリンピックは障がいのあるアスリートによる
競技大会であることから、政治学習の入口としてふさわ
しい教材であると考えられます。東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会では、パラリンピックに対
する社会の関心も高まり、アスリート（パラリンピアン）
たちに注目が集まりました。
　教科書では、リオデジャネイロ・オリンピックに出場
したウィルチェアー（車いす）・ラグビーの日本代表選
手である官

かん
野
の
一
かず
彦
ひこ
さんに取材協力をいただきました。官

野さんの日常の様子を通じて、障がいのある人が不自由
のないように暮らしていける背景には、だれもが暮らし
やすい世の中の実現を希求する日本国憲法やその考え
方があることに、子どもたちは気づきます。あわせて、
2016年に施行された「障害者差別解消法」を取り上げ、
この法律がどのように成立したのかについてふれなが
ら、日本国憲法や政治のしくみをとらえていきます。こ
れらをもとに、現代の日本社会に見られる課題と、それ
を解決するために行われている取り組みを通じて地方自

治の役割へと、学びを広げていきます。政治は「人々の
暮らしをよりよいものにしたい」という願いを実現する
ためのものであることを、具体的な人々の姿を通じて理
解できるように構成しています。
　このように、政治単元の学習を、スポーツから障がい
のある人の暮らしを通じて日本国憲法へ、そして政治の
しくみへとつなげ、問題解決的に学べるように構成して
います。この構成のねらいは、子どもたちが18歳の選
挙権年齢を迎えるまでに、政治に対する関心をもち基本
的知識を身につけ、判断力を養い、社会参画に向けた意
識を高めることにあります。単元末尾に位置づけた「つ
なげる」場面のページをもとに、政治参加への話し合い
や模擬投票の活動にも取り組んでほしいと思います。

３	 政治単元と歴史単元をつなぐには
　政治参加の基本的な方法は、参政権を行使することで
す。「社会的な見方・考え方」（時期や時間の経過の視点）
が働くよう促すために、教科書では政治単元に続く歴史
単元の導入部を「参政権の拡大」という観点で構成しま
した。このページにはおよそ90年前のものと現代にお
ける投票などの政治参加の様子を撮影した写真を並べま
した。昔の写真を観察すると、そこに女性の姿が見られ
ないことに気づくでしょう。その気づきをもとに、「なぜ、
女性がいないのか」「女性に参政権はあったのか」など
の疑問の声があがります。そこで、「選挙は、どのよう
なしくみで行われてきたのか」といった問いをもち、選
挙制度が歴史的に移り変わってきたことを知れば、さま

ざまな先人たちのはたらきや努力によって、現在の権利
が獲得され制度がつくられてきたのではないかと子ども
は考えるでしょう。
　人々の社会参画が時間をかけて拡がっていったことを
意識づけることで、これから始まる歴史学習をつらぬく
「この時代はどのような政治だったのか」という問いを
もち、関心を高めることが期待できます。歴史単元の末
尾に位置づけた「つなげる」場面のページでは、子ども
たちが選挙権の拡がりについて再び検討します。導入部
で考えたときよりも、大きな歴史の流れをとらえ、人々
の社会参画の広がりや民主主義の発展についてとらえる
ことができます。そして、人口減少による問題や自然災
害からの復興、領土をめぐる課題なども含め、「歴史を
学ぶ意味」を考え、意見文に表現します。
　なお、歴史単元の近現代史の学習では、例えば憲法の
あり方や政治のしくみについて、大日本帝国憲法と日本
国憲法を比べたり、第二次世界大戦敗戦後の民主化政策
を日本国憲法の三大原則と関連づけて考えたりする際
に、いま一度、政治単元のページを参照してみるという
教科書の活用のしかたも考えられます。政治と歴史を行
き来しながら、学びを深めていくことができるでしょう。
　教科書の最後に位置づく国際単元では、「日本と世界
のつながり」の観点から、再びオリンピック・パラリン
ピックを導入教材として取り上げ、意識を世界へと広げ
ます。同じ主題を重ねて取り上げることで、中学校社会
科における「多面的・多角的に考察する」能力の育成へ
とつながることが期待されます。

比べる

本資料は、文部科学省による「教科書採択の公正確保について」に基づき、一般社団法人 教科書協会が定めた「教科書発行者行動規範」にのっとり、配布を許可されているものです。
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政治と歴史のページを行き来し
ながら学びを深めていくうえで、
学年１冊の教科書は効果的だと
考えられます。
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