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　Post 3.11の社会的文脈に沿って，その理由を

探ってみたいと思います。

●２．東日本大震災・原発事故の記憶と記録
　2011年３月11日（金）14時46分，マグニチュ

ード9.0の巨大地震が起こりました。そして，

それは，巨大津波による激甚災害，さらに福島

第一原子力発電所の事故による原子力災害をも

たらし，福島県・宮城県・岩手県を中心とする

東日本に暮らしていた人々を震災・津波・原発

事故被害の当事者にしました。

　みなさんは，あの日，あの時，どこにいたの

でしょうか。

　東京・小金井市にある大学にいた私は，ちょ

うど，研究室で二人の来客とお話をしていたと

きでした。今までに体験したことのない揺れ（震

度５弱）に来客とともに屋外避難をしなければ

なりませんでした。余震を含め2度ほど大きな

揺れのあと，大学の本部から耐震改修前の建造

物のため危険だとされ，私の研究室のある研究

棟へは立入禁止になってしまいました。その後，

二人の来客と別れたあと，大学から13km離れ

た附属学校の校長・出口利定教授（現学長）が，

今から生徒や教職員のいる学校に向かうと言う

ので，私も一緒に車で向かいました。幸い私の

自宅は附属学校の近くにあったので，私は，そ

の日のうちに自宅に戻ることができました。

　自宅に帰ったその晩から土・日曜日とテレビ

を見て愕然としました。今までに見たことのな

●１．Post 3.11の社会で求められる力
　Post 3.11，東日本大震災・原発事故後の社会

において，今，社会科を学ぶ中学生のみなさん

はもちろん，私たち大人にも求められるのは，

いったいどのような力なのでしょうか。

　この問いの答えは決して一つではなく，複数

の解があるのではないかと考えています。決ま

りきった正解などはないと思います。しかし，

今，もし私がその問いに応答するとしたら，そ

れはメディア・リテラシーだと答えたいと思い

ます。

　このメディア・リテラシーとは，どのような

力なのでしょうか。

　メディア・リテラシーとは，私たちが教科書

や授業をはじめ，多様なメディアから伝えられ

る情報に日々接する中で，常にクリティカル・

シンキング を大切にし，多様なメディアを生

かしながらコミュニケーションを創りだす力の

ことです。 そして，その対象となるメディア

とは，書籍や雑誌・新聞などの文字情報だけで

はなく，テレビ・ラジオ，映画やビデオ，写真・

造形などの非文字情報，そして，インターネッ

ト上のWeb PageやBlog，Twitter，facebook，

LINEほかSNS（ソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス） が媒介する電子情報などを含

みます。

　それでは，なぜ，メディア・リテラシーが求

められるのでしょうか。

1

2

い「情報」も提供してくれるのも事実です。の

ちにSPEEDIの情報が公開されましたが，当時，

Twitterの海外情報はデマや風評などではなか

ったこともわかりました。SNSは，人々の噂の

広がりに比べ，すばやく風評をまき散らすこと

もあると同時に，誤りやデマを駆逐するスピー

ドも早いと言われています。

●３．多様なメディアに触れる
　あれから４年が経ち，震災・原発事故の被災

地や被害者に関する報道は減少し，被害も収ま

ってきているかのように思われます。果たして，

それは，「事実」でしょうか。

　私たちが常日頃目にしている新聞やテレビな

どから流れてくる報道においては，まぎれもな

い「事実」です。それは，その発信者によって

選択されたり，ある部分を切り取られたりした

「事実」であることもしばしばです。報道され

ない「事実」があることを忘れてはなりません。

　福島県には『福島民友』『福島民報』という地

方新聞がありますが，ここには「放射線に関す

る相談窓口」（2015年２月１日付け『福島民友』）

など東日本大震災生活関連情報が毎月第1日曜

日に掲載され，「第２部 営業損害（15）園児半減

経営を圧迫『地域が破壊された』」（同年２月17

日付け『福島民報』）など原発事故・大震災ニュ

ースが掲載され続けています。震災・原発事故

被害の当事者にとっては，今もなお「日常」で

あり，毎年の３月11日ごとにめぐってくる「出

来事」などではありません。

　私たちが毎日目にしている新聞やテレビも各

社で取り上げられる「情報」（記事やニュース番

組）とその取り上げ方も異なります。東京に住

む私は，学生たちに『朝日新聞』『産経新聞』『東

い震災被害，そして巨大津波や火災の様子が繰

り返し報じられていました。

　私は，自宅で大学の教職員と連絡を取りなが

ら，学生の安否確認を行いました。大学の授業

は終わり，郷里に帰っている学生たちもいたか

らです。東北地方出身者も複数名いたため，電

話やメールで確認しようとしたのですが，いず

れも連絡がつきませんでした。岩手県出身のあ

る学生の安否確認ができたのは，学生たちが行

っていたfacebookを通じてでした。初めてSNS

の力を知った思いでした。私の所属する専攻の

学生たちの無事はすべて確認されましたが，た

だ一人，実家が丸ごと津波に流されてしまった

学生がいたこともわかりました。

　そして，３月12日（土）に東京電力福島第一原

子力発電所一号機が，14日（月）に三号機が水素

爆発し，16日（水）には四号機が火災を起こしま

した。震災・津波，そして原発事故，その後い

ったい何が起こっているのか，新聞やテレビの

報道を通じて伝えられる公式発表だけではわか

らない「事実」があるのではないかと思ってい

ました。

　そこで，2010年12月から始めていたTwitter

に加えて，私は３月14日からfacebookを始め，

さまざまな情報収集に努めていきました。当時，

「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシス

テム（SPEEDI）」のデータが公表されなかった

ため，放射性物質が飛散する方向に避難・誘導

された人々がいましたが，TwitterなどのSNS

にはフランスをはじめとする海外情報から放射

線被曝のシミュレーションが流れてきました。

SNSは，確かに「風評被害」をもたらすという

側面もありますが，発表されない，報道されな

●なりた　きいちろう／東京学芸大学教授

成田　喜一郎

巻頭言

Post 3 .11の社会と私たち
― 今，どのような力が求められるのか
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多様なメディアからさまざまな情報を得るだけ

ではなく，被災された当事者と直接コミュニケ

ーションすることでした。

　その一つが，2011年６月にネット検索をして

いたとき，偶然見つけたWeb Site「いわきの子

どもを守るネットワーク」の代表・團野和美さ

んをはじめ，子どもをもつ父母を中心とする市

民の方々との出会いです。震災・原発事故から

１年後の2012年３月には，團野和美さんをはじ

め会員の方々に直接会いに行きました。当日は，

メンバーのお一人・二児の父親である木村宣親

さんの車で福島第一原発から約20キロ南にあ

る原発事故の対応拠点・Jビレッジ付近まで行

き，帰路は薄磯海岸・豊間中学校の津波被害の

実際などを案内していただきました。また，メ

ンバーのお一人だった三児の母親である山田亜

希子さんは，震災・原発事故後半年を振り返っ

て当事者記録として「東日本大震災レポート～

我が家の場合～」3 を書かれています。

●４．身近なメディアの中の落とし穴
　震災・原発事故から４年目の今年もWeb上に

「【画像まとめ】東北大震災から４年，地震・津

波の忘れえぬ恐怖の記録!!!」という画像集録サ

イトがアップされました。その中に「東北大震

災　親子のLINEでの会話…娘はもう（涙）。」4 と

いう画像があります。この画像には，「お母さ

んどこにいるの？結衣どーしたらいい…家の中

どんどん水だらけになってきて，結衣ながされ

ちゃうよ。ねえ，お母さん早く帰ってきて，す

ごい揺れてるよ。まだ死にたくない」「お母さん

は無事よ　結衣のこと助けに行くから待ってて

　大丈夫よ！」という涙を誘うLINE上の親子

の会話があります。しかし，この娘がLINEに

京新聞』『日本経済新聞』『毎日新聞』『読売新聞』

（６紙）の新聞比較読みを薦めています。今，新

聞を定期購読している学生（ご家庭）は多くはあ

りません。そんな状況下で，毎日読めとはとて

も言えません。そこで，大きな事件や事故があ

った日にどの新聞もこぞって一面でその事件・

事故を取り上げるような日の比較読み，また，

特に何でもない日に各紙が一面で取り上げる記

事も多様である日の比較読みです。そして，そ

の比較から何が見えてくるか，その事実と考察

を書くレポートを書かせています。

　また，新聞やテレビには取り上げられない，

facebookやTwitterなどSNSのもたらす「情報」

にも目を向ける必要もあります。現在，私は，

2011年６月から関わりをもった福島県いわき市

在住の研究者・布施雅彦さんのfacebookの愛読

者です。facebookの多くは，一般に他愛ない日

常の記事がほとんどですが，その筋の専門家が

開くfacebookやTwitterのタイムラインには，

貴重な情報がすばやく流れてきます。大切なこ

とは誰を「フォロー」し，誰と「友達」になる

かです。

　さらに，3.11震災・原発事故以後，再発見した

のはラジオです。私がしばしば聴くことができ

るのは，「JAM THE WORLD」（J-WAVE，月～

金20:00 - 21:50），「Time Line」（TOKYO FM，月

～木19:00 - 19:52）などです。これらの番組は，曜

日によってナビゲーターが異なり，新聞やテレ

ビにはなかなか登場してこないジャーナリスト

や専門家がその時々の「時事問題」についてさ

まざまな角度からホットな情報を提供してくれ

るのです。

　そして，私が何よりも大切にしてきたことは，

・「マスメディアと政治」（pp.80 - 81）

・「まちづくりのアイデアを提言しよう」→「地

域の広報紙などから情報を得る」（p.114）

・「福祉の課題を追究しよう」→「資料の収集

と読み取り」（p.166）

・「持続可能な未来のために」→「『未来への私

の約束』をつくろう」（pp.210 - 211）

　そして，社会科を学ぶためにはもちろん，持

続可能な未来を生きるために必要なさまざまな

情報を収集し，クリティカル・シンキングをも

とに読み取り，活用していこうとするとき，ま

さに基本情報は教科書にあると言っても過言で

はありません。

１　教育出版・平成 28 年度版公民教科書「『クリテ
ィカル・シンキング』って何だろう」（p.31）を参照。
２　鈴木みどり編『メディア・リテラシーを学ぶ人
のために』（世界思想社，1997）には，「メディア・リ
テラシーとは，市民がメディアを社会的文脈でクリ
ティカルに分析し，評価し，メディアにアクセスし，
多様な形態でコミュニケーションを創りだす力を指
す」（p.8）とある。
３　当事者記録「東日本大震災レポート～我が家
の場合～」ダウンロード可。：http://alios-style.jp/
cd/app/index.cgi?C=blog&H=default&D=01048

（2015/02/18 取得）
４　「親子の LINE での会話」：http://matome.naver.
jp/odai/2130141960562750001/2138648443040508203

（2015/02/18 取得）
参考文献
成田喜一郎「東日本大震災・原発事故と私たちの『記
憶と記録』：ともに『違和感』を超えて」（『東日本大
震災と東京学芸大学』東京学芸大学出版会，2013，
pp.90 - 102）

書き込んだ時間［14:46］とあり，母の返信が［14:48］

とあります。東日本大震災の発生は確かに14時

46分ですが，気象庁「災害時地震・津波速

報 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震 」

によると，津波は，いわき市小名浜で15時８

分に＋260cmの津波が押し寄せており，岩手県

大船渡市で15時18分に8.0m以上，福島県相馬

市で15時51分に9.5m以上の津波を観測してい

ます。いずれにしても地震発生時刻の14:46に

津波が襲来した観測データはありません。果た

してこの親子の会話は本物なのでしょうか。こ

の画像は，人々の同情を誘い「震災を忘れまい」

とする善意を裏切るフィクションである可能性

があります。情報をクリティカルに読み解くこ

とはきわめて重要なのです。

●５．メディア・リテラシーの育成と社会科教科書
　これまでPost 3.11の社会的文脈の中でメデ

ィア・リテラシーの必要性について述べてきま

した。

　それでは，どうすればメディア・リテラシー

の力が身に付くのでしょうか。

　その基本は，社会科教科書にあります。たと

えば，平成28年度版「公民」教科書を開いて

みると，次のようなページに出会います。

・「公民の学習を始めるにあたって」→「メ

ディア」の情報の活用（口絵４）

・「公民にアプローチ～新聞を活用しよう～」

（pp.6 - 9）

・「情報を活用するために」（pp.30 - 31）

・「公民の窓：有害情報の規制か，表現の自由か」

（p.43）

・「言葉で伝え合おう・ディベート『犯罪の防

止か，プライバシーの保護か』」（pp.58 - 59）
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2 海岸に打ち寄せられた
ブリコ（秋田県秋田市）

いろいろな地名が
入っているね。

秋田音頭の歌詞から，秋田の自然，人々の生

活，伝統文化をみつけることができます。大
おお

館
だて

市の曲
ま

げわっぱは秋田杉を利用した器
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東北地方の中心であり，福

ふく

島
しま

県北部や
山
やま

形
がた

県村
むら

山
やま

地方までを含
ふく

む大都市圏
けん

を
つくっています。

5

10
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学習課題

学習の流れがとらえやすく，
情報量とビジュアル性のバランスが
さらに向上した紙面構成

これからの 1時間の学習で，

何について追究していくの

かを明確に示します。

多様な資料を活用し，考

察する言語活動を重視し

ています。

教科書中のほぼすべての文

字で，「より多くの人に読

みやすく理解しやすいこ

と」を目的に開発された書

体，ユニバーサルデザイン・

フォントを使用しています。

◆振り返って確かめる

「ステップ 1」

本時で学習したことを整

理し，確認します。

◆さらに理解を深める

「ステップ 2」

学習したことを活用して，

自分の言葉で表現する，

言語活動を行います。

地理　p.226-227

編集の基本方針

社会とつながる自己を見つめ，市民社会を

ともに創造する子どもの育成

　学習指導要領の趣旨のより確実な実現と，
社会の諸変化への対応を図るべく改訂した新
版「中学社会」。
　ここでは，その主な特色を，紙面とともに
ご紹介します。

あおもりけん

やまがたけん

ふくしまけん

あき た けん

いわ て けん

みや ぎ けん

たい　　へい　　よう

に 　　ほん　　かい

せんだいわん

む　つ わん

つ
がる

かい
きょう

お がわ ら　こ

さ
ん

り
く

か
い

が
ん

き
た

も

か
み

が
み

が
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が
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お ものがわ
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こおりやま

よこ て
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みや こだいせん

さか た
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い
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し
ょ
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ぼ
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か
み

き
た

ち

つ

こ
う

こ
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み
ゃ
く

み
ゃ
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お
う

さ
ん

さ
ん

え
ち

く
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さ
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き
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ぶ
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で

う
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7 東北地方の気温と
降水量のグラフ
東北地方の日本海側は，冬には
日本海を越

こ

えて吹
ふ

き込
こ

む季節風
が多雪をもたらし，夏には高温
となることがあります。一方，
太平洋側は日本海側より年間を
通じて降水量が少なく，夏に
「やませ」（p.232→）とよばれる
冷たい北東風が吹き込みます。

4 岩
いわ

手
て

山
さん

（岩手県）

6 東北地方の地勢と各県

（「理科年表｣）
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温
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仙台

1254.1mm

12.4℃

年間降水量
1328.0mm

年平
均気温
10.6℃

（「理科年表｣）

降
水
量

mm
500

600

400

300

200

100

0
気
温

℃
30

20

10

0

－10

－20

－30
1 3 5 7 9 11 月

秋田

降
水
量

mm
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400

300
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気
温

℃
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0
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－20
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山形

1163.0mm

11.7℃

年間降水量
1686.2mm

年平
均気温
11.7℃

5 東北地方の気温と
降水量のグラフ

1火山は，東北地方のどの辺り
に位置しているか確かめよう。
2日本海側と太平洋側の海岸地
形の違

ちが

いを，文章にしてみよう。
3県どうしの境界線は，主にど
のような場所を通っているか確
かめよう。

読み解こう

ステップ 1

ステップ 2

秋田音頭はいつごろでき
た民

みん

謡
よう

か，確めよう。
東北地方の海岸の地形の

違
ちが

いを書き表そう。

ふりかえる

ばれ，人口100万人をこえる政令指定都市となっています。

東北地方の中央には，南北に奥
おう

羽
う

山脈が連な

り，岩
いわ

手
て

山
さん

，栗
くり

駒
こま

山
やま

，磐
ばん

梯
だい

山
さん

などの火山が分

布しています。日本海側には，津
つ

軽
がる

平野や秋田平野，庄
しょう

内
ない

平野

が開け，太
たい

平
へい

洋
よう

側は，仙台平野を除くと山が海岸に迫
せま

り，三
さん

陸
りく

海岸の南部はリアス海岸です。東北地方の気候は，奥羽山脈を

境に，東西で大きく異なります。

 p.268

多様な自然環境

6

4

 p.267

75

▼赤下線が付いた都市については，グラフ 5・ 7に気温と降水量のグラフがあります。

（日本の地形）p.141，（日本の気候）p.144-145関連ページ

東北地方でみられる各地の伝統的な生活・文化は，都市化や国際化に
よって変化してきました。ここでは，生活・文化を中心として東北地方
の特色について考えていきましょう。

生活・文化を中心に地域をとらえよう

5

227

　各コーナーや活動を明確に位置づけるなど，わかりやすく学びやすい紙
面にすることで，確かな学力の獲得を促します。
　また，色覚の特性に配慮した「カラーユニバーサルデザイン」に基づく
デザインと配色など，紙面のユニバーサルデザイン化にも取り組み，すべ
ての生徒の学びを支えます。

見通しをもって
学習に取り組める

「学習課題」

内容理解を促す
読みやすい書体

思考力を育てる
「読み解こう」

学習課題に対応した
「ふりかえる」

読み解こう

平成28年度版

「中学社会」
特色の

特色

①
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小学校での学習からのスムーズな接続

朝刊には，約20万字が印刷されていますが，そ
れだけの量の情報を短時間で概

がい

観
かん

できたり，気にな
るニュースのページから先に，繰り返し何度も読ん
だりできることは，新聞の特色の一つです（一

いち

覧
らん

性）。
さらに，豊富な情報量がありながら，軽くて持ち運
びがしやすく，たためばコンパクトになるため携帯

も容易です（携帯性）。そして，必要な記事を切り抜
いて整理しておくことで，情報をいつでも取り出せ
るようになるといった，保存のしやすさも特色です
（保存性）。こうした特色は他のメディアにもありま
すが，誰

だれ

もが簡単に扱うことができるという点では，
新聞の大きな魅

み

力
りょく

だといえるでしょう。

新聞は，種類によってさまざまな分類
ができます。例えば，新聞の対象とする
読者や記事の内容を基準にすると，広い
意味での一般紙と専門紙に大きく分けら
れます。一般紙は，不特定の多くの人々
を読者の対象とするのに対し，専門紙は
特定の限られた人々を対象とします。
また，大きな

ニュースをすぐ
に知らせるため，
通算の号数には
数えない「号
外」を発行して，
道行く人に配る
こともあります。

新聞の特色とは1

新聞にはどのような種類があるのだろう2

インターネットや携
けい

帯
たい

電話が広く使われるようになり，社会の情
報化がいっそう進展するなかで，私たちは毎日たくさんの情報と接し
ながら暮らしています。情報は，私たちが日々さまざまなことを考え，
発言し，行動するうえで大変重要な役割を果たしています。
こうしたなか，多くの情報を安定的に得られるメディアとして，

幅広い世代に普及しているものが，「新聞」です。新聞は，この公民
の学習においても大切な，「さまざまな情報を生きたかたちで入手す
る」ことができる，重要な情報源の一つです。ここでは，これからの
学習に生かせるよう，新聞の活用の仕方を学んでいきましょう。

公民にアプローチ ～ 新聞を活用しよう

さまざまな種類の新聞　「日本新聞協会」のホームページには，
全国の新聞社の紹

しょう

介
かい

や，さまざまな調査結果が掲
けい

載
さい

されています。「号外」が配られる様子

朝刊を読む人たち

一般紙（広義） 専門紙

一般紙（狭義） 特殊紙 機関紙

業界紙

その他

広報・PR紙経済紙

スポーツ紙・
夕刊紙

ミニコミ紙

全国紙（５紙）

ブロック紙
（地域紙）

県紙（地方紙）

コミュニティ・
ペーパー

きょう ぎ とく しゅ

県紙
（熊

くま

本
もと

日日
新聞）

業界紙　
（日刊木材新聞）

10

15

20

25

30

5

6

地理にアプローチ ～ 地図やグラフを読み取ろう

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，理解することができるようになれば，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グラフの使い方を思い出してみましょう。

地図のきまりを思い出そう…1
地図はとても広い範

はん

囲
い

のさまざまな様子を，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得ることができるという
ことです。

方　位 ： 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（矢印）を用いて北を示します。

右の図の【　　】にあてはまる方位を記入してみましょう。

縮　尺 ： 地図上では実際の範囲を小さく縮めるので，その縮めた割
合を示します。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。

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。 p.143，p.255関連ページ

地図記号 ： さまざまな情報を1枚の地図にみ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。

 p.143関連ページ

等高線 ： 標高（高さ）の等しい地点を結んだ線です。等高線の間
かん

隔
かく

が狭
せま

いと急な傾斜，間隔が広いと緩
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標高を調べることが
できます。 p.142関連ページ

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

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。
東西南北が先に来ます。

風車は中学1年生，
老人ホームは小学校6年生が
考えたデザインだよ！

矢の先が『北』を
指しているよ。

5

10

15

20

66

す
の
は
号

で
。

地形図を使って地形をみていこう　 地形図から地域をとらえる3
地形図には，どのような表現上のきまりがあるのでしょうか。学習課題

地形図は，その地域の地形や土地

利用の様子などを，地形図のきま

りに従って表現した地図です。一般に，地形図の上

が北となるように描
えが

かれています。

土地の高さ（標高）の等しい地点を結んだ線を等高

線とよび，地域の地形はその等高線によって表現さ

れています。等高線の間
かん

隔
かく

が，狭
せま

く表されている部

分は傾
けい

斜
しゃ

が急で，広く表されている部分はゆるやか

な地形を示します。また，等高線の数を数えること

で，標
ひょう

高
こう

を調べることができます。

地形図と等高線

1

1 ２万５千分の１地形図「天
あま

城
ぎ

山
さん

」（2009年発行）中の
大
おお

室
むろ

山
やま

（上）と，大室山の写真（下，2007年撮
さつ

影
えい

）　
写真ではなだらかに見える大室山の斜面が，地形図では
どのように表現されているか，比べてみましょう。
また，写真はどの方向から撮影されたものか，
考えてみましょう。

地形図から断
だん

面
めん

図
ず

をつくろう地理にアプローチ

⑴図中の赤い線が等高線と交わっている点
の高さを読み取る。

⑵その点から真下に線を下して，読み取った
高さと同じ断面図のほうの高さに点を打つ。

⑶同じ作業を赤い線が等高線と交わる点す
べてについて行う。

⑷断面図のほうの点を，順にゆるやかな線で
結ぶ。

★二つの（　　）に，「急」「なだらか」をあて

はめてみよう。

90
（m）
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40
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傾斜（　　　　　　　　  ） （　　　　　　　　  ）
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吉
よし

野
の

ヶ
が

里
り

遺
い

跡
せき

東
とう

大
だい

寺
じ

南
なん

大
だい

門
もん

法
ほう

隆
りゅう

寺
じ

銀
ぎん

閣
かく

チーム「1001～1500年生まれ」チーム「1～1000年生まれ」

A A

参加者

B B

参加者

小
お

野
のの

妹
いも

子
こ

 鑑
がん

真
じん

 行
ぎょう

基
き

聖
しょう

武
む

天
てん

皇
のう

 清
せい

少
しょう

納
な

言
ごん

 中
なか

臣
とみの

鎌
かま

足
たり

中
なかの

大
おお

兄
えの

皇
おう

子
じ

 卑
ひ

弥
み

呼
こ

 藤
ふじ

原
わらの

道
みち

長
なが

足
あし

利
かが

義
よし

政
まさ

 平
たいらの

清
きよ

盛
もり

北
ほう

条
じょう

時
とき

宗
むね

 源
みなもとの

義
よし

経
つね

源
みなもとの

頼
より

朝
とも

各チームの会場には，どのような人物
が集まっているか，小学校での学習を
思い出しながら，確かめましょう。

１ たった今到
とう

着
ちゃく

した次の８人の人物たちは，どのチ
ームの会場に行けばよいでしょうか。それぞれの
会場の空席 A ～ D に２人ずつ案内しましょう。

２

歴史上の人物たちが，時代をこえて集まり，生まれた年で分かれたチームごと
にサミットを開こうとしています。

「タイムトラベル・サミット　2016」

織
お

田
だ

信
のぶ

長
なが

足
あし

利
かが

義
よし

満
みつ

紫
むらさき

式
しき

部
ぶ

板
いた

垣
がき

退
たい

助
すけ

聖
しょう

徳
とく

太
たい

子
し

福
ふく

沢
ざわ

諭
ゆ

吉
きち

雪
せっ

舟
しゅう

ザビエル

明
みん

（中国）や
朝
ちょう

鮮
せん

と貿易
を行いまし
た。

『学問の
すゝ

す

め』
を著し
ました。

かな文字で
『源
げん

氏
じ

物
もの

語
がたり

』
を著

あらわ

しました。

自
じ

由
ゆう

民
みん

権
けん

運
うん

動
どう

を主導し，
自由党

とう

を設
立しました。

水
すい

墨
ぼく

画
が

の
名作を残し
ました。

武力で
天下統一を
目ざし
ました。

日本に
キリスト
教を伝え
ました。

十
じゅう

七
しち

条
じょう

の
憲
けん

法
ぽう

を
つくり
ました。
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新聞には，さまざまなページがあります。１面は
総合面で，紙面の上段右方のトップに掲

けい

載
さい

される重
要な記事は，その日の「トップ記事」とよばれます。
以下，政治・経済・国際・社会・スポーツ・文化・
地域面などのページが続きます。
それぞれの記事は，逆三角形の形に構成されてい

るといわれます。まず「見出し」とよばれる，記事
の最初の最も大きな字は，少ない字数で内容をひと
目で読者に伝えます。次の「リード」とよばれる部
分では，記事の要点がコンパクトにまとめられてい
ますが，小さな記事にはない場合もあります。その

後に「本文」が続き，ここで事件や事象の内容が詳
しく書かれます。記事がこのように構成されている
ことで，読者は情報を短時間で広く把

は

握
あく

することが
できます。
また，こうした記事の構造は，新聞社にとっても

メリットがあります。記事となるできごとはリアル
タイムで起きているため，締め切りの直前で紙面構
成が大きく変わる場合もあります。その場合は，記
事の多くを占める本文から変

へん

更
こう

・削
さく

減
げん

していくこと
になるので，記事を調整しやすくするためにも，逆
三角形の形で書かれているのです。

＊同じ日の，ほかの新聞と比べて
みましょう。取り上げられる記
事や内容だけでなく，デザイン
やレイアウトにも各社の特色や
工夫がみられます（p.80→）。

新聞の紙面構成とは3

B社の新聞 C社の新聞 D社の新聞

ある日のA社の新聞（朝刊）の１面の構成

コラム

広　告

題　字

天気予報

数字が大きいほど締め
切り時間が遅く，最新
の情報が入っています。

版　数

創
そう

刊
かん

から数えられた，通算の号数です。

号　数

トップ記事の次に伝え
たいニュースです。

準トップ記事

その日の一番重要とするニュースです。

トップ記事

その日の主な内容を紹
しょう

介
かい

します。

もくじ

見出し

リード

本文

広　告 広　告

コ
ラ
ム

5

10

15

7

地図の種類を知ろう…2
地図は大きく２種類，一般図と主題図に分けることができます。一般図とは，さまざまな情報が含ま
れているものです。国土交通省の国土地理院が発行する地形図は代表的な一般図です。主題図とは，伝
えたい目的や内容を中心に描

えが

かれ，色の違
ちが

い，図形，記号などで表現したものです。

地図をつくってみよう…3
地図のきまりや使い方を覚えたら，実際に地図をつくってみましょう。
いつも歩いている道でも，テーマを決めて，
ていねいに観察していくと，きっとおもしろ
い発見がありますよ。色の使い方，自分で考
えた記号，写真など，いろいろ工

く

夫
ふう

をしてみ
ましょう。あなたが何を表現しようとしてい
るのか，見ている人に伝わりやすくなります。

一般図（２万５千分の１地形図「八
はち

王
おう

子
じ

」） 主題図

地図のきまりを覚えて，
ハイキングに持っていったら
便利だよ。

調べたいテーマに合った主題図を選べば，
自分が知りたいことがみつけられるよ。
これなら，道に迷わずハイキングが
できそうだね。

自分でテーマを決めて作成した
地図のコンクールは，
いろいろな地

ち

域
いき

で
開
かい

催
さい

されています。
みんな参加してみよう！

5

10

77

すために地名な
建物の種類な
代の変化ととも
わりました。

p.143関連ページ

等高線の間
かん

隔
かく

が狭
せま

いと急な傾斜，間隔が広いと緩
ゆる

等高線の数を数えることで標高を調べることが
p.142関連ページ

風車

老人ホーム

20

すく表す
の仕方，
は，時代
号が加わ

です。等
。また，

えた記号，写真など，いろいろ工
く

夫
ふう

をしてみ
ましょう。あなたが何を表現しようとしてい
るのか，見ている人に伝わりやすくなります。

自分でテーマを決めて作成した
地図のコンクールは，
いろいろな地

ち

域
いき

で
開
かい

催
さい

されています。
みんな参加してみよう！

10

道路や鉄道，さまざまな境界線，施
し

設
せつ

や建

物，土地利用や植
しょく

生
せい

などは，地図記号で表

現されています。地図記号は，対象となっているものの形や，

関係のある文字やものをもとにデザインされています。また，

年代によっては変化しているものもあります。

地形図上では，実際の距
きょ

離
り

を一定の割合で縮
ちぢ

めなければ表

すことができません。この縮める割合のことを縮
しゅく

尺
しゃく

といいま

す。地形図には，１万分の１，２万５千分の１，５万分の１

とさまざまな縮尺のものがあります。図 2を見て，地図上の

長さと実際の長さの違
ちが

いを確かめましょう。

地図記号と縮尺 3

2

（地形図）p.176-177，252-255，（縮尺）p.254-255関連ページ

地図上の１cmの長さ 実際の１kmの長さ

 20万分の１ 2km （５mm）

 ５万分の１ 500m （２cm）

 ２万５千分の１ 250m （４cm）

 １万分の１ 100m （10cm）

2 縮尺の種類と，地図上と実際の長さの比較

3 主な地図記号（平成14年　２万５千
分の１地形図図式）

都 ・ 府 ・ 県 　 界

町・村界，指定都市の区界

国 道 お よ び 路 線 番 号

普 通 鉄 道

裁 判 所

警 察 署

消 防 署

保 健 所

郵 便 局

工 場

発　電　所・変　電　所

小・中 　 学 　 校

高 等 学 校

博 物 館

図 書 館

老 人 ホ ー ム

病 院

神 社

寺 院

城 跡

温 　 泉・鉱 　 泉

漁 港

三 角 点

高 塔

電 波 塔

田

畑

果 樹 園

荒 地

広 葉 樹 林

針 葉 樹 林

市 役 所
東京都の区役所
町・村 　 役 　 場
指定都市の区役所

官 　 公 　 署
(特定の記号のないもの）

史　跡・名　勝・
天 然 記 念 物

地形図の読み取りにチャレンジしよう地理にアプローチ

⑴図中の「蜂
はち

城
じょう

山
さん

」と博物館の距離はおよ
そ何kmだろうか。

⑵果樹園（ ）を桃色，針葉樹林（ ）を
緑色でぬってみよう。

⑶この地形は何か，p.140-141の写真を見
て確かめよう。

２万５千分の１地形図「石
いさ

和
わ

」（2006年発行）

実際に地形図を
読み取りましょう。

ステップ 1

ステップ 2

実際の地形と等高線の関
係についてまとめよう。

上の，⑵の着色作業を
通じてわかったことをまとめよう。

ふりかえる

5

10

143

姫
ひめ

路
じ

城
じょう

八
や

幡
はた

製
せい

鉄
てつ

所
じょ

出
で

島
じま

琵
び

琶
わ

湖
こ

疏
そ

水
すい

チーム「1501～1800年生まれ」 チーム「1801～1900年生まれ」

C C

参加者

D D

参加者

伊
い

能
のう

忠
ただ

敬
たか

 歌
うた

川
がわ

（安
あん

藤
どう

）広
ひろ

重
しげ

杉
すぎ

田
た

玄
げん

白
ぱく

 近
ちか

松
まつ

門
もん

左
ざ

衛
え

門
もん

徳
とく

川
がわ

家
いえ

光
みつ

 徳
とく

川
がわ

家
いえ

康
やす

 豊
とよ

臣
とみ

秀
ひで

吉
よし

ペリー 本
もと

居
おり

宣
のり

長
なが

伊
い

藤
とう

博
ひろ

文
ぶみ

 大
おお

久
く

保
ぼ

利
とし

通
みち

 大
おお

隈
くま

重
しげ

信
のぶ

勝
かつ

海
かい

舟
しゅう

 木
き

戸
ど

孝
たか

允
よし

 小
こ

村
むら

寿
じゅ

太
た

郎
ろう

西
さい

郷
ごう

隆
たか

盛
もり

 東
とう

郷
ごう

平
へい

八
はち

郎
ろう

 野
の

口
ぐち

英
ひで

世
よ

陸
む

奥
つ

宗
むね

光
みつ

 明
めい

治
じ

天
てん

皇
のう

各チームの会場には，出席者が活
かつ

躍
やく

していたころに建てられた建造物などの写真が飾
かざ

られています。次の
建造物は，どの会場にあてはめればよいでしょうか。３

金
きん

閣
かく

富
とみ

岡
おか

製
せい

糸
し

場
じょう

平
びょう

等
どう

院
いん

鳳
ほう

凰
おう

堂
どう

日
にっ

光
こう

東
とう

照
しょう

宮
ぐう

10円玉にも
描
えが

かれているね。
知っていたかな。

何をつくる
工場だったかな。

金閣を建てたのは，
だれだったかな。

だれを
まつっている
神社だったかな。

7

タイムで起きているため，締め切りの直前で紙面構
成が大きく変わる場合もあります。その場合は，記
事の多くを占める本文から変

へん

更
こう

・削
さく

減
げん

していくこと
になるので，記事を調整しやすくするためにも，逆
三角形の形で書かれているのです。

聞 C社の新聞 D社の新聞

の１面の構成

題　字

天気予報

創
そう

刊
かん

から数えられた，通算の号数です。

号　数

その日の一番重要とするニュースです。

トップ記事

見出し

リード

本文

告 広　告

コ
ラ
ム

7

どのメディアを利用すれば，正確で効率よく情報が入手できるかは，自分が必要としている情報の種類や量など

によっても変わってきます。まずは，それぞれの情報源の特徴をとらえ，上手に活用できるようにしましょう。

情報源は，信
しん

頼
らい

性があるかどうかを慎
しん

重
ちょう

に確
かく

認
にん

する必要がありま

す。そのためには，自分が必要とする情報を見きわめて入手し活用

する「情報リテラシー」の力を，しっかりと身につけることが大切

です。
一方で，情報収集の過程では，必要な情報がすぐに見つからない

場合も多いでしょう。まずは，より多くの情報をながめて概
がい

観
かん

して

みることが大切です。上の表に示した各メディアの特徴をふまえな

がら，その中から，正確で必要な情報を選んでいきましょう。

グラフや表などの図版を読み取る際，私たちはどのようなことに気をつければよいのでしょうか。

①どのように調査されたデータか。
どのような対象（年代や性別，調査対象の人数など）に対し，どのような団体（民間企

き

業
ぎょう

・調査会社・政府など）が，

どのような方法（アンケート用紙・インターネット・電話など）で調査したかにより，同じような調査でも結果に違

いが出てきます。例えば，「今後，政府に期待することとは」というテーマの調査でも，『30代の男性』と『60代

の女性』の回答では，結果が違ってくるでしょう。調査元や調査方法に関する情報を，よく確認しましょう。

情報を発信するさまざまなメディア

図版や写真の読み取り

学校図書館の司書（大
おお

阪
さか

府豊
とよ

中
なか

市）
探したい本や情報について相談すると，
関連図書の紹介や，資料の取り寄せなど，
情報収集のサポートをしてくれます。

さまざまな情報源の特徴　表中の（　　）にあてはまる同じ言葉を答えよう。

便利な点

注意が必要な点

インターネット

新聞記事

テレビ

雑誌・書籍

ＳＮＳ(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)

幅広く情報を収集しやすく，情報伝達のスピー

ドが速い。情報の加工もしやすい。マスメディアの取材に基づいて記者が記事を書

いているので，（　　　）性が高い。視聴覚に訴えるので，情報伝達力に優れ，イン

パクトが大きい。
長い積み重ねがあり，取り扱いが簡単で，誤り

が少ない。
マスメディアが伝えない情報や，市民に身近な

地域性の高い情報が発信されたりする。

膨大な情報がネット上には存在するため，
（　　　）性については注意が必要。情報伝達にやや時間がかかり，誤報があったり

情報にかたよりがみられたりする場合もある。
情報の保存や，保存した情報の取り出しには手

間がかかることが多い。書かれている内容やデータは相対的に古くなっ

ていくため，注意が必要。情報にかたよりがあったり，情報源に対する

（　　　）性が低かったりする場合がある。

ぼうだい

ご ほう

しょせき

「情報リテラシー」ってなんだろう
進化する情報化社会に生きる私たちは，多くの情報とどのように付き合っていけばよい

でしょうか。情報を入手し活用する際の留意点や，課題について考えていきましょう。

言葉で伝え合おう 情報の入手と活用

5

10

15
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八
や

幡
はた

製
せい

鉄
てつ

所
じょ

琵
び

琶
わ

湖
こ

疏
そ

水
すい

チームチームチ ムチーム「1801～1900年生まれ」「1801 1900年生まれ」「1801～1900年生まれ」「1801～1900年生まれ」

D D

参加者

伊
い

藤
とう

博
ひろ

文
ぶみ

大
おお

久
く

保
ぼ

利
とし

通
みち

大
おお

隈
くま

重
しげ

信
のぶ

勝
かつ

海
かい

舟
しゅう

 木
き

戸
ど

孝
たか

允
よし

小
こ

村
むら

寿
じゅ

太
た

郎
ろう

西
さい

郷
ごう

隆
たか

盛
もり

 東
とう

郷
ごう

平
へい

八
はち

郎
ろう

野
の

口
ぐち

英
ひで

世
よ

陸
む

奥
つ

宗
むね

光
みつ

明
めい

治
じ

天
てん

皇
のう

富
とみ

岡
おか

製
せい

糸
し

場
じょう

日
にっ

光
こう

東
とう

照
しょう

宮
ぐう

だれを
まつっている
神社だったかな。

7

歴史の学習では，さまざまな資料を活用します。

文書や書物など文字で表されたもの以外に，歴史上

の人物を描
えが

いた肖
しょう

像
ぞう

画
が

（p.34→など）や屏
びょう

風
ぶ

絵
え

（p.102→など），浮
うき

世
よ

絵
え

（p.118→など）などの絵画

や印刷物も，歴史を探
さぐ

るうえでの貴
き

重
ちょう

な資料です。

ここでは，そうした絵画資料のなかから，古代～

中世の時代に多くつくられた絵巻物について，具体

的に読み解いてみましょう。

絵巻物とは
絵巻物は，文章（詞

ことば

書
がき

）と絵が交
こう

互
ご

につなげられ，

物語が展
てん

開
かい

していくようにつくられた巻物で，紙や

絹
きぬ

を何枚
まい

も貼
は

りつないで横長につくられています。

描かれている風景や建物，人々の姿
すがた

は，当時の様子

を知るための大切な糸口になります。
絵巻物には，平

へい

安
あん

時代の貴
き

族
ぞく

の世界を舞
ぶ

台
たい

にした

物語を描いたものや，歴史的な事件や逸
いつ

話
わ

を描いた

もの，戦いの様子を描いたものなどがあります。

絵画資料の見方　―絵
え

巻
まき

物
もの

を読み解く

3

「詞書」と「絵」まず詞書があり，その場面を描いた絵が続きます。

海上に浮
う

く鑑真
船が難破し，おぼれる人々

12

地 理

歴 史

公 民

公民　p.6-7，30

歴史　p.6-7，12

　小学校で学習した内容を振り返ることができるページや，3分野の特性に応じて，
中学校での学習に必要な技能・学び方を学ぶことができるコーナーを新たに設けま
した。

　巻頭に設けた「地理にアプローチ」では，地図のきまりや地図帳の使い方などを
振り返る活動を取り入れました。本文中にも，中学校で身につけたい略地図の描き
方などの技能を習得できる「地理にアプローチ」を用意しました。

　第 1章では，小学校で学習した歴史上の人物や年表のきまりなどを振り返る活動
を取り入れました。第 1章に続く「歴史にアプローチ」では，中学校での歴史学習
に必要となる資料の読み解きなどの技能を習得できる活動を用意しました。

　巻頭の「公民にアプローチ」では，「新聞を活用しよう」をテーマに，重要な情
報源としての新聞の意義や，公民学習での新聞活用の仕方を学べるようにしました。
また，情報リテラシーなどの，社会を読み解く力を育むための活動を取り入れた特
設ページも設けました。

地 理

歴 史

公 民

地理　p.142-143

地理　p.6-7

特色
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章の導入

学習活動 特設ページ

章のまとめ

学習の流れを
意識した構成
（3分野共通）

思考力・判断力・表現力を育む言語活動

章の導入

弁護士を招いて行われた

憲法についての出前授業

（2013年　北
ほっ

海
かい

道
どう

岩
いわ

見
み

沢
ざわ

市）
民主政治を支える日本国憲法

（⇒p.36～）

1

平和祈
き

念
ねん

式典の会場に折
おり

鶴
づる

を供
そな

える中学生

（2012年　長
なが

崎
さき

県長崎市）
私たちの平和主義（⇒p.66～）

3

さまざまな人々が学ぶ
「夜間中学」の授業の様子

（2013年　大
おお

阪
さか

府守
もり

口
ぐち

市）
憲法が保障する基本的人権（⇒p.42～）

2

人間を尊重する日本国憲法

第 2 章

33

憲
（2

（

1

さまざまな人「夜間中学」の（2013年　大
おお

憲法が保障す

2

「
（2

2

江
え

戸
ど

湾
わん

に現れた軍
ぐん

艦
かん

（神
か

奈
な

川
がわ

県立歴史博物館蔵）

日本

朝鮮

年代

これから学習する時代

中国
年

表

1800 1810 1820 18401830 1850 1860 1870

清

江戸時代

朝鮮

近代の幕開け
第 5 章

18世紀までは，主に中国と
オランダの貿易船が，長

なが

崎
さき

に
来るぐらいだったよね。
この軍艦は，どのような目的で
来たのかな。

上の絵は，19世紀の中ごろ，
江戸湾に軍艦が現れた時の様子を
描
えが

いたものです。
それまで鎖

さ

国
こく

下
か

にあった日本には，
どのような変化が生まれたのか，
これから学習していくことに
しましょう。

131

日本

朝鮮

年代

これから学習する時代

中国
年

表

1800 18100 1820

近代
第

18世紀までは，主に中国と
オランダの貿易船が，長

なが

崎
さき

に
来るぐらいだったよね。
この軍艦は，どのような目的で
来たのかな。

第 2 章
人々の

生活と
環
かん 境

きょう

世界の
気
き 候
こう 帯

たい の分布

（「理科
年表｣）

降
水
量

mm

500

600

400

300

200

100

0

気
温

℃
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0

－10
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月

東京

年間降
水量

1528
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降
水
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温
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0
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－20
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月

チェラ
プンジ

年間
降水量
10449

.3
mm

年平均
気温
17.3
℃

降
水
量

500

600

mm
800

700

400

300

200

100

0

気
温

℃
30

20

10

0

－10

－20

－30 1 3 5 7 9 11
月

尾鷲

年間降
水量

3922
.4mm

年平均
気温

15.9℃

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

イ　ン
　ド　

洋

太　平
　洋

大

　西

　洋

尾鷲

チェラ
プンジ

チェラ
プンジ

東京

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
2010年

版」ほか
）

0
2000k

m

ここで
は７月

に

ものす
ごく雨

が

降るん
だね。

緯
い 度
ど が同じ

くらい
のとこ

ろに，

だいた
い同じ

色で分
けられ

ている
ね。

このグ
ラフは

，

気温（
折れ線

グラフ
）と

降水量
（棒グ

ラフ）
を

示した
もので

す。

チェラ
プンジ

（イン
ド）は

世界で
，

三
み 重
え 県の尾

お 鷲
わせ は日本

で，

最も降
水量が

多いと
ころで

す。

二つの
都市の

降水量
につい

て，

東京の
降水量

と比べ
て

みまし
ょう。

2323

地理  p.23，歴史  p.131，公民  p.33

近世の時代の移り変わりを確かめよう。

本文や年表を参考にしながら，下の図の Ⓐ ～ Ⓙ にあてはまる語句を書き出そう。1

近世の舞
ぶ

台
たい

を地図で確かめよう。

左の地図中に，次の場所を番号で記入しよう。3
①種

た

子
ねが

島
しま

…鉄
てっ

砲
ぽう

が伝えられた。（←p.94）

②石
いわ

見
み

銀
ぎん

山
ざん

…世界に知られた銀の鉱山。（←p.96）

③安
あ

土
づち

城
じょう

…織
お

田
だ

信
のぶ

長
なが

が天下統一の拠
きょ

点
てん

とした。（←p.98）

④島
しま

原
ばら

・天
あま

草
くさ

…圧政に苦しむ人々が，天
あま

草
くさ

四
し

郎
ろう

を大将にして

一
いっ

揆
き

を起こした。（←p.109）

⑤長
なが

崎
さき

…出
で

島
じま

にオランダ商館がおかれた。（←p.110）

⑥対
つしま

馬藩
はん

…朝
ちょう

鮮
せん

との交流の窓口になった。（←p.110）

⑦琉
りゅう

球
きゅう

…薩
さつ

摩
ま

藩の支配を受けた。（←p.111）

⑧松
まつ

前
まえ

藩…アイヌの人たちを支配した。（←p.111）

⑨江
え

戸
ど

…「将軍のおひざもと」とよばれた。（←p.115）

⑩新
にい

潟
がた

…西まわり航路の寄
き

港
こう

地
ち

の一つ。（←p.117）

室
町
幕
府
が

ほ
ろ
ぶ

長
篠
の
戦
い

織
田
信
長
の
政
治

楽
市
・
楽
座

江
戸
幕
府
の
成
立

徳
川
家
光
の
政
治

貿
易
の
制
限

参
勤
交
代

武
家
諸
法
度

島
原
・
天
草
一
揆

　
　
　
・
キ
リ
ス
ト

教
の
伝
来

Ⓐ

南蛮文化（パン，カルタ），　　　　文化（天守閣，侘び茶）
中国・オランダとの貿易
出島南蛮貿易

イエズス会 　　　　貿易，日本町

通信使

朝鮮侵略

天正遣欧使節

中国

朝鮮

明

【絶対王政，イギリスの革命（→第５章）】
【←ルネサンス，ヨーロッパ人の大航海】

宗教改革

清
（東南アジア）

朝鮮

室町時代 安 土 ・ 桃 山 時 代
1603年

天下統一 兵農分離 幕藩体制，身分制度

禁教・「鎖国」キリスト教の広まり（キリシタン大名）

豊
臣
秀
吉
の
政
治

太
閤
検
地
・

Ⓒ 　
　
　
の
戦
い

Ⓓ

Ⓑ

Ⓔ

日
本
の
動
き

世
界
の
動
き

０ 500km

a

b

c

e

d

f

g

hi

j
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華
か

僑
きょう

と華
か

人
じん

1868年の神
こう

戸
べ

開港とともに，神戸に外国人居留地

が設けられました。このとき来日したヨーロッパ人と

ともに清
しん

国
こく

（現在の中国）から来た「華僑」の人々がい

ました。華僑とは，中国国
こく

籍
せき

のまま外国に出かせぎに

行った人々のことです。

当時の出かせぎの人たちがついた主な職業を示す

「三
サン

把
バー

刀
トゥ

」という言葉があります。三把刀とは，裁
さい

縫
ほう

のはさみ，理
り

髪
はつ

のかみそり，料理人の包
ほう

丁
ちょう

という三つ

の刃
は

物
もの

のことです。また，中国には「落
ロー

地
ディ

生
ション

根
ゲン

」とい

う教えがあります。この教えは「世界に散らばって種

をまいてその土地に根づき，その土地に貢
こう

献
けん

しなさい」

という意味です。現在では，日本国籍を取得し，中華

学校で中国語や中国の歴史，しきたりを学ぶ「華人」

が増えています。

日本の中華街の歴史を知る

日本と清国が国交を結んだ1871年，神戸に在住す

る外国人の約半数に当たる240人が華僑でした。し

かし，それまで両国間に友好通商条約がなかったため，

華僑の人々は外国人居留地内に住むことが認められま

せんでした。そのため，西
にし

隣
どなり

に貿易商館を建てたのが

神戸の中華街「南
なん

京
きん

町
まち

」の始まりといわれています。

第二次世界大戦で南京町は破
は

壊
かい

されましたが，戦後復

興し，楼
ろう

門
もん

もつくられ，1987年からは旧正月にあた

る春
しゅん

節
せつ

祭
さい

も行われるようになりました。南京町に隣
りん

接
せつ

する神戸華僑歴史館が1980年に開設され，神戸の発

展とともに歩んだ華僑の歴史が紹介されています。最

初のころ，華僑の職業はマッチ産業，理髪店，飲食店，

洋服仕立て，洋家具製造などと多様で，そのなかでも

船会社の代理店，為
かわせ

替仲
なか

買
がい

業などに従事する中国系の

南
なん

京
きん

町
まち

の春
しゅん

節
せつ

祭
さい

（兵
ひょう

庫
ご

県神
こう

戸
べ

市）

日本に住む外国人の
国籍（出身地）別の割

わり

合
あい

203万人
（2012年）

中国 32.1％

韓国・朝鮮
26.1

ブラジル
9.4

フィリピン 10.0

ペルー
2.4

ベトナム
2.6

アメリカ合衆国
2.4

その他
15.0

(出入国管理統計)

現代日本の課題を考えよう

中
ちゅう

国
ごく

や朝
ちょう

鮮
せん

半島は，日本と古くから政治・経済・文化の面から関係があり，長い交流の
歴史がありました。日本の歴史を考えるうえでも，中国や朝鮮半島とのかかわりは重要
です。ここでは，兵

ひょう

庫
ご

県神
こう

戸
べ

市や大
おお

阪
さか

府大阪市を例に，交流の歴史を考えてみましょう。

東アジアと結びつく街

198 ●第２章　日本の諸地域

近年の企業は，利益の追求と同じくらいに，企業活
動を通じた社会的責任（CSR）への取り組みを重視す
るようになってきています。CSRとは，消費者によ
りよい商品・サービスを提供することや，利益をあげ
て税金を納めることだけでなく，積極的な情報開示，
顧
こ

客
きゃく

への誠実な対応，従業員の労働環
かん

境
きょう

への配
はい

慮
りょ

，地
球環境への配慮，社会貢

こう

献
けん

活動への参加などを含む，
企業がもつべき社会への責任のことです。

こうした考え方が進んできた背景には，企業が経済
活動を行うさまざまな市場において，これまでとは違
った基準（企業の社会的責任に関する事柄など）で企業
を評価する動きが出てきたことがあります。企業には，
それぞれの活動が社会に与える影

えい

響
きょう

に責任をもち，あ
らゆるステークホルダー（利害関係者；消費者，投資
家，従業員，地域住民など）からの要求に，適切に対
応することが求められています。

ここでは，グループごとにさまざまな企業のCSR
を調べ，企業がどのように企業活動を通じて社会の課

題解決に寄
き

与
よ

しているか，具体的にまとめて発表して
みましょう。

企業にとってのCSR

ポスターセッションをやってみよう

コンビニの移動販
はん

売
ばい

車
（2012年　茨

いばら

城
き

県城
しろ

里
さと

町）
東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

の際に，被
ひ

災
さい

地
ち

での支
し

援
えん

活動
をきっかけに広がった事業ですが，近年で
は高

こう

齢
れい

者
しゃ

の多い過
か

疎
そ

地域などにも事業エリ
アを広げています。食料品や日用品の買い
物や住民どうしのコミュニケーションなど，
利益を上げながら地域の課題の解決にも役
立っています。

４人一組の
グループをつくり，
調査したい企業を
決める。

分担して調べた
結果をポスターに
まとめ，発表の
練習をする。

発表を行うグループと
聞くグループに
大きく分かれ，
それぞれ発表を行う。

お互いの発表を
評価し合い，
最後にクラスで
まとめを行う。

ポスターセッションの流れ

企
き

業
ぎ ょ う

にこんなCSRを行ってほしい
現在，多くの企業が利益の追求とともに，社会が直面するさまざまな課題の解決に向け
た活動に取り組んでいます。こうした企業の社会的な取り組みについて発表することを
通じて，企業の社会的責任について考えていきましょう。

ポスターセッション言葉で伝え合おう

5

10

142 ●第４章　私たちの暮らしと経済

歴史　p.128-130

公民　p.142

ステップ 1

ステップ 2

グローバル化の影響で，国
境を越えて自由に移動するようになっ
たものには何があるか，確かめよう。

経済がグローバル化するこ
との長所と短所を，それぞれ整理して
説明してみよう。

ふりかえる

ステップ 1

ステップ 2

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
するためのものか，確かめよう。

身近な地域でこれまでに
起きた災害を一つ選び，その記録を
参考にして，今後どのような対策が
必要かまとめよう。

ふりかえる

1 5の絵で，働く人たちは，それぞ
れどのような作業をしているだろう。
2 120ページの「木

も

綿
めん

の機
はた

織りを
する農家」と比べて，生産方法にど
のような違

ちが

いがあるだろう。
3それぞれの生産方法の利点を説明
してみよう。

読み解こう

経済におけるグローバル化は，私たちの社会にとってどのような意味があるのでしょうか。学習課題

自然災害から身を守るために，国や県，地域社会ではどのような努力がなされているのだろうか。学習課題

特色
　基礎・基本の確実な定着から，言語活動への段階的なステップで，生徒の思
考力・判断力・表現力を育むとともに，より深い内容理解を促します。

章全体の学習をまとめる「学習のまとめと表現」では，考察・
表現する活動を取り入れ，学習した知識や思考の過程を再確
認することができるようにしています。

特設ページには，地域の事例や資料を読み深めて思考力を高
めるページや，伝え合う活動を通じて表現力を高めることが
できるページも用意しました。

各章の「とびら」では，その章の学習内容をイメージできる資料を掲載し，
興味・関心をもって学習に取り組んでいくことができるように工夫しま
した。

「学習課題」に対応した「ふりかえる」や「読み解こう」などのコーナーは，
毎時間の学習の中で，自分の言葉で表現することを通して，基礎・基本
を確実に定着させるとともに，思考力・判断力・表現力を育むことがで
きるよう工夫しました。

次の人物と関わりの深いことがらを，下の図から探して結びつけよう。2

近世のできごとや動きについて，自分なりの言葉で説明しよう。

下の図を使って，江
え

戸
ど

幕
ばく

府
ふ

のしく
みと，それまでの政治のしくみの
共通点や違

ちが

いについて説明しよう。

4 103ページと118ペー
ジにある下と右の２枚の
絵を用いて，安

あ

土
づち

・桃
もも

山
やま

時代から江戸時代へ，ど
のように社会が移り変わ
ったか説明しよう。

5

フランシスコ＝ザビエル　　織
お

田
だ

信
のぶ

長
なが

　　豊
とよ

臣
とみ

秀
ひで

吉
よし

　　千
せんの

利
り

休
きゅう

　　徳
とく

川
がわ

家
いえ

康
やす

天
あま

草
くさ

四
し

郎
ろう

　　松
まつ

尾
お

芭
ば

蕉
しょう

　　徳
とく

川
がわ

吉
よし

宗
むね

　　松
まつ

平
だいら

定
さだ

信
のぶ

　　本
もと

居
おり

宣
のり

長
なが

　　葛
かつ

飾
しか

北
ほく

斎
さい

民衆

将軍（幕府）

領地 参勤交代

大名（藩）

税

しょうぐん ばく ふ

りょう ち さんきんこうたい

だい みょう はん

しゅうみん

質
の
悪
い
貨
幣

生
類
憐
み
の
令

儒
学
の
勧
め

徳
川
綱
吉
の
政
治

・
享
保
の
飢
饉

・
天
明
の
飢
饉

田
沼
意
次
の
政
治

産
業
の
振
興

政
治
の
乱
れ

新
井
白
石
の
政
治

財
政
の
立
て
直
し

化政文化（狂歌・川柳，錦絵）
国学・　　　　，寺子屋，藩校

産業・流通の発達（新田開発，街道・航路，蔵屋敷），都市の繁栄（両替商，株仲間）
貨幣経済の広まり（　　　　作物，問屋制家内工業）

シャクシャインの戦い

【産業革命，フランス革命（→第５章）】
【アメリカの独立宣言（→第５章）】

江 戸 時 代
1716～45年 1787～93年

幕府政治の改革，百姓一揆・　　　　の増加

目
安
箱

公
事
方
御
定
書

質
素
・
倹
約

の
改
革

Ⓗ 寛
政
の
改
革

風
紀
の
取
り
し
ま
り

倹
約
令

昌
平
坂
学
問
所

Ⓘ

文化（浮世草子，俳諧，浮世絵）Ⓕ

Ⓖ

Ⓙ

129

現」では 考察・

自分なりの言葉で説明しよう。

103ページと118ペー
ジにある下と右の２枚の
絵を用いて，安

あ

土
づち

・桃
もも

山
やま

時代から江戸時代へ，ど
のように社会が移り変わ
ったか説明しよう。

5555555

長 豊臣秀吉　　千利休　　徳川家康
　松
まつ

平
だいら

定
さだ

信
のぶ

　　本
もと

居
おり

宣
のり

長
なが

　　葛
かつ

飾
しか

北
ほく

斎
さい

・
享
保
の
飢
饉

・
天
明
の
飢
饉

田
沼
意
次
の
政
治

産
業
の
振
興

政
治
の
乱
れ

化政文化（狂歌・川柳，錦絵）
国学・ ，寺子屋，藩校

，都市の繁栄（両替商，株仲間）

【産業革命，フランス革命（→第５章）】
【アメリカの独立宣言（→第５章）】

1787～93年

改革，百姓一揆・　 の増加

目
安
箱

寛
政
の
改
革

風
紀
の
取
り
し
ま
り

倹
約
令

昌
平
坂
学
問
所

Ⓙ

129

江戸幕府の支配は，これまでおよそ200年間に及
およ

んでいます。政
せい

権
けん

をゆるがす大きな戦
せん

乱
らん

もなく，

幕府政治が続いているのはなぜか，これまでに学習したことをもとに話し合ってみましょう。

2

右の絵は，日本の将
しょう

軍
ぐん

の代
だい

替
がわりごとに派

は

遣
けん

され，江戸を訪
おとず

れるようになった使節の一行を描
えが

いています。これは，どこの国から来た使節で，なんとよばれていますか。どのような目的で日本に来たのかも確
かく

認
にん

しましょう。また，次のページの絵は，やがて江戸湾
わん

に現れた，ある国の軍
ぐん

艦
かん

を描いています。その時，幕
ばく

府
ふ

はどのような対応をしたのでしょうか。右の絵とも見比べて，予想してみましょう。

1

時代の変化に注目しよう！

近世の時代の特色を考えよう！あすかさんは，江
え

戸
ど

時代の特色について，第４章の学習の初めに着目した「浮
うき

世
よ

絵
え

（錦
にしき

絵
え

）」を取り上げ，

「民
みん

衆
しゅう

文化の時代」というテーマでミニレポートにまとめてみました。

①あすかさんのミニレポートをもと
に，中世から近世にかけて，文化
の担

にな

い手がどのように変化したか
を確かめよう。②近世の特色について，あすかさん
の例を参考に，テーマを決めてミ
ニレポートにまとめよう。

私
わたし

は，江戸時代の特色は，町
ちょう

人
にん

を中心とす
る民衆が，文化の主役になったことだと思い
ます。それは，錦絵に最もよく表れています。
まず，錦絵は，多色刷りの版画で大量につ

くられ，安い値段で売り出されました。これ
を買い求めて観賞したのは，大

だい

名
みょう

や公
く

家
げ

では
なく，民衆でした。また，錦絵の題材は，左の歌

か

舞
ぶ

伎
き

の役者絵
のように，民衆の暮

く

らしに身近なものや，風
景画のように，旅へのあこがれにこたえるも
のでした。そして作者も，民衆の一人でした。
こうした特色は，室

むろ

町
まち

時代の雪
せっ

舟
しゅう

の場合と
比べてみると，よくわかります。

東
とう

洲
しゅう

斎
さい

写
しゃ

楽
らく

の役者絵

錦絵は，江戸時代の“ブロマイド”

文化のほかに，政治のしくみや社会の動きなどをテーマに取り上げてもよいですね。
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社会と関わり続ける
力の育成

公民的資質の育成と，社会参画への意欲の醸成

1 ノーベル平和賞の授賞式での
マララ＝ユスフザイさん
（2014年　ノルウェー・オセロ）

2 マララさんへの
襲
しゅう

撃
げき

に抗
こう

議
ぎ

する人々
（2012年　パキスタン）

2012年10月，パキス
タンで暮らす15歳

さい

のマララ＝ユスフ
ザイさんは，スクールバスの中で銃

じゅう

で
撃
う

たれました。襲われた理由は，「女
子児童にも教育を」と訴えたためでし
た。パキスタンで台頭するイスラム原
理主義グループのタリバンは，女子へ
の教育は神への冒

ぼう

涜
とく

とし，多くの学校
を破

は

壊
かい

しました。一命を取りとめたマ
ララさんは，「タリバンは，ペンや教
科書は奪

うば

えても，考える力を奪うこと
はできない」という信念を貫き，「教
育の機会こそ，世界中の子どもたちに
平等にもたらされるべきである」と国
連本部でも訴えました。2014年には，
ノーベル平和賞を受賞しました。

てみよう見

私たちが
あたりまえに教育を
受けられることって，
大変なことなんだね。

「未来への私の約束」をつくろう　 見通しをもってつくること2
「未来への私の約束」を実際に書いていくためには，どうしたらよいでしょうか。学習課題

（１）テーマを選ぶ

これまでの公民の学習でつくった「ノート」

をはじめ，他分野，他教科などでの学習を振り返り，持続可能な

未来を妨
さまた

げるさまざまな課題（←p.209 2図など）のなかから，自

分にとって最も切実だと思う課題を選んでみよう。

・学校で学習したこと以外にも，本
や雑誌，新聞記事，テレビやラジ
オの番組などで知ったことなど，
興味のあるテーマをいくつか選び，
情報をできるだけ集めてみよう。
その際，学校や地域の図書館も活
用しよう。

・いくつかの選んだテーマについて，
友達や家族・先生など，大人も含
めたさまざまな人との「対話」を
通して，イメージをふくらまそう。
「未来への私の約束」をつくるに
あたって，どのテーマが自分にと
ってふさわしいのか，書きやすい
テーマなのかをよく考え，最終的には自分で一つに決めよう。

（２）「未来への私の約束」を実際につくる

①【作品タイトル】「未来への私の約束―〔副題〕―」など，主題と

「未来への私の約束」
の作成の主な流れ

テーマを決定する際の観点
“Th i n k  g l o b a l l y ,  a c t 
locally.”（地球規模で考え地域で行
動する）や，“Think locally, act 
globally.”（地域を考え地球規模の
行動をする）という考え方も，参考
にしてみましょう。課題には，地球
規模で存在するものから身近な地域
にあるものまで，さまざまなものが
あります。私たちの暮らしや毎日の
行動が及ぼす影

えい

響
きょう

を考えることがで
きるテーマを，探してみましょう。
また，バナナやえび，回転寿

ず

司
し

の
ネタなどの食べものや，日常生活で
使う衣類やペットボトル，シャワー
から出る水など，それにかかわる
人々や，自然環

かん

境
きょう

とのつながりを意
識しながら，「もの」にも注目して
みましょう。

ポイント 3
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1「ゑ
え

びす祭り」の様子（2013年10月）

私は，学校の周りを観察した時に
「長

ちょう

者
じゃ

町
まち

繊
せん

維
い

街
がい

」と書かれた看板に
気づきました。ここには布地を扱う
問
とん

屋
や

のほか，和服や洋服を売る店が
集まっています。私たちは，
「長者町織

おり

物
もの

協同組合」の事務所を訪ね，
商店街の成り立ちや歩みについて
お話をうかがってみました。

地域の商店街を調べよう　 班別の調査（２）5

地域にはどのような変化やそこから
生じる課題，その対策がみられるの
でしょうか。

調査のポイント

①昔の住宅地図から当時の街の様子を
確かめる。
②変化した点，変化していない点を確
かめる。
③以上のことを文章に書き表す。

地域調査の手引き 9　新旧の住宅地図を比
ひ

較
かく

する

2 1955年ごろ（上）と
2014年（下）の長者町繊維街 ０ 100m50

◯P

◯P

◯P

◯P

◯P

◯P

◯P

◯P
◯P

◯P◯P

◯P

◯P ◯P ◯P◯P

◯P

◯P
◯P

◯P

◯P

◯P

◯P
◯P

卍卍

桜
通
り

伝
馬
町
通
り

袋
町
通
り

本
重
町
通
り

マ
ン
シ
ョ
ン

長者町通り

繊維・衣料店 飲食店・その他
テナントビル 駐車場（2014年３月　観察調査により作成）◯P

今回調べたのは
建物の１階部分です。
２階以上の部分は
どうなっているのかな。

聞き取り調査で見せていただいた資料のなか

に，昔の商店街やその周辺を描
えが

いた住宅地図

がありました。その地図からは，昭
しょう

和
わ

時代の初めから昭和30

年代まで，繊
せん

維
い

関係の問
とん

屋
や

やお店が密集していたことがわかり

ます。さらに，現在の同じ地区の住宅地図を持ち，実際にまち

を歩いてその土地利用を調べました。その結果，昔から続いて

いる繊維関係の問屋やお店だけではなく，テナントビルや飲食

店，駐車場などに変化した場所が多いこともわかりました。

新旧の地図を
比べよう 2

5

260 ●第4章　身近な地域の調査

なおこ：高度経済成長のころ，街や子どもの様子はどうでしたか。
祖　父：当時は，コンビナートに近い臨海部は，工場から出る排

はい

煙
えん

で大気が汚
お

染
せん

され，ぜんそくになる人も多かったよ。
子どもたちは，街のあちらこちらにあった工事のための資
材置き場などを遊び場にして，よく外で遊んでいたな。

●もともと工場があった場所が，
商業施

し

設
せつ

になっていること
●工場の近くを通っていた貨物線
が，なくなっていること

以上のことから，この地域は，再
開発によって，工業から商業へと
産業の中心が変わったことがわか
ります。

私たちは，高度経済成長のころ（←p.250）の様子を，写真

や祖父へのインタビューから調べました。

なおこさんの班

ひでおさんの班

私たちは，地域の土地利用の移

り変わりを，高度経済成長期と

現在の地形図を比
ひ

較
かく

して調べま

した。

遊具で遊ぶ子どもたち

JR川崎駅付近の移り変わり（川崎市
幸
さいわい

区）〔上：1960（昭
しょう

和
わ

35）年，下：
2009（平

へい

成
せい

21）年〕

東京電気会社の
工場（1939年）

大型商業施設
（2011年）

どのような
ところが変わった
のかな。

移り変わる戦後の街を訪ねて ～未来に向かって歩み続ける川かわ崎さき市
なおこさんが住む神

か

奈
な

川
がわ

県川崎市は，戦前から京
けい

浜
ひん

工業地帯の中心地で，戦後の高
こう

度
ど

経
けい

済
ざい

成
せい

長
ちょう

を経て急速に発展しました。現在では，高度経済成長期に問題となった公害を乗
り越

こ

えて，環
かん

境
きょう

都市づくりに取り組んでいます。なおこさんのクラスでは，戦後の地域
の移り変わりを班に分かれて調査し，ポスターにまとめて発表会を行っています。その
一部を見てみましょう。

郷
きょう

土
ど

の歴史を探
さぐ

ろう ⑤
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私の約束

ステップ 1

ステップ 2

興味をもったテーマについ
て，学校や地域の図書館の司書の人た
ちにも相談しよう。

作業を進める過程では，他
者との対話や交流を心がけ，積極的に
意見や感想を聞いていこう。

ふりかえる

副題を決めよう。

・副題には，内容がすぐにわかるように，テーマを的確に示した「キ
ャッチフレーズ」などを考えて入れてみよう。

②【行動計画】これから行う行動計画の期間や，具体的な内容な

どを，わかりやすく記述しよう。

・行動計画の中に，「約束」を具体化して自分なりに表現する，「作品」
の作成を組み込もう。

③【理由・根
こん

拠
きょ

】持続可能な未来を妨げる課題が，具体的にどれ

だけ深刻なのかを示す，理由や根拠を示そう。

④【本質的で根源的な問い】「生命とは何か」「平和とは何か」「人権

とは何か」「豊かさとは何か」「幸せとは何か」「文化の多様性とは

何か」「民主主義とは何か」「安全とは何か」など，取り上げたテ

ーマについての本質的で根源的な問いの大切さを意識しながら，

自分の考えを書いてみよう。

⑤【「約束」の共有】完成した「約束」をクラスで集め，「３年○

組の未来への約束集」を作ろう。

（３）「約束」を表現する「作品」をつくる

自分の得意な方法で，自由に思いを表現しよう。

●意見表明文などの論文記述形式
●イラスト・図解・絵本・漫

まん

画
が

などの形式
●物語や詩・楽曲などの形式
●ブログ・ウェブページの形式　など

課題の解決に向けて具体的に考える
近年，「P・D・C・A ：計画〈Plan〉・実行〈Do〉・点検〈Check〉・改善

〈Action〉」というサイクルで，組織や個人の活動の質を高めようという考え方
が，自治体や企

き

業
ぎょう

などを中心に広がってきています。私たちが「未来への私の約
束」をつくるにあたっても，この考え方を取り入れて進めていくことができます。
しかし，いきなり計画〈Plan〉を立てることから始めるのは難しいので，ま
ずはCから始めてみましょう。そのCとは，課題について点検〈Check〉する
ことと同時に，課題の現状や実態を把

は

握
あく

〈Catch〉するということです。そして，
持続可能な未来のためにどのように改善〈Action〉していけばよいかを考え，
「未来への私の約束」として計画〈Plan〉を立てて，まわりの人たちに提案
〈Produce〉してみましょう。さらに，持続可能な未来という山の頂き〈C・A・
P〉を目ざした行動〈Do〉に，結び付けて考えてみましょう。

ポイント 4

3「未来への私の約束」の
P・D・C・Aサイクル

P・D・C・A
サイクル

提案
（Produce）

行動
（Do）

把握
（Catch）

改善
（Action）

点検
Check

Plan
計画

Do
実行

改善
Action
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4 長者町織物協同組合の加盟社数の
変化

私たちは，いただいた資料から長
ちょう

者
じゃ

町
まち

織
おり

物
もの

協
きょう

同
どう

組
くみ

合
あい

に加盟している会社の数の変化をグラ

フにしてみました。すると，1970年代後半から，加盟会社の

数が減り続けていることがわかりました。なかには，廃
はい

業
ぎょう

した

問屋もあったそうです。この背景には，中国などアジア地域で

工業化が進み，それらの国や地域でつくられた商品が，日本に

多く輸入されるようになったことも関係があるのではないか，

と考えました。

次に，私たちは，まちづくりの活動をしているＮＰＯの方に

お話をうかがいました。現在，商店街では，より多くのお客さ

んを集めるための努力を続けています。例えば，中古のビルを

改造して，若い世代の人たち向けの服や小物を扱
あつか

うテナントを

集めたり，「ゑ
え

びす祭り」や国際芸術祭「あいちトリエンナー

レ」などのイベントを開
かい

催
さい

したりしています。こうした，地域

の活性化を目ざしたまちづくりによって，商店街はしだいに活

気を取りもどしているようです。

商店街を元気に
するために

4

◆

3

1

①同じ場所を撮影した写真から，それぞれの風景の様子を確かめる。
②写真どうしを比較して変化した点を確かめる。

地域調査の手引き 10　風景の変化を読む

3 1950年代（上）と2010年（下）の商店街の様子
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みなさんが商店街に興味をもってくれて，
うれしく思います。ここには，ビルの合間
に「閑

かん

所
しょ

」とよばれる公共のスペースもあ
って，古い建物なども残されています。こ
れについても，調べてみてくださいね。

まちづくりNPOで活動する
延
えん

藤
どう

さん

ここは繊維のまちです。私は，まちの人た
ちとさまざまな意見が織り成す「千

せん

意
い

（多
くの意見）」とにぎわいのあるまちづくり
のために活動しています。みなさんの調査
結果も，まちづくりへの資料として参考に
したいと思います。

◆ＮＰＯ；利益を上げることを目的に
せずに，福

ふく

祉
し

や文化，まちづくりなど
のさまざまな分野で，社会に貢

こう

献
けん

しよ
うとする民間の団体のことを指します。5

10

15
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右のグラフを見ると，川崎市では，第二次産業の従業者の割合が減
って，第三次産業の従業者の割合が増えていることがわかります。
また，下のグラフを見ると，川崎市の人口は，高度経済成長期に急
速に増加していることがわかります。
二つのグラフをあわせて見ると，工業が発展していた時期に，工場
での仕事を求めて多くの人が集まったのではないかと考えられます。

私たちは，高度経済成長期のころから現在までの地域の人口や産業

の移り変わりを，統計資料をもとに調べました。

ゆうたさんの班

発表から新たな課題を見つけよう

発表会が終わったら，下のなおこさんの例を参考にして，調査
や発表でわかったことや考えたことを振

ふ

り返りましょう。

◆発表をするときは
初めて見る人にもわかるように説明し，

資料を読み解いた視点も紹
しょう

介
かい

しましょう。
◆発表を聞くときは
気づいたことや疑問に思ったことは，

メモしておきましょう。
◆発表会が終わったら
自分やほかの人の発表を振

ふ

り返って，
新たに追究したい課題を見つけましょう。

地域調査の手引き⑤

私は，高度経済成長期の地域の様子の調査から，当時は工場な
どの建設が急速に進められていて，地域の様子や子どもたちの遊
びが，現在とは大きく異なっていたことがわかりました。
また，ほかの班の発表を聞いて，高度経済成長期から現在まで
の間の土地利用の変化には，産業構造の変化が表れているという
ことがわかりました。
一方で，今回の調査や発表だけでは，高度経済成長期の後も人
口が増え続けている理由まではわかりませんでした。
今後は，地域の再開発や環境への取り組みが，人口の増加とど
のように関連しているかを課題として，資料館などに行って調査
を続けていきたいです。

［なおこさんのわかったこと，考えたこと］

ポイント

臨海部に位置するメガソーラー
（太陽光発電施設）（2012年）
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川崎市の人口と世帯数の移り変わり

第３次産業
75.4％

第２次産業
24.5％

第３次産業
43.6％ 第２次産業

56.4％

第１次産業
0.14％

第１次産業
0.051％

（1972年）

（2009年）

川崎市の産業別従業者数の
割合の変化

高度経済成長が
終わった後も，
人口がゆるやかに
増えているのは，
なぜだろう。
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（「未来への私の約束」の例２）

「未来への私の約束」
― 超

ちょう

高
こう

齢
れい

・人口減少社会に生きる ―
○○中学校　３年○組　○○○○

私は，少子高齢化が進む社会について学んだとき，とても不安な気もちになりました。

2010年に70億人を超
こ

えた地球の人口は，現在も増え続け，地球規模では「人口爆
ばく

発
はつ

」とも言われ

る状
じょう

況
きょう

になっています。ところが，私たちの国では，2004年に総人口のピークが過ぎ，人口減少社会

に入ったという資料を見つけました。その年の65歳
さい

以上の高齢者の人口割合は19.6％でしたが，

2007年に21％を超えて超高齢社会となり，今では25％を超えています。世界の人口が増え続けるなか，

日本の人口は減っていくとともに，世界で一番早く「超高齢・人口減少社会」が進むそうです。なにか

とても寂しく思いました。
私たちが50歳を過ぎる頃

ころ

の

2050年には，日本の人口は１億

人を下回るという予測があります。

また，高齢者の割合は40％くら

いになり，５人に２人が高齢者と

いうことになるようです。インタ

ーネットで調べていたら，日本の

人口が１億人を突
とっ

破
ぱ

したのは，祖

父や祖母たちが子どもの頃の，

1967年だったそうです。総人口

では，その頃と同じくらいにもど

るのですが，その頃の高齢者の割合は７％くらいだったようです。人口は同じでも，若い世代が多かっ

た過去の時代と，若い世代が少ない未来とでは，さまざまな違いがあるでしょう。

1960年代は，歴史の授業で習ったように，日本の経済が高度成長した時代でした。これからやって

くる2050年代は，どのように暮らす時代になるのでしょうか。「超高齢・人口減少社会」が進むと，

いったい何がどうなるのか，そのときどうしたらよいのか，今の私にはわかりません。

そこで，私がつくる「未来への私の約束」は，次の通りです。

①まず，「超高齢・人口減少社会」の日本と，「人口爆発」の世界に関する本や資料，情報を集め続けて

いきます。（新聞の切り抜きを続けていきます。）

②その事実や現実を明らかにして，政府や専門家の人々はどのような対応策を考えているのか，さまざ

まな観点から調べていきます。（インターネットで最新の情報を集めていきます。）

③自分の考えをもとにして，私より年少の小・中学生にもわかるように，物語：『超高齢・人口減少社

会―未来への希望探しの旅―』を書き始めます。この物語の土台を書くのは私ですが，読んでくれた

人たちの感想や意見もつけ加えていきます。つまり，未来に向かって進化する，未完の物語です。

13000
万人

11000

12000

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
800 1000 1200 1400 1600 1700 1800 1900 2000 2100年

（国土交通省資料より）

2050年（推計）9515万人高齢化率　39.6％
2100年（推計）4771万人高齢化率　40.6％

2004年12月にピーク12784万人高齢化率　19.6％
2030年（推計）11522万人高齢化率　31.8％

終戦（1945年）7199万人

（2000年）12693万人

鎌倉幕府成立（1192年）757万人

かまくらばく ふ

室町幕府成立（1338年）818万人

むろまち

江戸幕府成立（1603年）1227万人

え ど

享保の改革（1716～45年）3128万人

きょうほう

明治維新（1868年）3330万人

めい じ い しん

日本の長期的な人口の推移
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地理：学習で身につけた技能を
生かして，地域を調査し，レポー
トにまとめたり，地域にむけて
発信したりする活動。

公民：社会科で学習した内容を
ふまえて，「未来への私の約束」
（これからの行動計画）をつくり，
実践していく活動。

歴史：学習で身につけた見方・
考え方を生かして，地域の歴史
について調査し，まとめ，発表
し合う活動。

公民　p.210-211，213

地理　p.260-261 歴史　p.252-253

地 理 歴 史

公 民

特色
　教育基本法や学習指導要領の趣旨に

基づき，主体的に社会の形成に参画す

る態度を養うことができるよう，構成

を工夫しました。

　公民の「終章：私たちにできること」

をゴールに見据え，地理・歴史・公民

の各分野の特性に合わせて，学習した

内容をもとに社会との関わりを意識で

きる構成になっています。

主体的な
社会への参画
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高度な集団学習─学び合い・言語活動
溜池　善裕

●ためいけ　よしひろ／宇都宮大学教授

●１．学び合いと三つの課題
　中学校学習指導要領の総則には，授業をめ

ぐる三つの課題が示されている。それは「基

礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得さ

せ」る第１課題。「これらを活用して課題を

解決するために必要な思考力，判断力，表現

力その他の能力をはぐくむ」第２課題。「主

体的に学習に取り組む態度を養い，個性を生

かす教育の充実に努め」る第３課題である。

学び合いが注目されているのは，三つの課題

を実現する教育方法だからであるが，それを

後押しするのが，言語活動が実行できる学び

合いの特質である。中学校では，高校受験が

あることもあり，学び合いに時間を割くこと

は敬遠されてきた面もあるが，三つの課題を

実現するために，授業で生徒を育てるという

教育の本道としての役割を果たすべく，取り

組んでみてはどうかと思うのである。

●２．知識及び技能の習得
　さて，指導要領には，「これらを活用して」

とあることから，第1課題の後に第２課題に

取り組むと考えがちである。しかし，道具を

よく知る人ほど使い方に長けていることから

もわかるとおり，知識・技能の活用はその習

得のされ方に依存し，活用を経ることで転用

可能となり，それをもって基礎的・基本的に

なると考えるのが自然である。したがって，

第１課題と第２課題は，同時に行うべき性質

のものなのである。

　そんなことができるのか，残る第３課題は

どうするのかと，疑念や不安を抱く先生がお

られるかもしれないが，昭和初期に北海道・

秋田・岩手・宮城・山形・高知・鳥取などの小・

中学校（高等小学校）の教師たちが生み出した

調べる綴方や，それを受け継いだ『山びこ学校』

（岩波文庫）の実践が，それが可能なことを証

明している。『山びこ学校』では，中学生が自

分の生活を見つめ，地域のことを調べて綴方

（作文）を書き，それを発表し合いながら集団

で学習を進めているが，学習を通じて生徒た

ちは改めて教科書の記述をしみじみと味わい，

村をよくするためにどうすればよいかについ

て真剣に話し合っている。教科書の学習と調

べ学習とが一体となり，深い知り方に達する

ことで，第3の課題に到達しているのである。

　加えて，1958（昭和33）年から子どもの事

実を明らかにする授業研究を継続してきた富

山市立堀川小学校の実践，社会科の創設に尽

力した重松鷹泰によって1948（昭和23）年か

ら形となった奈良女子大学附属小学校の「し

ごと」実践，重松が創設した学習研究連盟に

おける1970（昭和45）年から1985（昭和60）年

にかけての「子どもがする授業」，重松が集

めた授業記録のうち「心に残る授業」「授業記

録に学ぶ」に代表される実践がある。学び合

い，学びの共同体，協同的な学び，アクティ

ブラーニングと言うまでもなく，それは戦前

から現場教師が具現化し，戦後も絶えること

どをもとに考え合う，④一人の生徒の作文をも

とに自分の意見を作文に書く，⑤友達の意見を

見ながら改めて自分の意見を作る，⑥教師が

中心となってこれまでの学習を振り返った後に

作文を書く，⑥プリントの穴埋めなど，相互学

習に向かうために必要な具体的指導を行う。

（４）書く指導・聴く指導
　作文を徹底して書かせる指導が不可欠であ

る。観念的な思考ではなく，具体的であるゆ

えに矛盾を内包し，しかしそれを解決しよう

とする粘り強いその生徒らしい思考─個性的

思考─が顕れるよう，作文の朱書きを通して

指導する。その際，相手を尊重しながら自分

の意見や考えを述べて集団を前進させようと

する，割り切らずに考え続け学び続けること

が生徒たちの身につくよう，さまざまな作文

を生徒に発表させ，そのよいところを見つけ

たり，多様な質問をしたりしながら話をつな

げていく指導を行う。

　生徒たちが向かうのは，積み重ねられてき

た歴史において，名もなき人々がごく普通に

あたりまえのことを粛々と営んできた場所，

彼らもまた歴史的存在となる場所，それゆえ

単元・教材に底流するものと，また教室の仲

間と，共存の感情を通わせる場所である。生

徒たちは，体当たりの学習を通して学習を知

るのであり，その知り方ゆえに学習と生きる

ことが同値となって，第3の課題をはるかに

超え，名もなき人々同様，大地に立って生き

続けようとするのである。

（以下参照のこと）
溜池善裕「社会科教育における重松鷹泰の授業研究
の意義」（『社会科教育研究』no.121，2014）

なく我が国の学校教育に根付いている，世界

に誇れる教育方法なのである。

●３．具体的な方法
　実践研究の蓄積から明らかになっている授

業方法を提示しよう。

（１）単元の設定
　社会科では，教師が１年間で実施する範囲

を見渡し，①生徒たちが取り組みたいテーマ

（争いがなくならないのはなぜだろう，世界各

地の人々はどのような暮らしをしているのだろ

う，社会の仕組みが整うことと人々の幸せはど

のように関わっているのだろう，など），②生

徒たちが話し合える問題（テーマの本質に近づ

く，答えが出ない問題・単元の中核）を予め想

定し，生徒たちと相談して学習のテーマを決

定する。生徒が，教科書を少し読み進めて口

にするテーマは①とほぼ一致する。教師は最

終的に②の話し合いが成立するよう指導する。

（２）話し合い（相互学習）
　話し合い（相互学習）は，最終的に，①生徒

の意外な考えが出る，②生徒の助け合い・協

力が著しい，③授業の途中か終わりにしみじみ

とする感慨がある，の三つを要件とする高度な

集団学習─子どもがする授業─に必然的に行

き着き，またそうなる必要がある。単元の要所

で，教師の出番をなるべく控えた授業を２回程

度実施し，最後の話し合いは無発問でのぞむ。

（３）それぞれの追究（一人学習）
　相互学習は，各自の一人学習における息の

長い追究によって成り立つ。一人学習では，①

めあてをもって教科書や資料集などをもとにノ

ートを作る。②自分が学んでいることについて

作文を書く。③学習が深まった生徒の作文な

社会科教育法
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前
回

入
選
作
品 挿し木

私は「挿し木」について
考えました。私の家には，
枝が長くてとても高い「ウ
ンベラータ」という木があ
ります。その木がのびすぎ
ているので，枝を切ってま
た小さい木を育てはじめたり，いとこにわけたりしてい
ます。このように，少しずつ木を増やしていくことによっ
て，酸素がふえて環境にいいことを改めて感じました。
しかも，タネから育てるよりも早く大きく育ちます。そ
して，一つの木から何個かにわけるので，良いところを
受けつぐことができます。私の家ではいろいろな木や草，
花を育てています。それらは，私たちの生活にかかせな
い大切なものです。植林などもありますが，身近な家に
あるものでも，少しずつ環境にやさしいことをしていき
たいです。そして，一人一人が“植物”を大切にするこ
とで，これからの将来につながると思います。

◎主催／教育出版　◎協賛／日本環境教育学会
◎後援／環境省，日本環境協会，全国小中学校環境教育研究会，毎日新聞社，毎日小学生新聞
＊協賛・後援団体は昨年実績で，継続申請中です。

小学生・中学生（数名のグループ単位での応募も可）応募資格

2015年 7月1日～ 9月 30日
詳細は「優秀作品展示室」とあわせてホームページをご覧下さい。応募期間

作品
テーマ

「地球となかよし」という言葉から感じたり，考えたりしたことを，
写真（またはイラスト）にメッセージをつけて表現してください。

メッセージ
作品募集（2015年度）

①身のまわりの自然が壊されている状況を見て感じたことや，自然環境
や生き物を守るための取り組み
②さまざまな人との出会いを通して，友好の輪を広げた体験，異文化交
流，国際理解に関すること
③その他，「地球となかよし」という言葉から感じたり，考えたりしたこと

第13回

応募者全員に
参加賞が
もらえるよ!
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