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方・考え方」である。例えば，様々な地域レベ
ルにおける学習課題を見出し，それを他者との
対話･協働を通して，多様な視点から考察する
という「深い学び」を実現するには，地理的な
見方・考え方による知識の獲得やその構造化，
思考力や判断力の育成が不可欠である。
●２．単元を貫く主題による地理学習
　新学習指導要領では，「主体的・対話的で深い
学び」の実現に向けた授業改善の視点として， 

「１回１回の授業で全ての学びが実現されるもの
ではなく，単元や題材などの内容や時間のまと
まりの中で，学習を見通し振り返る場面をどこ
に設定するか，グループなどで対話する場面を
どこに設定するか，児童生徒が考える場面と教
師が教える場面をどのように組み立てるかを考
え，実現を図っていく」3ことを指摘している。
いわゆる「単元を貫く主題による授業」の実現
を求めているのである。中教審の社会・地理歴
史・公民ワーキンググループが例示するように，
単元を貫く主題のもと，課題把握→課題追究→
課題解決という学習過程を想定し，社会的事象
に対する知識，技能，思考・判断・表現，主体
的に関わろうとする態度の獲得を目指した学習
を計画的・構造的に配置する必要がある（図１）。
さらに，こうした学習は当該単元だけで完結す
るのではない。学習を通して解決できなかった
課題は，次の単元，さらにその先の単元に引き
継がれて学習が螺旋的に継続していくのである。
　永らく中学校社会科授業は，教科書見開き２
ページ分の内容を１時間で扱うという「１話完
結型」の授業が主流であった。「１話完結型」

●１．�「見方・考え方」と「主体的・対話的で
深い学び」

　2020年度から段階的に実施となる新学習指
導要領は，思考力・判断力・表現力，学びに向
かう力・人間性等の情意面については，教科固
有の学習文脈の中で習得される内容事項（知
識・技能）と関連づけられながら育まれていく
という立場に立っている。すなわち，教科固有
の教育内容の学習を通して資質・能力を育むの
であり，教科固有の「見方・考え方」は「各教
科等を学ぶ本質的な意義の中核をなすものとし
て，教科等の教育と社会をつなぐものであ 
る」1としている。加えて，「見方・考え方」に
関しては，小・中・高の発達段階に応じて系統
的に育成されるべきとして，それぞれの学校階
梯での定義と教育内容に即した接続・発展の系
統性を明確にした。
　地理教育において地理的な見方・考え方が位
置づけられたのは，1969年告示学習指導要領
の中学校地理的分野からであり，1989年版か
らは高校地理にも登場した。今次の改訂では，
2008年版の地理的な見方・考え方を継承し，「社
会的事象を，位置や空間的な広がりに着目して
捉え，地域の環境条件や地域間の結び付きなど
の地域という枠組みの中で，人間の営みと関連
付けること」2と定義づけ，位置や分布，場所，
人間と自然の相互依存関係，空間的相互依存，
地域という視点を提示している。
　さらに，新学習指導要領は，資質・能力を育
成する授業改善の視点として「主体的・対話的
で深い学び」（アクティブ・ラーニング）を提唱
している。その際，重要な役割を果たすのが「見

●たけうち　ひろかず／千葉大学教授

竹内　裕一

巻頭言

単元を貫く主題による授業づくり

1.	中央教育審議会（2016）『幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善
及び必要な方策等について（答申）』p.34

2.	文部科学省（2008）『中学校学習指導要領解説社会編』日本文教出版，p.7
3.	前掲 2），p.7
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　日本の農業は，狭い農地で肥料や機械を効率
よく用いることで高い生産性を維持してきた。
他方，兼業農家が多数を占める日本の農業は，
家族成員間の複合的就業構成により，家計総体
として比較的安定した経営を維持することがで
きた。しかし，現在は農家数の減少が止まらず，
1990年の段階で総農家数は384万戸（うち販売
農家数297万戸）であったものが，2015年には
216万戸（同133万戸）に減少している（農林業セ
ンサス）。特に，販売農家数の急激な減少と土
地持ち非農家数の増加という現象4が如実に示
しているように，今や中途半端な兼業では農業
はやっていけないのである。加えて，農家の家
族のあり方や財産としての農地に対する考え方
も大きく変わり，後継者が家業としての農業を
継ぐという意識は急速に失われてきている。
　その結果，農業就業人口の減少，耕作放棄地
の拡大，労働力不足といった農業をとりまく問
題は，年々厳しさを増している。中でも，高齢
化の問題は深刻である。農業従事者における高
齢者（65才以上）の割合は，2010年に61.6％であ
ったものが，2019年には70.2％を占めるまでに
なっている。また，農産物輸入の規制緩和によ
り，相対的に生産費が高い国内産農産物は外国
産に太刀打ちできず，窮地に追い込まれている。
　髙橋実践では，こうした日本農業をとりまく
現状と課題を農家の高齢化や人手不足，それに
対する対策としての外国人労働者の導入に焦点
をあてて単元を構想した（図２）。
　第１時は，日本農業の現状と課題を把握する

授業は，１時間毎の授業間の関係性が薄まりや
すく，生徒の興味・関心や問題意識と乖離した，
知識中心の「暗記社会科」の温床となってきた
とも言えるだろう。
　一方，1989年版の「新しい学力観」の導入
以降，こうした授業観は少しずつではあるが変
革されてきたことも事実である。とりわけ地理
的分野では，2008年版から導入された世界地
理学習の適切な主題を設けて地域的特色を理解
させる「主題学習」や，日本地理学習の地域の
特色ある事象や事柄を中核とした「動態地誌的
学習」により，単元単位で授業を構想すること
が一般化してきた。しかし，果たしてそこでは

「主体的・対話的で深い学び」が実現できてい
たであろうか。今次の改訂においても世界地理
学習の「主題学習」や日本地理学習の「動態地
誌的学習」は継承された。今こそ，真に「主体
的・対話的で深い学び」につながる単元学習を
実践するときである。
●３．�髙

たか

橋
はし

晶
あきら

「ニッポンの農業−味方と�
ミカタ−」の授業

　そこで次に，具体的な授業実践を通して，単
元を貫く主題による地理学習の授業づくりの視
点を検討してみよう。事例として取り上げるの
は，千葉大学教育学部附属中学校の髙橋晶先生
の「ニッポンの農業−味方とミカタ−」（３時間）
である（以下，髙橋実践）。本授業は，日本の諸
地域学習の「（２）日本の地域的特色と地域区分」
の「③資源・エネルギーと産業」に該当する日
本農業の現状と課題を学習する単元である。

●⬆	図 1　社会，地理歴史，公民における学習過程の例
資料：中央教育審議会教育課程部会社会・地理歴史・公民ワーキンググループ（第 13 回，2016 年 5 月 26 日）配付資料より作成

課題把握

動機付け 方向づけ 情報収集 考察・構想

課題解決

まとめ

新たな課題

振り返り

課題追究

4.	土地持ち非農家は，1990 年 78万戸から 2015 年 141 万戸と２倍近く増えた（農林業センサス）。
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ある。実習生を受け入れるとなれば，収穫期だ
けではなく仕事や収入がない時期にも賃金を支
払わなければならない。その結果，高齢化が進
む家族経営のミカン農家では，廃業や生産縮小
に歯止めがかからない状況となっている。
　第３時は，愛媛県のミカン農家での外国人技
能実習生導入の実態を踏まえて，もう一つの事
例として茨城県鉾

ほこ

田
た

市を取り上げた。
　農業産出額が全国第３位の茨城県では，農業
従事者が減り続ける一方で，65歳以上の高齢者
の割合は増え続けている 。それに対して，農
業に従事する外国人は2005年に1,999人だった
ものが，2015年には倍近くの3,736人に増加し
ている。鉾田市の農業は，外国人労働者なしに
は成り立たないのが現状である。
　鉾田市はメロンの生産額日本一を誇る大産地
である。しかし，近年特産のメロン栽培をやめ，
小松菜などの葉物野菜に切り替える農家が続出
している。約1,100戸あったメロン農家はここ
10年間で半減し，小松菜を栽培する農家は５年
でほぼ３倍に増加した。その原因として挙げら
れるのが，外国人技能実習生の存在である。鉾
田市のある家族経営メロン農家では，両親が高
齢となったため，実習生を受け入れた。若い実
習生が入ったことで作業は楽になったが，メロ
ンは収穫期が年１回に限られるうえ，農閑期が
長いことから，毎月実習生に賃金を支払うこと
が新たな負担となった。悩んだ末に，この農家
では長年続けてきたメロン栽培をやめ，かわり
に小松菜栽培を始めた。葉物野菜は年間を通じ
て栽培が可能であり，実習生に毎月賃金を払う
ことに適していた。現在，この農家では実習生
を６人にまで増やし，耕地面積が2.5倍，売上
も２倍になったという。
　本時は，全国に名を馳せ，かつ付加価値の高
いメロン栽培から，単価の安い小松菜栽培へ転

時間である。
　本時では，様々な統計資料等を用いて日本の
農業の全体像を明らかにしていった。具体的に
は，①外国との経営耕地面積や農業用機械保有
台数，単位面積当たりの肥料消費量等の比較，
②海外農産物と比べた生産費と価格，③規制緩
和，貿易自由化による農産物輸入量の増加，④
農家数及び農業就業人口の減少，⑤農業就業人
口に占める65歳以上の高齢者の割合の増加等
である。本時の終末では，日本の農業が抱える
問題点のうち④と⑤に焦点をあて，農家がどの
ような解決策を模索しているかを学習していく
ことを確認した。
　第２時は，外国人技能実習生を受け入れてい
る農家の事例を通して，人手不足を補うための
取り組みの実態と課題を学習した。
　ミカンの一大産地である愛媛県では，20 ～ 30
代の農業従事者に占める外国人労働者の割合が
3.8％である。西

せい

予
よ

市には，80軒のミカン農家が
加入する「無

む

茶
ちゃ

々
ちゃ

園
えん

」と呼ばれる農業法人があり，
2000年から外国人技能実習生の受け入れを始め
た。現在では，20 ～ 30代のベトナムとフィリ
ピンからの実習生20人が働いている。「無茶々園」
では，ジュースなどの加工品の製造や大根・タ
マネギといった野菜の栽培も手がけており，外
国人労働者の受け入れで人手不足が解決しただ
けでなく，ミカンの収穫期以外にも年間を通し
て収益が上がるようになり，経営が安定した。
しかし，愛媛県において外国人労働者を活用し
ている事例は少ない。その理由の一つに，愛媛
県のミカン農家のほとんどが家族経営であると
いう点がある。例えば，ある家族経営の農家では，
高齢化に伴って剪定や草取り，収穫などの作業
に苦労するようになった結果，かつて４haあっ
た畑が2.5haにまで減少した。ミカンの収穫期
は年に１回で，収入があるのもその時期だけで
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を持って取り組む必要がある。髙橋実践では，
今や日常の風景となっている外国人労働者の存
在を前提に，生徒自らの生活体験を振り返らせ
ながら農業における外国人技能実習生の問題を
考えさせている。そして，その問題の本質に迫
るために，第１時で日本農業の特徴と問題点を
明確にし，第２時と第３時で異なる対応をみせ
る二つの地域の農業経営の実態を比較検討させ
るという単元計画を立てている。こうした課題
設定と課題解決に向けての見通しは，単元を貫
く主題による学習の要であり，教師の力量が問
われる。
　第３は，カリキュラム・マネジメントの必要
性である。外国人技能実習生の問題は本単元だ
けで完結するわけではない。高齢化や労働力不
足は日本の他産業においても深刻な問題であ
り，あるべき外国人労働者受け入れ制度につい
て今後いっそう模索することが求められている
のである。そうであるならば，図１にある「新
たな課題」の学習過程として，次の単元や他分
野での学習につないでいくカリキュラム・マネ
ジメントが必要だろう。髙橋実践では，本単元
で明らかになったことと解決できなかった課題
を明確にし，外国人労働者受け入れの問題を日
本の諸地域学習や公民的分野の経済学習で扱う
ことにしている。
　

換した鉾田市の事例を通し，外国人技能実習生
なくして農業経営が成り立たない農家の実態を
学習し，終末では前時の愛媛県のミカン農家の
事例も踏まえ，日本農業における外国人労働者
導入の問題を考えさせた。
●４．授業実践から学ぶ授業づくりの視点
　我々は，髙橋実践から単元を貫く主題による
授業づくりの視点として，以下の３点を学ぶこ
とができるだろう。
　その第１は，「主体的・対話的で深い学び」
につながる課題設定と教材選定である。生徒の
主体的な授業参加を促すには，学ぶ意義や意味
がある課題の設定が肝要であり，その課題を考
える素材としての教材の質が問題となってく
る。髙橋実践では，日本農業の高齢化と人手不
足を解決するための手段としての外国人技能実
習生導入の問題に焦点化し，愛媛県と茨城県に
おける具体的な事例を通して問題の本質に迫っ
た。例えば，鉾田市の「付加価値の高いメロン
栽培から単価の安い小松菜生産にシフトしてい
く」という事例は，第１時で学んだ日本の農業
のあり方からすれば一見矛盾するような現場の
実態について，外国人技能実習生導入の問題と
の関係で考えさせるという対策を講じている。
　第２は，生徒に対する課題把握のさせ方と単
元の見通しである。「主体的・対話的で深い学び」
を実現するには，生徒が学習課題に当事者意識

●⬆	図 2　地理的分野「ニッポンの農業−味方とミカタ−」の単元計画（髙橋晶教諭提供資料より引用）

【第３時】（本時）

・愛媛県のミカン栽培
・農業法人「無茶々園」での取り組み
・愛媛県の家族経営農家の現状

・農業従事者一人当たりの耕地面積
・農家数及び農業就業人口の減少
・農業就業人口に占める高齢者の割合の増加

・鉾田市のメロン栽培
・鉾田市の外国人農業従事者の増加
・メロン農家の減少と小松菜農家の増加

・国内産に比べ安価な海外産の農作物
・輸入超過による食料自給率の低下
・農業就業人口に占める外国人の増加

高齢化や外国人労働者の問題と関連付けて考えた日本の農業の特色

【第２時】

外国人労働者の確保と農業生産の関係

栽培作物を葉物野菜に切り替えることで
外国人労働者を確保

認
識
の
深
ま
り

【第１時】
日本の農業にみられる課題

※囲み線は，事実的認識の段階（第１段階　　　　　　第２段階　　　　　　第３段階　　　　　）
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一遍は何をしているでしょうか。
市では何が売られているでしょうか。また，絵の中で右の 1～ 5の職人と関わりの深いものを探

さが

して
みましょう。

中世にはどのような人々が活
かつ

躍
やく

したのか予想してみましょう。

　上の絵は，中
ちゅう

世
せい

に新しい仏
ぶっ

教
きょう

の布教のために旅をした，一
いっ

遍
ぺん

の姿
すがた

を伝える『一
いっ

遍
ぺん

上
しょう

人
にん

絵
え

伝
でん

』の一場面です。
この場面では，一遍が市

いち

を訪
おとず

れています。絵の中には，どのような人物が描
えが

かれているでしょうか。また，
市にいる人たちはどのような様子でしょうか。これから学んでいく中世の人々の様子を見てみましょう。

福
ふく

岡
おか

の市
いち

〈『一
いっ
遍
ぺん
上
しょう
人
にん
絵
え
伝
でん
』清
しょう
浄
じょう
光
こう
寺
じ
（遊

ゆ
行
ぎょう
寺
じ
）蔵
ぞう
〉

Q1

Q2

Q3

一遍

市ではいろいろな物が
売られているね。
品物はどうやって
運ばれたのかな。

一遍の向かいにいる人は
だれだろう。

1

32

54

中世の職人たち
〈『職

しょく
人
にん
尽
づくし
歌
うた
合
あわせ
〔模

も
本
ほん
〕』東

とう
京
きょう
国立博物館蔵〉

学習を始めよう ～中世の暮
く

らしと社会～
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　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

していくように作られ
た巻物です。建物の天

てん
井
じょう

や壁
かべ

をあえて描
えが

か
ないことで，室内の様子が見えるようにし
たり，一つの絵の中に同一人物を何度も描
くことで，できごとの進行を表したりする
表現が特

とく
徴
ちょう

的
てき

です。絵巻物からは，当時の
人々の様子を読み取ることができます。
資料 1 を読み解いてみましょう。

絵
え

巻
ま き

物
も の

を読み解こう

歴史の

2  絵巻物の形（資料 1 の場面）

貴族の寝
しん

殿
でん

造
づくり

（←ｐ.50）と比べて，武士
の館らしい特徴を三つあげよう。

館ではどのような動物が飼われている
だろう。また，それはなぜだろう。

Q1

Q2

武士は，馬上から的を射
い

る笠
かさ

懸
がけ

や流
や ぶ さ め

鏑馬などの訓練にはげみました。
3  武芸の訓練〈『男

お
衾
ぶすま

三
さぶ

郎
ろう

絵
え

詞
ことば

』東
とう

京
きょう

国立博物館蔵〉　
4  田植えの様子〈『大

だい
山
せん

寺
じ

縁
えん

起
ぎ

絵
え

巻
まき
［模

も
本
ほん

］』東京大学史
し

料
りょう

編
へん

纂
さん

所
じょ

蔵〉

鎌
かま

倉
くら

時
じ

代
だい

に，農業や商業はどのよ
うに変化したか確かめよう。

農民と地
じ

頭
とう

，荘
しょう

園
えん

領主の関係につ
いて，図に表して説明しよう。

表現

確認

1 やがて，あとつぎの者一人に相続させる単
独相続が行われるようになり，女性の財産の権

けん

利
り

も制限されるようになっていきました。

1   武
ぶ

士
し

の館
やかた

 
〈『一

いっ
遍
ぺん

上
しょう

人
にん

絵
え

伝
でん

』 
清
しょう

浄
じょう

光
こう

寺
じ

 
［遊

ゆ
行
ぎょう

寺
じ

］蔵
ぞう

〉

歴史の窓
　紀

き
伊
いの

国
くに
（和

わ
歌
か

山
やま

県）の阿
あ

弖
て

河
がわの

荘
しょう

は，京
きょう

都
と

の寂
じゃく

楽
らく

寺
じ

の
荘
しょう

園
えん

でしたが，地頭の湯
ゆ

浅
あさ

氏
し

が着任すると，農民は
地頭の支配も受けるようになりました。地頭は，武
力を用いて農民に労

ろう
役
えき

などの負
ふ

担
たん

を強制しようとし
ました。これに対して農民は，荘園領主の力で地頭
の乱

らん
暴
ぼう

をやめさせようと，13か条からなる訴
そ

状
じょう

を
まとめて領主に訴えました。1275年に出された訴
状は，農民自らが主に片

かた
仮
か

名
な

を使って書きました。

地
じ

頭
と う

を訴
うった

える農民
国宝

 

阿
弖
河
荘
上
村
の
百ひ

ゃ
く

姓し
ょ
う

ら
が
つ
つ
し
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。
…（
略
）

一
　（領
主
に
納お
さ
め
る
）材
木
の
こ
と
で
す
が
、
地
頭
が
都
に
行
く
と
か
、
近
所
で
の
労

役
だ
な
ど
と
言
っ
て
は
、
人に

ん
夫ぷ

と
し
て
地
頭
の
所
で
こ
き
使
わ
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
余よ

裕ゆ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
ず
か
に
残
っ
た
人
を
、
材
木
を
運
び
出
し
に
山
へ
行
か
せ
た
と

こ
ろ
、
地
頭
が
「
逃に

げ
た
百
姓
の
畑
に
麦
を
ま
け
」
と
い
っ
て
追
い
戻も

ど
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。「
お
前
た
ち
が
麦
を
ま
か
な
い
と
、
妻
子
を
閉と

じ
込こ

め
て
、
耳
を
切
り
、
鼻
を

5  農民の訴状〈高
こう

野
や

山
さん

霊
れい

宝
ほう

館
かん

蔵〉

そ
ぎ
、
髪か

み
を
切
っ
て
尼あ

ま
に
し
て
、
縄
で
し
ば
っ
て
痛い

た
め
つ

け
る
ぞ
」
と
厳き

び
し
く
責
め
立
て
ら
れ
ま
す
の
で
、
材
木
の

納の
う

入に
ゅ
う

が
さ
ら
に
遅お

く
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
…（
略
）

重文

国宝

鎌
かま

倉
くら

時
じ

代
だい

には，鎌倉や京
きょう

都
と

に屋
や

敷
しき

をもつ有力な

武士が増えましたが，地方の武士は，領地のな

かでも交通や水利のよい場所に，堀
ほり

や塀
へい

で囲んだ館
やかた

を設けて暮ら

しました。武士は領主として，下
げ

人
にん

や近くの農民を働かせて館の

周辺の田畑を耕作し，自らは乗馬や弓矢の武芸にはげんで戦いに

備えました。武士の一族は，惣
そう

領
りょう

を中心に血
けつ

縁
えん

によって団結し，

領地は惣領でない者にも分
ぶん

割
かつ

相続されました。武
ぶ

家
け

の女性は，土

地を相続することができたため，地
じ

頭
とう

になり，一族の中心として

領地を支配する女性も現れました。しかし，やがて新たな領地を

得られなくなると，一族の間で争いが起こることもありました。

公
こう

領
りょう

や荘
しょう

園
えん

の地頭となった武士は，土地の管理

や年
ねん

貢
ぐ

の取り立てを行いました。有力な武士の

中には，いくつもの荘園や公領の地頭となる者も現れました。地

頭がおかれた荘園では，地頭になった武士が，土地や農民を支配

しようとして，荘園領主とたびたび争いました。こうした争いは

幕
ばく

府
ふ

の裁
さい

判
ばん

によって決着し，地頭が一定額の年貢の納
のう

入
にゅう

をうけ負

1 2

4 3

1

武
ぶ

士
し

の暮
く

らし 

地頭の支配

うことで荘園の支配を任されたり，荘園の半分を地頭に与
あた

えたり

して，地頭の権
けん

利
り

が強くなっていきました。一方で農民は，領主

と地頭との二重の支配を受けて苦しみましたが，集団で地頭の勝

手な支配を領主に訴
うった

えるなどして，暮らしを守ろうとしました。

鎌倉時代には自然災害などによる飢
き

饉
きん

も起こり

ましたが，農地の開発が進み，農業技術も発達

しました。田畑に水を引き入れるかんがいの整備が進み，牛馬や

鉄製の農具を使った農耕が広まり，草木を焼いた灰
はい

などの肥料も

使われ始め，農業生産が高まりました。西日本を中心に，同じ田

畑で米を収
しゅう

穫
かく

した後に麦を栽
さい

培
ばい

する二
に

毛
もう

作
さく

も始まりました。

　農業の発達とともに，手工業や商業も盛
さか

んになりました。農村

にも，農具などの鉄製品を造る鍛
か

冶
じ

や，布や衣服を作る者が現れ

ました。寺社の門前や水陸の交通の要所には，年貢や商品の輸送

や取引を行う問
とい

丸
まる

が現れ，定
てい

期
き

市
いち

が開かれました。市での売買に

は宋
そう

銭
せん

が使われ，やがて年貢も銭
ぜに

で納
おさ

められるようになりました。

また，京都や鎌倉では，銭を貸す高
こう

利
り

貸
が

しも現れました。

5

民
み ん

衆
しゅう

と農業・商業

武士の館は，
貴
き

族
ぞく

の屋
や

敷
しき

と
どこが違

ちが

うだろう。

弓
きゅう

馬
ば

の道  ▶鎌
かま

倉
くら

時
じ

代
だい

の人々の暮
く

らし4
鎌倉時代の人々は，どのような暮らしをしていたのでしょうか。学習課題

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

Ｂ
Ｃ

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

桃山
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ことば

書
がき

）と絵が交
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互
ご

につな
げられ，物語が展

てん
開
かい

していくように作られ
た巻物です。建物の天

てん
井
じょう

や壁
かべ

をあえて描
えが

か
ないことで，室内の様子が見えるようにし
たり，一つの絵の中に同一人物を何度も描
くことで，できごとの進行を表したりする
表現が特

とく
徴
ちょう

的
てき

です。絵巻物からは，当時の
人々の様子を読み取ることができます。
資料 1 を読み解いてみましょう。

絵
え

巻
ま き

物
も の

を読み解こう

歴史の

2  絵巻物の形（資料 1 の場面）

貴族の寝
しん

殿
でん

造
づくり

（←ｐ.50）と比べて，武士
の館らしい特徴を三つあげよう。

館ではどのような動物が飼われている
だろう。また，それはなぜだろう。

Q1

Q2

武士は，馬上から的を射
い

る笠
かさ

懸
がけ

や流
や ぶ さ め

鏑馬などの訓練にはげみました。
3  武芸の訓練〈『男

お
衾
ぶすま

三
さぶ

郎
ろう

絵
え

詞
ことば

』東
とう

京
きょう

国立博物館蔵〉　
4  田植えの様子〈『大

だい
山
せん

寺
じ

縁
えん

起
ぎ

絵
え

巻
まき
［模

も
本
ほん

］』東京大学史
し

料
りょう

編
へん

纂
さん

所
じょ

蔵〉

鎌
かま

倉
くら

時
じ

代
だい

に，農業や商業はどのよ
うに変化したか確かめよう。

農民と地
じ

頭
とう

，荘
しょう

園
えん

領主の関係につ
いて，図に表して説明しよう。

表現

確認

1 やがて，あとつぎの者一人に相続させる単
独相続が行われるようになり，女性の財産の権

けん

利
り

も制限されるようになっていきました。

1   武
ぶ

士
し

の館
やかた

 
〈『一

いっ
遍
ぺん

上
しょう

人
にん

絵
え

伝
でん

』 
清
しょう

浄
じょう

光
こう

寺
じ

 
［遊

ゆ
行
ぎょう

寺
じ

］蔵
ぞう

〉

歴史の窓
　紀

き
伊
いの

国
くに
（和

わ
歌
か

山
やま

県）の阿
あ

弖
て

河
がわの

荘
しょう

は，京
きょう

都
と

の寂
じゃく

楽
らく

寺
じ

の
荘
しょう

園
えん

でしたが，地頭の湯
ゆ

浅
あさ

氏
し

が着任すると，農民は
地頭の支配も受けるようになりました。地頭は，武
力を用いて農民に労

ろう
役
えき

などの負
ふ

担
たん

を強制しようとし
ました。これに対して農民は，荘園領主の力で地頭
の乱

らん
暴
ぼう

をやめさせようと，13か条からなる訴
そ

状
じょう

を
まとめて領主に訴えました。1275年に出された訴
状は，農民自らが主に片

かた
仮
か

名
な

を使って書きました。

地
じ

頭
と う

を訴
うった

える農民
国宝

 

阿
弖
河
荘
上
村
の
百ひ
ゃ
く

姓し
ょ
う

ら
が
つ
つ
し
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。
…（
略
）

一
　（領
主
に
納お
さ

め
る
）材
木
の
こ
と
で
す
が
、
地
頭
が
都
に
行
く
と
か
、
近
所
で
の
労

役
だ
な
ど
と
言
っ
て
は
、
人に
ん

夫ぷ

と
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て
地
頭
の
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で
こ
き
使
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ま
す
の
で
、
そ
の
余よ
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う
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ま
せ
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。
わ
ず
か
に
残
っ
た
人
を
、
材
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運
び
出
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に
山
へ
行
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た
と
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ろ
、
地
頭
が
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げ
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百
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畑
に
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け
」
と
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て
追
い
戻も
ど

し
て
し
ま
い
ま

し
た
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お
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た
ち
が
麦
を
ま
か
な
い
と
、
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子
を
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め
て
、
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を
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、
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宝
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、
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縄
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し
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の
で
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に
遅お
く

れ
て
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た
の
で
す
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）
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げ

人
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そう
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を中心に血
けつ

縁
えん

によって団結し，

領地は惣領でない者にも分
ぶん

割
かつ

相続されました。武
ぶ

家
け

の女性は，土

地を相続することができたため，地
じ

頭
とう

になり，一族の中心として

領地を支配する女性も現れました。しかし，やがて新たな領地を

得られなくなると，一族の間で争いが起こることもありました。

公
こう

領
りょう

や荘
しょう

園
えん

の地頭となった武士は，土地の管理

や年
ねん

貢
ぐ

の取り立てを行いました。有力な武士の

中には，いくつもの荘園や公領の地頭となる者も現れました。地

頭がおかれた荘園では，地頭になった武士が，土地や農民を支配

しようとして，荘園領主とたびたび争いました。こうした争いは

幕
ばく

府
ふ

の裁
さい

判
ばん

によって決着し，地頭が一定額の年貢の納
のう

入
にゅう

をうけ負

1 2

4 3

1

武
ぶ

士
し

の暮
く

らし 

地頭の支配

うことで荘園の支配を任されたり，荘園の半分を地頭に与
あた

えたり

して，地頭の権
けん

利
り

が強くなっていきました。一方で農民は，領主

と地頭との二重の支配を受けて苦しみましたが，集団で地頭の勝

手な支配を領主に訴
うった

えるなどして，暮らしを守ろうとしました。

鎌倉時代には自然災害などによる飢
き

饉
きん

も起こり

ましたが，農地の開発が進み，農業技術も発達

しました。田畑に水を引き入れるかんがいの整備が進み，牛馬や

鉄製の農具を使った農耕が広まり，草木を焼いた灰
はい

などの肥料も

使われ始め，農業生産が高まりました。西日本を中心に，同じ田

畑で米を収
しゅう

穫
かく

した後に麦を栽
さい

培
ばい

する二
に

毛
もう

作
さく

も始まりました。

　農業の発達とともに，手工業や商業も盛
さか

んになりました。農村

にも，農具などの鉄製品を造る鍛
か

冶
じ

や，布や衣服を作る者が現れ

ました。寺社の門前や水陸の交通の要所には，年貢や商品の輸送

や取引を行う問
とい

丸
まる

が現れ，定
てい

期
き

市
いち

が開かれました。市での売買に

は宋
そう

銭
せん

が使われ，やがて年貢も銭
ぜに

で納
おさ

められるようになりました。

また，京都や鎌倉では，銭を貸す高
こう

利
り

貸
が

しも現れました。

5

民
み ん

衆
しゅう

と農業・商業

武士の館は，
貴
き

族
ぞく

の屋
や

敷
しき

と
どこが違

ちが

うだろう。

弓
きゅう

馬
ば

の道  ▶鎌
かま

倉
くら

時
じ

代
だい

の人々の暮
く

らし4
鎌倉時代の人々は，どのような暮らしをしていたのでしょうか。学習課題

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

Ｂ
Ｃ

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

桃山

6　教育出版　Socio express 2020 年春号

章の学習内容をイ
メージできるよう
な資料を中心に，
導入ページを新設
しました。生徒が
興味・関心や見通
しをもって，章の学
習に取り組めるよ
うに工夫しました。

p.60-61歴史

p.68-69歴史

●令和3年度版●

｢中学社会｣ 持続可能な社会を創造する市民の育成
　主体的・対話的で深い学びを通して，子どもたちが，社会とつ
ながる自己を見つめ，市民社会の形成に参画する主権者として
育っていくことを願い，新版「中学社会」を編集しました。
　ここでは，その主な特色を，紙面とともにご紹介します。の特色

編 集 の 基 本 方 針 １ポイント 内容のまとまりごとに見通し・振り返りの学習活動に
取り組みやすく，自ら学ぶ力を養える内容構成
　章の導入やまとめなどの見通し・振り返りの学習活動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。各時間の学習か
ら章のまとめへと段階的に話し合いや表現活動に取り組むことができ，生徒
の思考・判断・表現する力を育むとともに，より深い内容理解を促します。

学
習
の
流
れ
を
意
識
し
た
構
成 （
３
分
野
共
通
）

章の導入

本　時
ページ

特　設
ページ

章の
まとめ

次章の
導入へ
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5

10

15

5

10

15

　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

していくように作られ
た巻物です。建物の天

てん
井
じょう

や壁
かべ

をあえて描
えが

か
ないことで，室内の様子が見えるようにし
たり，一つの絵の中に同一人物を何度も描
くことで，できごとの進行を表したりする
表現が特

とく
徴
ちょう

的
てき

です。絵巻物からは，当時の
人々の様子を読み取ることができます。
資料 1 を読み解いてみましょう。

絵
え

巻
ま き

物
も の

を読み解こう

歴史の

2  絵巻物の形（資料 1 の場面）

貴族の寝
しん

殿
でん

造
づくり

（←ｐ.50）と比べて，武士
の館らしい特徴を三つあげよう。

館ではどのような動物が飼われている
だろう。また，それはなぜだろう。

Q1

Q2

武士は，馬上から的を射
い

る笠
かさ

懸
がけ

や流
や ぶ さ め

鏑馬などの訓練にはげみました。
3  武芸の訓練〈『男

お
衾
ぶすま

三
さぶ

郎
ろう

絵
え

詞
ことば

』東
とう

京
きょう

国立博物館蔵〉　
4  田植えの様子〈『大

だい
山
せん

寺
じ

縁
えん

起
ぎ

絵
え

巻
まき
［模

も
本
ほん

］』東京大学史
し

料
りょう

編
へん

纂
さん

所
じょ

蔵〉

鎌
かま

倉
くら

時
じ

代
だい

に，農業や商業はどのよ
うに変化したか確かめよう。

農民と地
じ

頭
とう

，荘
しょう

園
えん

領主の関係につ
いて，図に表して説明しよう。

表現

確認

1 やがて，あとつぎの者一人に相続させる単
独相続が行われるようになり，女性の財産の権

けん

利
り

も制限されるようになっていきました。

1   武
ぶ

士
し

の館
やかた

 
〈『一

いっ
遍
ぺん

上
しょう

人
にん

絵
え

伝
でん

』 
清
しょう

浄
じょう

光
こう

寺
じ

 
［遊

ゆ
行
ぎょう

寺
じ

］蔵
ぞう

〉

歴史の窓
　紀

き
伊
いの

国
くに
（和

わ
歌
か

山
やま

県）の阿
あ

弖
て

河
がわの

荘
しょう

は，京
きょう

都
と

の寂
じゃく

楽
らく

寺
じ

の
荘
しょう

園
えん

でしたが，地頭の湯
ゆ

浅
あさ

氏
し

が着任すると，農民は
地頭の支配も受けるようになりました。地頭は，武
力を用いて農民に労

ろう
役
えき

などの負
ふ

担
たん

を強制しようとし
ました。これに対して農民は，荘園領主の力で地頭
の乱

らん
暴
ぼう

をやめさせようと，13か条からなる訴
そ

状
じょう

を
まとめて領主に訴えました。1275年に出された訴
状は，農民自らが主に片

かた
仮
か

名
な

を使って書きました。

地
じ

頭
と う

を訴
うった

える農民
国宝

 

阿
弖
河
荘
上
村
の
百ひ

ゃ
く

姓し
ょ
う

ら
が
つ
つ
し
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。
…（
略
）

一
　（領
主
に
納お
さ
め
る
）材
木
の
こ
と
で
す
が
、
地
頭
が
都
に
行
く
と
か
、
近
所
で
の
労

役
だ
な
ど
と
言
っ
て
は
、
人に

ん
夫ぷ

と
し
て
地
頭
の
所
で
こ
き
使
わ
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
余よ

裕ゆ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
ず
か
に
残
っ
た
人
を
、
材
木
を
運
び
出
し
に
山
へ
行
か
せ
た
と

こ
ろ
、
地
頭
が
「
逃に

げ
た
百
姓
の
畑
に
麦
を
ま
け
」
と
い
っ
て
追
い
戻も

ど
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。「
お
前
た
ち
が
麦
を
ま
か
な
い
と
、
妻
子
を
閉と

じ
込こ

め
て
、
耳
を
切
り
、
鼻
を

5  農民の訴状〈高
こう

野
や

山
さん

霊
れい

宝
ほう

館
かん

蔵〉

そ
ぎ
、
髪か

み
を
切
っ
て
尼あ

ま
に
し
て
、
縄
で
し
ば
っ
て
痛い

た
め
つ

け
る
ぞ
」
と
厳き

び
し
く
責
め
立
て
ら
れ
ま
す
の
で
、
材
木
の

納の
う

入に
ゅ
う

が
さ
ら
に
遅お

く
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
…（
略
）

重文

国宝

鎌
かま

倉
くら

時
じ

代
だい

には，鎌倉や京
きょう

都
と

に屋
や

敷
しき

をもつ有力な

武士が増えましたが，地方の武士は，領地のな

かでも交通や水利のよい場所に，堀
ほり

や塀
へい

で囲んだ館
やかた

を設けて暮ら

しました。武士は領主として，下
げ

人
にん

や近くの農民を働かせて館の

周辺の田畑を耕作し，自らは乗馬や弓矢の武芸にはげんで戦いに

備えました。武士の一族は，惣
そう

領
りょう

を中心に血
けつ

縁
えん

によって団結し，

領地は惣領でない者にも分
ぶん

割
かつ

相続されました。武
ぶ

家
け

の女性は，土

地を相続することができたため，地
じ

頭
とう

になり，一族の中心として

領地を支配する女性も現れました。しかし，やがて新たな領地を

得られなくなると，一族の間で争いが起こることもありました。

公
こう

領
りょう

や荘
しょう

園
えん

の地頭となった武士は，土地の管理

や年
ねん

貢
ぐ

の取り立てを行いました。有力な武士の

中には，いくつもの荘園や公領の地頭となる者も現れました。地

頭がおかれた荘園では，地頭になった武士が，土地や農民を支配

しようとして，荘園領主とたびたび争いました。こうした争いは

幕
ばく

府
ふ

の裁
さい

判
ばん

によって決着し，地頭が一定額の年貢の納
のう

入
にゅう

をうけ負

1 2

4 3

1

武
ぶ

士
し

の暮
く

らし 

地頭の支配

うことで荘園の支配を任されたり，荘園の半分を地頭に与
あた

えたり

して，地頭の権
けん

利
り

が強くなっていきました。一方で農民は，領主

と地頭との二重の支配を受けて苦しみましたが，集団で地頭の勝

手な支配を領主に訴
うった

えるなどして，暮らしを守ろうとしました。

鎌倉時代には自然災害などによる飢
き

饉
きん

も起こり

ましたが，農地の開発が進み，農業技術も発達

しました。田畑に水を引き入れるかんがいの整備が進み，牛馬や

鉄製の農具を使った農耕が広まり，草木を焼いた灰
はい

などの肥料も

使われ始め，農業生産が高まりました。西日本を中心に，同じ田

畑で米を収
しゅう

穫
かく

した後に麦を栽
さい

培
ばい

する二
に

毛
もう

作
さく

も始まりました。

　農業の発達とともに，手工業や商業も盛
さか

んになりました。農村

にも，農具などの鉄製品を造る鍛
か

冶
じ

や，布や衣服を作る者が現れ

ました。寺社の門前や水陸の交通の要所には，年貢や商品の輸送

や取引を行う問
とい

丸
まる

が現れ，定
てい

期
き

市
いち

が開かれました。市での売買に

は宋
そう

銭
せん

が使われ，やがて年貢も銭
ぜに

で納
おさ

められるようになりました。

また，京都や鎌倉では，銭を貸す高
こう

利
り

貸
が

しも現れました。

5

民
み ん

衆
しゅう

と農業・商業

武士の館は，
貴
き

族
ぞく

の屋
や

敷
しき

と
どこが違

ちが

うだろう。

弓
きゅう

馬
ば

の道  ▶鎌
かま

倉
くら

時
じ

代
だい

の人々の暮
く

らし4
鎌倉時代の人々は，どのような暮らしをしていたのでしょうか。学習課題

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

Ｂ
Ｃ

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

桃山
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日
本
の
動
き

世
界
の
動
き

の台頭

平 安 時 代 鎌 倉 時 代 室 町 時 代 （戦国時代）（南北朝時代）

幕府政治
のゆらぎ

徳
政
令

1338年12世紀末 1467～77年

の風潮

幕府政治
のおとろえ

農業生産の発達（二毛作・牛馬耕）
商工業の発達（市・座）

日宋貿易（宋銭）
朱子学・禅宗 　　　貿易（明銭） 琉球王国の中継貿易倭寇

鎌倉文化（新しい　　　 ，東大寺南大門，平家物語） 室町文化（金閣・銀閣，能・狂言，書院造・水墨画）

戦国大名の領国支配
武家と公家の争い 大名の台頭

村の　　　 の発達（惣・寄合）
町の　　　 の発達（町衆），都市の繁栄 地方への

文化の広まり

中国

朝鮮

南宋 モンゴル帝国

【ヨーロッパ人の大航海（第４章→）】【ルネサンス（第４章→）】【オスマン帝国の成立（第４章→）】【十字軍の派遣（ヨーロッパ世界→イスラム世界）（第４章→）】

元 明

高麗 朝鮮

院
政

平
治
の
乱

保
元
の
乱

弘
安
の
役

文
永
の
役

鎌
倉
幕
府
が

ほ
ろ
ぶ

平
氏
の
政
治

鎌
倉
幕
府
の
成
立

室
町
幕
府
の
成
立

南
北
朝
の
内
乱

源
平
の
争
い

南
北
朝
の
統
一

土
一
揆

　
　
　の乱

国
一
揆

一
向
一
揆

Ⓙ

Ⓗ
Ⓗ

Ⓖ

Ⓐ

Ⓒ

Ⓓ

　
　
　
政
治

Ⓑ 　
　
　
の
新
政

承
久
の
乱

御
成
敗
式
目

Ⓔ Ⓘ

Ⓕ

０ 500km

a

b

c
e

d

g

f

h

i

年貢
ねんぐ

貴族
きぞく

御家人
ご  け にん

奉
公
ほ
う
こ
う

主
従
関
係

し
ゅ
じ
ゅ
う

御
恩
ご 

お
ん

寺社

公領・荘園
民　衆
みん しゅう

将軍
しょうぐん

幕府
ばくふ

朝廷
ちょうてい

（荘園領主）
しょうえん

天皇
てんのう

日
本
の
動
き

世
界
の
動
き

の台頭

平 安 時 代 鎌 倉 時 代 室 町 時 代 （戦国時代）（南北朝時代）

幕府政治
のゆらぎ

徳
政
令

1338年12世紀末 1467～77年

の風潮

幕府政治
のおとろえ

農業生産の発達（二毛作・牛馬耕）
商工業の発達（市・座）

日宋貿易（宋銭）
朱子学・禅宗 　　　貿易（明銭） 琉球王国の中継貿易倭寇

鎌倉文化（新しい　　　 ，東大寺南大門，平家物語） 室町文化（金閣・銀閣，能・狂言，書院造・水墨画）

戦国大名の領国支配
武家と公家の争い 大名の台頭

村の　　　 の発達（惣・寄合）
町の　　　 の発達（町衆），都市の繁栄 地方への

文化の広まり

中国

朝鮮

南宋 モンゴル帝国

【ヨーロッパ人の大航海（第４章→）】【ルネサンス（第４章→）】【オスマン帝国の成立（第４章→）】【十字軍の派遣（ヨーロッパ世界→イスラム世界）（第４章→）】

元 明

高麗 朝鮮

院
政

平
治
の
乱

保
元
の
乱

弘
安
の
役

文
永
の
役

鎌
倉
幕
府
が

ほ
ろ
ぶ

平
氏
の
政
治

鎌
倉
幕
府
の
成
立

室
町
幕
府
の
成
立

南
北
朝
の
内
乱

源
平
の
争
い

南
北
朝
の
統
一

土
一
揆

　
　
　の乱

国
一
揆

一
向
一
揆

Ⓙ

Ⓗ
Ⓗ

Ⓖ

Ⓐ

Ⓒ

Ⓓ

　
　
　
政
治

Ⓑ 　
　
　
の
新
政

承
久
の
乱

御
成
敗
式
目

Ⓔ Ⓘ

Ⓕ

平
たいらの

清
きよ

盛
もり

　 源
みなもとの

頼
より

朝
とも

　 北
ほう

条
じょう

政
まさ

子
こ

　 栄
よう

西
さい

　 親
しん

鸞
らん

　 フビライ=ハン　 後
ご

醍
だい

醐
ご

天
てん

皇
のう

　 足
あし

利
かが

義
よし

満
みつ

　 武
たけ

田
だ

信
しん

玄
げん

　 雪
せっ

舟
しゅう

下の図を使って，鎌倉幕府の政治のし
くみについて説明してみよう。

4

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

下の写真やイラストを使って，室町時代に大成された能
の う

（能
の う

楽
が く

）
の特

と く

徴
ちょう

やその背
は い

景
け い

を説明してみよう。
5

中世の時代の移り変わりを確かめよう。

中世の舞
ぶ

台
た い

を地図で確かめよう。 中世の政治や文化について説明しよう。

1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。

左の地図中に，次の場所を番号で記入しよう。3

②平
ひ ら

泉
いずみ

…奥
お う

州
しゅう

藤
ふ じ

原
わ ら

氏
し

が栄えた。（←p.63）
③鎌

か ま

倉
く ら

…源頼朝が幕
ば く

府
ふ

を開いた。（←p.66）
④京

きょう

都
と

…足利氏が室
む ろ

町
ま ち

幕府を開き，政治を行った。（←p.76）
⑤首

し ゅ

里
り

城
じょう

…尚
しょう

巴
は

志
し

が統一した琉
りゅう

球
きゅう

王国の王
お う

宮
きゅう

。（←p.80）
⑥蝦

え

夷
ぞ

地
ち

…アイヌ民族が暮らしていた。（←p.81）
⑦十

と

三
さ

湊
みなと

…北方の海上交通の中心地。（←p.81）
⑧博

は か

多
た

…明
み ん

との貿易で栄えた港町。（←p.82）
⑨ 加

か

賀
が

…浄
じょう

土
ど

真
し ん

宗
しゅう

の信者たちが，一
い っ

向
こ う

一
い っ

揆
き

ののち100年近く自
じ

治
ち

を続けた。（←p.85）

①高
こ う

麗
ら い

…新
し ら

羅
ぎ

をほろぼして朝
ちょう

鮮
せ ん

を統一した。（←p.65）
コ リョ シルラ

えいさい
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日本

朝鮮

年代

これから学習する時代

中国

1500
1600

1700
1800 1850

室町時代
安土・
桃山時代

明

清

江戸時代

戦国時代

朝鮮

年

　表

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。当社ウェブサイトURL入る

当社
QRコード
入る

上の絵は，17世紀前半の江戸城とその周辺の
様子です。左の貨幣は，17世紀の初めに
つくられ，全国で使われるようになりました。
このような変化がなぜ起こったのか，
学習していきましょう。

江戸城の周りは堀
ほり

で囲まれているね。どうしてかな。

江
え

戸
ど

城
じょう

〈『江戸図屏
びょう

風
ぶ

』国立歴史民
みん

俗
ぞく

博物館蔵〉

寛
かん

永
えい

通
つう

宝
ほう

(左）と慶
けい

長
ちょう

小
こ

判
ばん

（右）
　〈日本銀行金

きん

融
ゆう

研究所貨
か

幣
へい

博物館蔵〉

近世の日本と世界

第4章
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� 3 �機
はた

を織る女性と， 4 �米や豆を売る女性
　 〈『七

しち
十
じゅう

一
いち

番
ばん

職
しょく

人
にん

歌
うた

合
あわせ

[模
も

本
ほん

]』東京国立博物館蔵〉

1 �室
むろ

町
まち

時代のころの田植えの様子〈『月
つき

次
なみ

風
ふう

俗
ぞく

図
ず

屏
びょう

風
ぶ

』東京国立博物館蔵
ぞう

〉

2 �建築現場で働く人たち〈『春
かす

日
が

権
ごん

現
げん

験
げん

記
き

絵
え

』宮
く

内
ない

庁
ちょう

三の丸尚
しょう

蔵
ぞう

館
かん

蔵〉

　歴史では，主に紙に文字で情報を記録した文
ぶん

献
けん

や，出土し
た遺

い

物
ぶつ

などをもとに，過去のできごとを明らかにします。一
方で，時代によっては文献資料があまり残されていないこと
もあります。また，文書を作成したり保管したりする仕事は，
成人男性が担

にな

うことが多かったため，女性や子どもについて
の歴史的な文献はあまり多くは残されていません。
　資料が限られているなかで，過去の時代の女性や子どもの
様子を知るための手がかりとなるのが，物語や絵画です。こ
こでは，絵画をもとに，中世の女性や子どもの様子を読み解
いていきましょう。
　 1 の絵は，室

むろ

町
まち

時代の田植えを描
えが

いたものです。
　絵の左側には，華

はな

やかな服を着た女性たちが田植えをして

います。その右側では，田
でん

楽
がく

を舞
ま

ったり，苗
なえ

を運んだりして
いる男性が描かれています。田植えは，田の神を祭る行事で
もあったため，性別によって役割が分けられていたことがわ
かります。
　この絵画の中に，子どもを見つけることはできたでしょう
か。苗や食事・飲み物を運ぶ人たちの中には，手伝いをする
子どもも描かれています。また，絵の右上には，小屋に３人
の子どもが描かれています。子どもたちは，鳥が農作物を荒
らさないように，鳴

なる

子
こ

とよばれる音を鳴らすしかけを使って，
田から鳥を追い払

はら

っています。この「鳥
とり

追
お

い」は，現在では，
子どもたちが鳥追い歌を歌いながら地

ち

域
いき

を回るなど，形を変
えて，地域の年中行事として伝わっています。

女性や子どもと農業

　 2 の絵には，烏
え

帽
ぼ

子
し

をかぶった大人の男性が，大
だい

工
く

の仕事
をしている様子や，子どもたちが，水もりや墨

すみ

つけなどの手
伝いをしている姿

すがた

が描かれています。子どもたちは，まだ大
人ではないため，烏帽子をかぶっていません。
　子どもたちは，７歳

さい

くらいから仕事を手伝うようになり，
仕事を覚えながら育っていきました。一方，７歳未満の幼

よう

児
じ

は，責任能力がなく，身分の尊
そん

卑
ぴ

もない存
そん

在
ざい

とされていたこ
とから，昔の絵画では，幼児を裸

はだか

で表現していました。
　子どもたちが，大人の仲間入り（現在でいう成人）するのは，
15歳くらいだったとされています。これくらいの年

ねん

齢
れい

にな
ると，村の寄

より

合
あい

への参加や，書類への署
しょ

名
めい

もできるようにな
りました。1485年に起きた山

やま

城
しろの

国
くに

一
いっ

揆
き

の記録にも，「今日，
山城の国

こく

人
じん

が集会した。その年齢は，上が60歳，下が15・

女性や子どもと商工業
16歳という。」とあり，一揆に参加できるようになるのも，
15歳くらいからだったことがわかります。
　 3 ・ 4 の絵は，商工業で活躍する人々などを描いた『七

しち

十
じゅう

一
いち

番
ばん

 職
しょく

人
にん

歌
うた

合
あわせ

』の一部です。
　中世には，各地に市

いち

が開かれるようになり，商工業がいっ
そう発展しました。こうした動きを背景に，職人や商人とし
て活躍の場を広げる女性も増えていきました。『七十一番職
人歌合』には，142の職業が描かれており，そのうち34の
職業では女性が描かれています。こうした絵画資料を読み解
いていくと，当時は，性別の違

ちが

いなどで職種が限定される面
もあった一方で，女性は，家事や農業だけでなく，商工業な
どさまざまな職業で，幅広く社会で活躍していたことがわか
ります。

働く女性や子どもたち
中
ちゅう

世
せい

の社会では，人々は年
ねん

齢
れい

によって「童
わらべ
（子ども），大

お と な
人，翁

おきな
・媼

おうな
（男性・女性のお年寄り）」というように分けられていました。大人の男

性とともに，女性や子どもも社会の中で働く，欠かせない存在でした。どのような仕事で活
かつ

躍
やく

していたのか探
さぐ

ってみましょう。

歴史を探
さぐ

ろう
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10

15

5

10

15

　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

していくように作られ
た巻物です。建物の天

てん
井
じょう

や壁
かべ

をあえて描
えが

か
ないことで，室内の様子が見えるようにし
たり，一つの絵の中に同一人物を何度も描
くことで，できごとの進行を表したりする
表現が特

とく
徴
ちょう

的
てき

です。絵巻物からは，当時の
人々の様子を読み取ることができます。
資料 1 を読み解いてみましょう。

絵
え

巻
ま き

物
も の

を読み解こう

歴史の

2  絵巻物の形（資料 1 の場面）

貴族の寝
しん

殿
でん

造
づくり

（←ｐ.50）と比べて，武士
の館らしい特徴を三つあげよう。

館ではどのような動物が飼われている
だろう。また，それはなぜだろう。

Q1

Q2

武士は，馬上から的を射
い

る笠
かさ

懸
がけ

や流
や ぶ さ め

鏑馬などの訓練にはげみました。
3  武芸の訓練〈『男

お
衾
ぶすま

三
さぶ

郎
ろう

絵
え

詞
ことば

』東
とう

京
きょう

国立博物館蔵〉　
4  田植えの様子〈『大

だい
山
せん

寺
じ

縁
えん

起
ぎ

絵
え

巻
まき
［模

も
本
ほん

］』東京大学史
し

料
りょう

編
へん

纂
さん

所
じょ

蔵〉

鎌
かま

倉
くら

時
じ

代
だい

に，農業や商業はどのよ
うに変化したか確かめよう。

農民と地
じ

頭
とう

，荘
しょう

園
えん

領主の関係につ
いて，図に表して説明しよう。

表現

確認

1 やがて，あとつぎの者一人に相続させる単
独相続が行われるようになり，女性の財産の権

けん

利
り

も制限されるようになっていきました。

1   武
ぶ

士
し

の館
やかた

 
〈『一

いっ
遍
ぺん

上
しょう

人
にん

絵
え

伝
でん

』 
清
しょう

浄
じょう

光
こう

寺
じ

 
［遊

ゆ
行
ぎょう

寺
じ

］蔵
ぞう

〉

歴史の窓
　紀

き
伊
いの

国
くに
（和

わ
歌
か

山
やま

県）の阿
あ

弖
て

河
がわの

荘
しょう

は，京
きょう

都
と

の寂
じゃく

楽
らく

寺
じ

の
荘
しょう

園
えん

でしたが，地頭の湯
ゆ

浅
あさ

氏
し

が着任すると，農民は
地頭の支配も受けるようになりました。地頭は，武
力を用いて農民に労

ろう
役
えき

などの負
ふ

担
たん

を強制しようとし
ました。これに対して農民は，荘園領主の力で地頭
の乱

らん
暴
ぼう

をやめさせようと，13か条からなる訴
そ

状
じょう

を
まとめて領主に訴えました。1275年に出された訴
状は，農民自らが主に片

かた
仮
か

名
な

を使って書きました。

地
じ

頭
と う

を訴
うった

える農民
国宝

 

阿
弖
河
荘
上
村
の
百ひ
ゃ
く

姓し
ょ
う

ら
が
つ
つ
し
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。
…（
略
）

一
　（領
主
に
納お
さ

め
る
）材
木
の
こ
と
で
す
が
、
地
頭
が
都
に
行
く
と
か
、
近
所
で
の
労

役
だ
な
ど
と
言
っ
て
は
、
人に
ん
夫ぷ

と
し
て
地
頭
の
所
で
こ
き
使
わ
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
余よ

裕ゆ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
ず
か
に
残
っ
た
人
を
、
材
木
を
運
び
出
し
に
山
へ
行
か
せ
た
と

こ
ろ
、
地
頭
が
「
逃に

げ
た
百
姓
の
畑
に
麦
を
ま
け
」
と
い
っ
て
追
い
戻も
ど

し
て
し
ま
い
ま

し
た
。「
お
前
た
ち
が
麦
を
ま
か
な
い
と
、
妻
子
を
閉と

じ
込こ

め
て
、
耳
を
切
り
、
鼻
を

5  農民の訴状〈高
こう

野
や

山
さん

霊
れい

宝
ほう

館
かん

蔵〉

そ
ぎ
、
髪か
み
を
切
っ
て
尼あ
ま
に
し
て
、
縄
で
し
ば
っ
て
痛い
た
め
つ

け
る
ぞ
」
と
厳き
び
し
く
責
め
立
て
ら
れ
ま
す
の
で
、
材
木
の

納の
う
入に
ゅ
う

が
さ
ら
に
遅お
く
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
…（
略
）

重文

国宝

鎌
かま

倉
くら

時
じ

代
だい

には，鎌倉や京
きょう

都
と

に屋
や

敷
しき

をもつ有力な

武士が増えましたが，地方の武士は，領地のな

かでも交通や水利のよい場所に，堀
ほり

や塀
へい

で囲んだ館
やかた

を設けて暮ら

しました。武士は領主として，下
げ

人
にん

や近くの農民を働かせて館の

周辺の田畑を耕作し，自らは乗馬や弓矢の武芸にはげんで戦いに

備えました。武士の一族は，惣
そう

領
りょう

を中心に血
けつ

縁
えん

によって団結し，

領地は惣領でない者にも分
ぶん

割
かつ

相続されました。武
ぶ

家
け

の女性は，土

地を相続することができたため，地
じ

頭
とう

になり，一族の中心として

領地を支配する女性も現れました。しかし，やがて新たな領地を

得られなくなると，一族の間で争いが起こることもありました。

公
こう

領
りょう

や荘
しょう

園
えん

の地頭となった武士は，土地の管理

や年
ねん

貢
ぐ

の取り立てを行いました。有力な武士の

中には，いくつもの荘園や公領の地頭となる者も現れました。地

頭がおかれた荘園では，地頭になった武士が，土地や農民を支配

しようとして，荘園領主とたびたび争いました。こうした争いは

幕
ばく

府
ふ

の裁
さい

判
ばん

によって決着し，地頭が一定額の年貢の納
のう

入
にゅう

をうけ負

1 2

4 3

1

武
ぶ

士
し

の暮
く

らし 

地頭の支配

うことで荘園の支配を任されたり，荘園の半分を地頭に与
あた

えたり

して，地頭の権
けん

利
り

が強くなっていきました。一方で農民は，領主

と地頭との二重の支配を受けて苦しみましたが，集団で地頭の勝

手な支配を領主に訴
うった

えるなどして，暮らしを守ろうとしました。

鎌倉時代には自然災害などによる飢
き

饉
きん

も起こり

ましたが，農地の開発が進み，農業技術も発達

しました。田畑に水を引き入れるかんがいの整備が進み，牛馬や

鉄製の農具を使った農耕が広まり，草木を焼いた灰
はい

などの肥料も

使われ始め，農業生産が高まりました。西日本を中心に，同じ田

畑で米を収
しゅう

穫
かく

した後に麦を栽
さい

培
ばい

する二
に

毛
もう

作
さく

も始まりました。

　農業の発達とともに，手工業や商業も盛
さか

んになりました。農村

にも，農具などの鉄製品を造る鍛
か

冶
じ

や，布や衣服を作る者が現れ

ました。寺社の門前や水陸の交通の要所には，年貢や商品の輸送

や取引を行う問
とい

丸
まる

が現れ，定
てい

期
き

市
いち

が開かれました。市での売買に

は宋
そう

銭
せん

が使われ，やがて年貢も銭
ぜに

で納
おさ

められるようになりました。

また，京都や鎌倉では，銭を貸す高
こう

利
り

貸
が

しも現れました。

5

民
み ん

衆
しゅう

と農業・商業

武士の館は，
貴
き

族
ぞく

の屋
や

敷
しき

と
どこが違

ちが

うだろう。

弓
きゅう

馬
ば

の道  ▶鎌
かま

倉
くら

時
じ

代
だい

の人々の暮
く

らし4
鎌倉時代の人々は，どのような暮らしをしていたのでしょうか。学習課題

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

Ｂ
Ｃ

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

桃山
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「学習のまとめと表現」では，章全体の学習を振り返り，
基礎・基本を確実に定着させることができます。また，
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。

本時ページには，資料活用や，思
考・判断・表現する場面をバラン
スよく位置づけました。特設ペー
ジでは，学習内容について視点を
変えて捉えなおし，多面的・多角
的な深い理解を促します。

次章の 
導入へ

p.92-95歴史

p.88-89歴史

●令和3年度版●

｢中学社会｣ 持続可能な社会を創造する市民の育成
　主体的・対話的で深い学びを通して，子どもたちが，社会とつ
ながる自己を見つめ，市民社会の形成に参画する主権者として
育っていくことを願い，新版「中学社会」を編集しました。
　ここでは，その主な特色を，紙面とともにご紹介します。の特色

編 集 の 基 本 方 針 １ポイント 内容のまとまりごとに見通し・振り返りの学習活動に
取り組みやすく，自ら学ぶ力を養える内容構成
　章の導入やまとめなどの見通し・振り返りの学習活動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。各時間の学習か
ら章のまとめへと段階的に話し合いや表現活動に取り組むことができ，生徒
の思考・判断・表現する力を育むとともに，より深い内容理解を促します。

学
習
の
流
れ
を
意
識
し
た
構
成 （
３
分
野
共
通
）

章の導入

本　時
ページ

特　設
ページ

章の
まとめ

次章の
導入へ
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2928

暮
く
らし

暮らし

言語

宗教

言語
複数の言語で表示された看

かん
板
ばん

（奈
な

良
ら

県奈良市）9

1

3

4

7

2

5

8

6

9

人々の生活と環境
アルベロベッロの街並み

（2015年 イタリア）

伝統的な衣
い
装
しょう
でらくだに乗る人々

（2015年 ニジェール）

南極観光でゾウアザラシの子どもと触
ふ
れ合う

（2011年 南極）

寒さで凍
こお
りつくタオル

（2013年 ロシア・オイミャコン）

バリ島の棚
たな
田
だ

（2011年 インドネシア）

1

3

4

2

5

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。

当社ウェブサイトURL入る

当社
QRコード
入る◆世界各地の人々の生活・文

化と自然との関わりについて
見ていこう。

第１章　世界の人々の生
活と環境　➡ ｐ.30～46

第1章

世界の人々の生活と環
か ん

境
き ょ う

世界のさまざまな地
ち

域
い き

第2編

宗教 各国のイスラム教徒
インドネシア
アフガニスタン
エジプト

7

8

6

【中心資料】
生徒が自ら「知りたい・考えた
い」と思えるような導入となる
よう，マンガや写真などの資料
を読み取りやすく掲載しました。
主体的・対話的で深い学びを展
開するきっかけとして，授業で
活用できる導入です。

147146 学習を始めよう◦第５章　日本の近代化と国際社会

上の絵の中で江戸時代と違
ちが

っているところはどこでしょうか。また，なぜそのように変化したのでし
ょうか。

右側の二つの絵は，それぞれ何をしているところでしょうか。
これまで学習してきた時代と比べて，近代にはどのような変化が起きたのか予想してみましょう。

　上の絵は，1879年の新橋（東
とう

京
きょう

）の様子を描
えが

いたものです。明
めい

治
じ

時代には，新しく取り入れられた物や文
化を題材にした浮

うき

世
よ

絵
え

がたくさん描かれました。これらの絵を見ると，江
え

戸
ど

時代と比べて人々や町の様子が
変化していることが分かります。なぜこのような変化が起きたのでしょうか。また，暮らしや社会はどのよ
うに変化したのでしょうか。これから学んでいく近代の人々の様子を見てみましょう。

明
めい

治
じ

時代の新
しん

橋
ばし

の様子（『新橋汐
しお
留
どめ
蒸
じょう
気
き
車
しゃ
鉄道局停車館之真図』） 1871年に開業した工場〈国立国会図書館蔵〉

�式典の様子�
〈衆議院憲

けん
政
せい
記念館蔵〉

Q1

Q2

Q3

右上の「式典の様子」の絵は，
何の式典を描いたものだろう。
受け取っているのは何かな。

工場では，
何を作っているのだろう。

上の絵では，
人々の服装や建物の様子が，
江戸時代と違うよ。
なぜこのように
変化したのかな。

学習を始めよう ～近代の暮らしと社会～

3938 ◦第２章　個人を尊重する日本国憲法

こ じん そんちょう

②①

③

⑤

④

⑥

よく覚えて
いましたね。

確かに，その三つは，
憲法の基本的な考え方を示す，
とても重要なものです。

でも，日本国憲法の土台には，
その三つの基本原理に通じる，
大切な考え方（価値観）が
　あるんです。

あたりまえにあるものほど，
その大切さに気がつきにくい
ものです。

基本原理に通じる
大切なことって，
なんだろう。

日本国憲法は，
小学６年生の時
にも習ったよね。

「国民主権」，「基本的人権の尊重」，「平和主義」。
この三つが，日本国憲法でとても重要な
基本原理だと習いました。

世の中にある
ルール（法）の中で，
最も大切なんだよね。

「個人を尊重する」… つまり，
「一人一人を大切にする」
ということですか？
わざわざ憲法で定めなくても，
それが大事なことくらい，
 みんなわかる気が
　 するけれど。

「個人の尊重」の大切さを
理解するには，逆に
「個人が尊重されない社会」を
想像してみるのも，
よいかもしれませんね。

第２章では，
日本国憲法について
学習します。

答えは，日本国憲法 13 条に
定められている「個人の尊重」
という考え方です。
どんな意味だと思いますが？

こ じん そんちょう

chyukoup038_190306.ai

　歴史の授業で学習したように，「憲法」の起源は17
～18世紀の欧米で起こった「市民革命」にみられま
す。これは，市民が王の専制政治に反対し，市民中心
の政治を行うために立ち上がり，王の政治権力を奪

うば

っ
たできごとです。その際，王の行動を制限し，市民の
権利を守るためのいくつかのきまりが定められました。
これらのきまりは，「国民一人一人を，かけがえのな

い存在としてみる（個人の尊重）」という価値観の下
もと

に
つくられました。この価値観は日本国憲法にも受け継
がれ，今日に至ります。このような歴史をふまえなが
ら，日本国憲法を学び，考えることで「個人の尊重」
の大切さや「法の支配」のあるべき姿といった現代の
社会を読み解く視点（＝現代社会の見方・考え方）を身
につけることができるのです。

　第2章は三つの節で構成されています。「1節： 
日本国憲法の成り立ちと国民主権」では，『日本国
憲法はどのようにして生まれ，私たちの生活にどの
ような役割を果たしているのだろうか』をテーマに
学習を進めます。「2節：憲法が保障する基本的人
権」では，『私たちは，どのように基本的人権を守って
生きていけばよいのだろうか』をテーマに学習を進
めます。「3節：私たちと平和主義」では，『私たち
は，日本の平和主義の意義をどのようにとらえれば
よいのだろうか』をテーマに学習を進めます。

　以上の三つの節の学習を通して，第2章全体では，
『なぜ，“個人を尊重する”ことが大切にされるよう
になったのだろうか』について考えを深めていきま
す。その際，特に「個人の尊重」と「法の支配」を，
学習を深めていく大事な視点として意識していきま
しょう。それでは，憲法の学習の始まりです。

日本国憲法と個人の尊重

「第2章　個人を尊重する日本国憲法」学習の見通し

第2章の学習の「見方・考え方」見 考

対立と合意  効率と公正
個人の尊重  法の支配  民主主義

左のページの漫
ま ん

画
が

を読んで，以下の問いについて考えよう。

先生が言っている「個人が尊重されない社会
（一人一人が大切にされない社会，一人一人
の利益よりも全体の利益の方が重視される
社会）」では，どのような問題が起こるか，そ
れはなぜ起こるのか，具体例をあげながら考
えよう。

1

❶であげた内容について，グループで意見を
交
こう
換
かん
し合い，グループの代表意見（起こると

考えられる問題と，その理由）を決めよう。

2

❷の内容をクラスで発表し合い，各グループ
の代表意見の中で最も心に残った意見を一
つ選び，その意見についての感想を書いてみ
よう。また，その問題を防ぐためには，どのよ
うなルールやしくみが必要か，考えてみよう。

3

問題の例：

代表する意見：

その理由：

その理由：

第２章の日本国憲法の学習に入る前に，先生と話をしました。

日本国憲法の最も大切な考え方とはなんだろう第2章の学習のはじめに

p.28-29地理

2ポイント
　各章の「扉」に続く「導入」ページでは，これから学習する内容をイメージできる資料と，学習テーマにつなが
る問いを中心に紙面を構成し，生徒が主体的に学びを進めていくことができるよう工夫しました。資料を大きく
掲載するなど，学習の導入としての取り組みやすさにも配慮しました。

生徒が学習内容への興味・関心や見通しをもつことができ，
学びに向かう力を活性化する「導入」
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暮
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暮らし

言語
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言語
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ら

県奈良市）9
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9

人々の生活と環境
アルベロベッロの街並み

（2015年 イタリア）

伝統的な衣
い
装
しょう
でらくだに乗る人々

（2015年 ニジェール）

南極観光でゾウアザラシの子どもと触
ふ
れ合う

（2011年 南極）

寒さで凍
こお
りつくタオル

（2013年 ロシア・オイミャコン）

バリ島の棚
たな
田
だ

（2011年 インドネシア）

1

3

4

2

5

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。

当社ウェブサイトURL入る

当社
QRコード
入る◆世界各地の人々の生活・文

化と自然との関わりについて
見ていこう。

第１章　世界の人々の生
活と環境　➡ ｐ.30～46

第1章

世界の人々の生活と環
か ん

境
き ょ う

世界のさまざまな地
ち

域
い き

第2編

宗教 各国のイスラム教徒
インドネシア
アフガニスタン
エジプト

7

8

6

生徒が主体的に学習を進めてい
くきっかけとなるよう，問いや
活動の提示を工夫しました。す
べての生徒が，章の中心テーマ
や視点を見通して，学習に取り
組んでいくことができます。

147146 学習を始めよう◦第５章　日本の近代化と国際社会

上の絵の中で江戸時代と違
ちが

っているところはどこでしょうか。また，なぜそのように変化したのでし
ょうか。

右側の二つの絵は，それぞれ何をしているところでしょうか。
これまで学習してきた時代と比べて，近代にはどのような変化が起きたのか予想してみましょう。

　上の絵は，1879年の新橋（東
とう

京
きょう

）の様子を描
えが

いたものです。明
めい

治
じ

時代には，新しく取り入れられた物や文
化を題材にした浮

うき

世
よ

絵
え

がたくさん描かれました。これらの絵を見ると，江
え

戸
ど

時代と比べて人々や町の様子が
変化していることが分かります。なぜこのような変化が起きたのでしょうか。また，暮らしや社会はどのよ
うに変化したのでしょうか。これから学んでいく近代の人々の様子を見てみましょう。

明
めい

治
じ

時代の新
しん

橋
ばし

の様子（『新橋汐
しお
留
どめ
蒸
じょう
気
き
車
しゃ
鉄道局停車館之真図』） 1871年に開業した工場〈国立国会図書館蔵〉

�式典の様子�
〈衆議院憲

けん
政
せい
記念館蔵〉

Q1

Q2

Q3

右上の「式典の様子」の絵は，
何の式典を描いたものだろう。
受け取っているのは何かな。

工場では，
何を作っているのだろう。

上の絵では，
人々の服装や建物の様子が，
江戸時代と違うよ。
なぜこのように
変化したのかな。

学習を始めよう ～近代の暮らしと社会～

3938 ◦第２章　個人を尊重する日本国憲法

こ じん そんちょう

②①

③

⑤

④

⑥

よく覚えて
いましたね。

確かに，その三つは，
憲法の基本的な考え方を示す，
とても重要なものです。

でも，日本国憲法の土台には，
その三つの基本原理に通じる，
大切な考え方（価値観）が
　あるんです。

あたりまえにあるものほど，
その大切さに気がつきにくい
ものです。

基本原理に通じる
大切なことって，
なんだろう。

日本国憲法は，
小学６年生の時
にも習ったよね。

「国民主権」，「基本的人権の尊重」，「平和主義」。
この三つが，日本国憲法でとても重要な
基本原理だと習いました。

世の中にある
ルール（法）の中で，
最も大切なんだよね。

「個人を尊重する」… つまり，
「一人一人を大切にする」
ということですか？
わざわざ憲法で定めなくても，
それが大事なことくらい，
 みんなわかる気が
　 するけれど。

「個人の尊重」の大切さを
理解するには，逆に
「個人が尊重されない社会」を
想像してみるのも，
よいかもしれませんね。

第２章では，
日本国憲法について
学習します。

答えは，日本国憲法 13 条に
定められている「個人の尊重」
という考え方です。
どんな意味だと思いますが？

こ じん そんちょう

chyukoup038_190306.ai

　歴史の授業で学習したように，「憲法」の起源は17
～18世紀の欧米で起こった「市民革命」にみられま
す。これは，市民が王の専制政治に反対し，市民中心
の政治を行うために立ち上がり，王の政治権力を奪

うば

っ
たできごとです。その際，王の行動を制限し，市民の
権利を守るためのいくつかのきまりが定められました。
これらのきまりは，「国民一人一人を，かけがえのな

い存在としてみる（個人の尊重）」という価値観の下
もと

に
つくられました。この価値観は日本国憲法にも受け継
がれ，今日に至ります。このような歴史をふまえなが
ら，日本国憲法を学び，考えることで「個人の尊重」
の大切さや「法の支配」のあるべき姿といった現代の
社会を読み解く視点（＝現代社会の見方・考え方）を身
につけることができるのです。

　第2章は三つの節で構成されています。「1節： 
日本国憲法の成り立ちと国民主権」では，『日本国
憲法はどのようにして生まれ，私たちの生活にどの
ような役割を果たしているのだろうか』をテーマに
学習を進めます。「2節：憲法が保障する基本的人
権」では，『私たちは，どのように基本的人権を守って
生きていけばよいのだろうか』をテーマに学習を進
めます。「3節：私たちと平和主義」では，『私たち
は，日本の平和主義の意義をどのようにとらえれば
よいのだろうか』をテーマに学習を進めます。

　以上の三つの節の学習を通して，第2章全体では，
『なぜ，“個人を尊重する”ことが大切にされるよう
になったのだろうか』について考えを深めていきま
す。その際，特に「個人の尊重」と「法の支配」を，
学習を深めていく大事な視点として意識していきま
しょう。それでは，憲法の学習の始まりです。

日本国憲法と個人の尊重

「第2章　個人を尊重する日本国憲法」学習の見通し

第2章の学習の「見方・考え方」見 考

対立と合意  効率と公正
個人の尊重  法の支配  民主主義

左のページの漫
ま ん

画
が

を読んで，以下の問いについて考えよう。

先生が言っている「個人が尊重されない社会
（一人一人が大切にされない社会，一人一人
の利益よりも全体の利益の方が重視される
社会）」では，どのような問題が起こるか，そ
れはなぜ起こるのか，具体例をあげながら考
えよう。

1

❶であげた内容について，グループで意見を
交
こう
換
かん
し合い，グループの代表意見（起こると

考えられる問題と，その理由）を決めよう。

2

❷の内容をクラスで発表し合い，各グループ
の代表意見の中で最も心に残った意見を一
つ選び，その意見についての感想を書いてみ
よう。また，その問題を防ぐためには，どのよ
うなルールやしくみが必要か，考えてみよう。

3

問題の例：

代表する意見：

その理由：

その理由：

第２章の日本国憲法の学習に入る前に，先生と話をしました。

日本国憲法の最も大切な考え方とはなんだろう第2章の学習のはじめに

p.146-147歴史

p.38-39公民

【問いや活動など】

2ポイント
　各章の「扉」に続く「導入」ページでは，これから学習する内容をイメージできる資料と，学習テーマにつなが
る問いを中心に紙面を構成し，生徒が主体的に学びを進めていくことができるよう工夫しました。資料を大きく
掲載するなど，学習の導入としての取り組みやすさにも配慮しました。

生徒が学習内容への興味・関心や見通しをもつことができ，
学びに向かう力を活性化する「導入」
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この時間の学習で何につ
いて追究していくのか，
学びの見通しをもてる課
題を例示しました。

できごとの関係性を捉え
やすく，生徒が学習内容
を理解しやすい「読んで
わかる」文章です。

本文と関連する地図・写
真・図などの資料を豊富
に掲載し，学習内容のよ
り深い理解を促します。

この時間の学習のきっかけとなる資料を中心に構成し，
授業で活用しやすい導入部にしました。「LOOK!」や
キャラクターが，資料を読み解く視点のヒントを示し，
生徒の学びを支援します。
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2 資料 4 の日本の輸入量と漁獲量の関係をまとめよう。
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　まぐろ漁などの遠洋漁業では，出漁期間が長く収入が不安定なことや，
後
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者
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不足，高
こう

齢
れい

化の進行もあり，外国人の乗組員が増えています。加工
工場などでも外国人労働者が多く働いています。近年，まぐろの漁につい
ては，漁

ぎょ
獲
かく

量が規制されるなど国際的な資
し

源
げん

管理が進んでいます。そこで，
日本でも養
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殖
しょく
（ｐ.267，285→）が盛

さか
んに行われるようになってきています。
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漁業の課題

関連
地理  （ｐ.180-181）九州地方の農業，（ｐ.239）関東地方の農業，（ｐ.252，255）東北地方の農業，

（ｐ.264-265）北海道地方の農業，（ｐ.266-267）北海道地方の漁業

先進的な第一次産業  ▶東
とう

海
かい

地方の農業と水産業3
東海地方の第一次産業の発

はっ

展
てん

にとって，どのようなことが重要なのでしょうか。学習課題

【本文】

【資料】

【導入・LOOK!】

【学習課題】

3ポイント
　1時間=見開き2ページの中に，学習活動を適切に位置づけ，わかりやすく学びやすい紙面にすることで，確か
な学力の獲得を支援します。また，本文・資料など情報量のバランスを向上させるとともに，文章には読みやす
さに配慮したユニバーサルデザインの書体(UDフォント)を，図版には色使いに配慮したカラーユニバーサルデザ
イン(CUD)を採用し，すべての生徒が学習しやすい紙面を目ざしました。

学習の流れを見通しやすく，思考・判断・表現する
場面を適切に位置づけたページ構成
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資料活用を支援するコーナーとして「地理の技」と「読
み解こう」を設けました。資料活用の方法や手順を示し，
生徒が自ら資料を読み解く力を育みます。

学習内容を別の視点から
捉えなおすコーナーです。
生徒が社会的事象を多面
的・多角的に
思考し，理解
することがで
きます。

「学習課題」に対応した2
段階の問いです。学習内
容を振り返り，自分の言
葉で表現することで，よ
り確かな理解を促します。

本時ページの基本的な構成 （３分野共通）
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な学力の獲得を支援します。また，本文・資料など情報量のバランスを向上させるとともに，文章には読みやす
さに配慮したユニバーサルデザインの書体(UDフォント)を，図版には色使いに配慮したカラーユニバーサルデザ
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7978 ◦第２章　個人を尊重する日本国憲法

�❶�日本国憲法に定められた自由や権利（①〜⑳）の中から，自分にとって特に重要だと思うものを六つ選び，重要だ
と思う順に1位から3位までを表の中に書き入れ，【ピラミッドランキング】を完成させよう。見 考

��➓右の挿
さし
絵
え
を見ながら，以下の問いについて考えてみよう。見 考

①中央の「戦争放
ほう
棄
き
」と書かれたつぼに入れられているものは，なんだろうか。

②つぼの下の方から新たに出てきているものや，左右に立っているものはなんだろうか。
③①と②から考えると，この挿絵が伝えようとしていることは，どのようなことだろうか。
④�日本国憲法で定められている平和主義について，次の文章の（　　）の中に語句を入れて
整理しよう。

●憲法第９条では，戦争の（　㋐　）と，戦力の（　㋑　）・（　㋒　）権の否
ひ

認
にん

を定めている。

�❶�憲法を頂点とする公正な法に基づいて，すべての決定が行われる政治のしくみ「（　　　）の支配」という。（　　）
に当てはまる語句を，漢字1字で答えよう。

❷�日本国憲法の3原則は，「国民主権」，「（　　　　　　　）の尊重」，「平和主義」である。�
（　　）に当てはまる語句を，漢字5字で答えよう。

❸�日本国憲法第1条において，「天皇は，日本国の（　　　　）であり，日本国民統合の（　　　　）であつて，〜（以
下略）」と定められている。（　　）に当てはまる同じ語句を，漢字2字で答えよう。

❺日本国憲法が定める義務のうち，政府に税金を納める義務を何というか，答えよう。 （　　　　　　）

❹�日本国憲法は「（　　　　　　　　）」を掲げ，誰もが等しく扱われる権利である平等権を保障している。（　　）
に当てはまる語句を，6字で答えよう。

❻�「立憲主義の憲法」について，次の《　》の言葉を使って説明しよう。
　《政治権力・濫

らん
用
よう

・人権の尊重・権力分立》

❼「公共の福
ふく
祉
し
」について，次の《　》の言葉を使って説明しよう。

　 《社会全体・人権・調整・最小限》

❽「子どもの権利条約」について，次の《　》の言葉を使って説明しよう。
　《ストリートチルドレン・虐

ぎゃく
待
たい

・国連・差別》

個人の尊重（ピラミッドの土台）

 3  3  3

 2  2

 1

次の問いに答えよう。

❷��❶のような順位になった理由は何か，自分の言葉で説明しよう。

❸グループをつくって話し合い，グループとしてのピラミッドランキングを完成させよう。
　�その際，なぜその自由や権利が大切なのか，お互いに意見を出し合い，十分に納

なっ
得
とく
しながら完成させよう。その

後，クラスで発表し合おう。

❹�各グループの発表を聞いた感想を書こう。その際，自分たちが選ばなかった自由や権利を選んでいるグループの
発表に注目して書いてみよう。

❺「法の支配」がなぜ大事なのか，自分たちで作成したピラミッドランキングを例に，説明しよう。見 考

①奴
ど
隷
れい
的拘

こう
束
そく
・苦役からの自由　　②思想・良心の自由　　③信教の自由　　

④集会・結社の自由　　⑤表現の自由　　⑥検
けん
閲
えつ
の禁止　　⑦通信の秘密　　

⑧居住・移転の自由　　⑨職業選
せん
択
たく
の自由　　⑩学問の自由　

⑪法の下
もと
の平等（民族，性別，生まれた場所，社会的身分などによって差別されない）

⑫生存権（健康で文化的な最低限度の生活を営む権利）　⑬教育を受ける権利
⑭勤労の権利　　⑮児童の酷

こく
使
し
の禁止　　

⑯労働三権（団結権，団体交渉権，団体行動権）
⑰財産権　　⑱公正な裁判を受ける権利　　⑲選挙権
⑳請求権（�国の機関の過失により被

ひ
害
がい
を受けた場合，意見や苦情を訴えたり，�

損
そん
害
がい
賠
ばい
償
しょう
を求めたりできる権利）

日本国憲法に
定められた
自由や権利

『あたらしい憲法のはなし』の
　 「戦争放棄」の挿絵

個人の尊重個人の尊重
（　⑤　）…法の下の平等，幸福追求権

もと

（　①　）

精神活動
／生命・身体／

経済活動

（　②　）

最低限度の生活を営む権利
／教育を受ける権利／

労働者の権利

基本的な人権を守るための権利

・（　③　）…選挙権，被選挙権，
   国民投票権，住民投票権など

・（　④　）…国家賠償請求権，
   裁判を受ける権利，
   刑事補償請求権など

ひ

ばいしょう

しょうけい じ ほ

ａ.社会権　ｂ.請
せいきゅう

求権　ｃ.自由権　
ｄ.参政権　ｅ.平等権

❾�日本国憲法で保障されている「基本
的人権」について，下の　　　のa
〜eの語句を，右の図の（　　）①〜
⑤に入れて整理してみよう。見 考

【ピラミッドランキング】

資料を活用しながら，次の問いに答えよう。第2章の学習を振り返って整理しよう学習のまとめと表現
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資料を活用しながら，次の問いに答えよう。第2章の学習を振り返って整理しよう学習のまとめと表現

知識の整理から表現活動へ，という流れは３分野共通です。

【知識を整理する工夫】

4ポイント 基礎・基本の確実な定着から多様な表現活動に，
段階的に取り組むことができる「学習のまとめと表現」
　内容のまとまりごとに，知識を構造的に整理し，表現活動に取り組むことが
できるページを設定しました。生徒の思考・判断・表現する力を育むととも
に，より深い内容理解を支援します。地理では中項目につき1ページでコンパ
クトに，歴史・公民では大項目につき3ページで丁寧な構成にしています。 
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内容のまとまりごとに設定した「学習のま
とめと表現」では，考察・表現する活動に
より，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。 
提示している学習活動は，知識の整理から
表現活動へと段階的に取り組める構成にし
ています。授業では，「個人→集団→個人」
の流れで対話的に学ぶ学習活動を取り入れ
ながら，学習内容を貫くテーマや問いにつ
いて追究していくことができます。

生徒が物事の関係性や構造をしっかり
と捉え，自ら思考・判断することを促
すため，「思考ツール」も取り入れま
した。
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【ピラミッドランキング】

資料を活用しながら，次の問いに答えよう。第2章の学習を振り返って整理しよう学習のまとめと表現

80 ◦第２章　個人を尊重する日本国憲法

次章の学習へ ここまでの学習を振り返り，改めて憲法が制定されるまでの歴史的な流れを思い出してみ
ましょう。憲法がつくられる背景には，次のような二つのねらいがありました。

第3章「私たちの暮らしと民主政治」では，日本国憲法の条文をもとに，日本の政治のしくみを「国会（立法
権）」→「内閣（行政権）」→「裁判所（司法権）」→「地方自治」に分けて，順に学習していきます。そのうえで，
次の2点を理解することが目標となります。

近い将来，選挙での投票をはじめとする政治参加をしていくことを視野に入れなが
ら，さらに学習を進めていきましょう。

�❶�現代の社会において，“個人を尊重する”ための「きまり」にはどのようなものがあるだろうか，第2章で学習し
たことを振り返ってまとめよう。その際，なぜその「きまり」が個人を尊重することにつながるのか，理由とと
もに説明しよう。

❷�なぜ，現代の社会において“個人を尊重する”ことが大切にされるのか，第2章で学習したことを参考に，自分
の言葉でまとめよう。

❸�身近な家族や友達，地域の人たちとの関わりの中で，“個人を尊重する”ために自分にできることはなんだろう
か。具体例をあげながら，自分の考えをまとめよう。

○憲法が国家権力の濫用を抑
おさ

えるブレーキの役目を果たしていること
○そのことによって国民の権利が守られていること

●憲法のねらい1：基本的人権について定め，国民の権利を保障する。　→　第2章（本章）で学習
●憲法のねらい2：政治のしくみを定め，国家権力の濫

らん

用
よう

を防ぐ。　　　→　第3章（次章）で学習

第2章の学習と関連する主なSDGsの項目
9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10人や国の不平等をなくそう
11住み続けられるまちづくりを
16平和と公正をすべての人に
17パートナーシップで目標を達成しよう
＊「終章」での活動に生かそう。

1 貧困をなくそう
2 飢餓をゼロに
3すべての人に健康と福祉を
4 質の高い教育をみんなに
5ジェンダー平等を実現しよう
8 働きがいも経済成長も

MEMO

第2章全体のテーマについて，次の問いに答えよう。見 考

「なぜ，“個人を尊重する”ことが大切にされるようになったのだろうか。」

第2章「個人を尊重する日本国憲法」全体のテーマ

【学習活動の展開の工夫】

【知識を整理する工夫】

p.78-80公民

4ポイント 基礎・基本の確実な定着から多様な表現活動に，
段階的に取り組むことができる「学習のまとめと表現」
　内容のまとまりごとに，知識を構造的に整理し，表現活動に取り組むことが
できるページを設定しました。生徒の思考・判断・表現する力を育むととも
に，より深い内容理解を支援します。地理では中項目につき1ページでコンパ
クトに，歴史・公民では大項目につき3ページで丁寧な構成にしています。 
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教育出版『小学社会　６』より

　中学校の歴史学習では，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，それぞれの時代の特色をとらえていきます。そして，時代の特色がどのように移り変わったのかに

注目することで，日本の歴史の大きな流れを学んでいきます。小学校の学習で身につけた「社会科の見方・

考え方」を活用したり，さらに発
はっ

展
てん

させたりして，中学校の歴史学習をより深めていきましょう。

◆時期や推
すい
移
い
…・いつ(どの時期)のできごとだろう。

	 ・前の時代から，どのように変化・発展したのだろう。
◆比

ひ
較
かく
…………・ＡとＢを比べると，どのような共通点や違

ちが
いがあるだろう。

	 ・その共通点や違いから，どのような特色があるといえるだろう。
◆関連…………・できごとが起こった原因や，社会的な背

はい
景
けい
は何だろう。

	 ・できごとの結果や，社会への影
えい
響
きょう
はどのようなものだったのだろう。

	 ・そのできごとと，ほかのできごととはどのような関係があるだろう。

歴史学習での見方・考え方の例

にアプローチ ～歴史の見方・考え方と学習の進め方史歴

歴史は，
小学６年生の
ときに，
学習したね。

関連づける

比べる

時期や変化

これまでに使った見方や考え方を，
6年生の学習でも生かしていこう。社会科の見方や考え方

場所や広がり

くふうや関わり

総合する

●ノートを使って学習を深めよう。
・ノートを見せ合いながら，意見を交換

かん

する。
・ノートを見直して，これまでの学習をつなげて考える。

学習した
日付

学習問題や，
その時間の
問い

資料などを
はる

●考えを整理しやすい書き方のくふうを
自分で見つけていこう。

ノートで「学びのあしあと」を残そう

国会のはたらき

調べてわかったこと

まとめ

今日の学習のふり返り

○月□日（◇曜日）

学習問題：国会には，

どのような役
やく

割
わり

が

あるのだろう。

話し合いで出た意見を
ふき出しで書いてみたよ。

ゆうまさんのノート

自分の
考え

友だちの
考え

今日の学習で
・考えたこと
・見つけたこと
・気になること
・よいと思った
友だちの考え
などを書こう。などを書こう。

江
え

戸
ど

時代に新しい文化が
生まれたことと，街

かい

道
ど う

などの
交通が発達したことには，
どのような関係があるのだろう。

鉄
てっ

砲
ぽ う

は，いつ，日本に伝わり，
戦
いくさ

に使われるようになったのかな。

都の貴
き

族
ぞ く

の服
ふ く

装
そ う

は，平安時代に
なると，どのように変わったかな。

前
ぜん

方
ぽ う

後
こ う

円
え ん

墳
ふ ん

が残っている場所は，
どのあたりに集中しているかな。

弥
や よ い

生時代の人々は，どんなくふうを
して米づくりをしていたのだろう。

平和や環
かん

境
きょう

を守るために，
世界の人々はどのような
協力をしているのかな。

豊
とよ

臣
と み

秀
ひ で

吉
よ し

が，検
けん

地
ち

をしたり刀
かたな

狩
が り

を
したりしたことなどをまとめると，
どういうことがいえるかな。

大
だいにっぽん（だいにほん）ていこくけんぽう

日本帝国憲法と
日本国憲法を比べると，
どんなちがいがあるかな。

3

中学校では，
どのように
学習を進めて
いくのかな。

次のページで，
中学校での
歴史学習の
ポイントについて，
もう少し詳

くわ

しく
紹
しょう

介
かい

します。

小学校の学習で活用した「社会科の見方・考え方」と「学習の進め方」

社会科の
学習の進め方

6年生の1年間
だけでなく，
中学校での学習にも
つなげていきたいな。

暮らしをよりよいものに
していくうえでの課題を
見つけ，その解決に向けて
学び続けていきたいな。

• 自分たちの暮らしの
あり方を見直そう。

• 地
ち

域
い き

や社会に見られる
課題の解決に向けた
行動につなげよう。

このページを参考にして，
６年生の社会科の
学習を進めていこう。
「つかむ」「調べる」
「まとめる」「つなげる」を
くり返していくよ。

予想して，学習計画を立てよう
• 学習問題について予想しよう。
• 予想をもとにして，調べることや

調べ方の見通しを立てよう。

学習問題をつくろう
• みんながそれぞれ疑問に思ったことや　

知りたいことを整理してつくろう。

つかむ
学習問題を
つくろう

予想して，
学習計画を立てよう

？

わたしたちが選挙で
投票できるようになる
18才まで，あと何年だろう？

次の
学習や暮

く

らしに

わたしたちの暮
く
らしと日

に
本
ほん
国
こく
憲
けん
法
ぽう
は，

どのようにつながっているのだろう。
にっぽんこく

4

学習したことを生かして，
日本や世界のこれからに
ついて考えてみよう。

学習問題の
解決に向けて調べよう

• 問題の解決につながる資料を
集めよう。

• 資料を読み取り，整理しよう。
• 予想と照らし合わせながら調べよう。
• 問題の解決につながるキーワードを見つけよう。

• 最初につくった学習問題を
確かめよう。

• キーワードを確かめよう。
• わかったことを整理しよう。
• 学習問題に対する自分の考えを

表現しよう。
• みんなで，たがいの考えを交流しよう。

学習をまとめよう

みんなで話し合って学習問題をつくることができたかな。
予想をもとにして学習計画を立てることができたかな。
予想と照らし合わせながら調べていくことができたかな。
最初につくった学習問題を解決することができたかな。

学習の進め方をふり返ろう

調べる
学習問題の解決に
向けて調べよう

まとめる
学習を
まとめよう

学習したことの
中から，
自分が大切だと
考えたことを
選んでみよう。

選
せ ん

択
た く

判
は ん

断
だ ん

・

次の学習や
暮らしにつなげる

5
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　中学校の歴史学習では，歴史的なできごとや人物の活
かつ

躍
やく

，社会や文化の変化について，原因や背
はい

景
けい

，結果

やその影
えい

響
きょう

など，歴史の流れの中に位置づけながら考えていきます。ここでは，歴史学習を進める際のポイ

ントや資料の活用のしかたを紹
しょう

介
かい

します。p.7に示した「歴史学習での見方・考え方の例」も確
かく

認
にん

しながら

見てみましょう。

　歴史の流れを考えたり，考えたことを班
はん

や学級で共有してさらに考えを深めたりすることで，歴史のさま

ざまな面が見えるようになってきます。ここでは，そうした学習を進める際に役に立つ，図・表などを使っ

て思考を整理する方法を紹介します。

　5W1Hは，When(いつ)・Where(どこで)・Who(だれが)・
What(何を)・Why(なぜ)・How(どのように)のことです。これら
を確かめることで，できごとのあらましをとらえることができます。

ポイント１ できごとの5W1Hを確かめよう

　歴史上のできごとは，なぜ，どのようにして起こったのか，調べて
みましょう。原因は，一つだけではないかもしれません。また，背景
について考えるときには，日本の政治・社会・文化などのほかに，世
界の歴史の動きも意識することが大切です。

ポイント2 できごとの原因や背景を確かめよう
　歴史上のできごとは，どのような結果になったのか，調べてみまし
ょう。また，その影響については，政治を行う人・民

みん
衆
しゅう
・諸
しょ
外
がい
国
こく
な

どそれぞれの立場の人々にとってはどのような意義があったのかなど，
さまざまな角度から疑

ぎ
問
もん
をもって調べることが大切です。

ポイント3 できごとの結果や影響を確かめよう

　その時代のできごとや，政治・社会・文化の動きなどを総合して，
時代の特色を考えましょう。各章末の「学習のまとめと表現」のペー
ジを活用すると，時代を大きくとらえることができます。

ポイント4 時代の特色をとらえよう
　ある時代と，その前後の時代を比べて，歴史の推

すい
移
い
や転換を考えま

しょう。各章末と各章の扉
とびら
の「時代の変化に注目しよう」を活用する

と，資料の比
ひ
較
かく
から時代の転換をとらえることができます。

ポイント5 時代の転
て ん

換
か ん

をとらえよう

　新聞は，明
めい
治
じ
時代

以
い
降
こう
に表れたメディ

アで，日付が特定で
きることも特

とく
徴
ちょう
です。

当時のできごとや，
それを世の中がどの
ように受け止めたか
を読み取ることがで
きます。

新聞を読み解こう

歴史の

米
こめ

騒
そう

動
どう

を伝える新聞 
（「大

おお
阪
さか
朝日新聞」1918年８月５日）

　絵や写真からは，当時の社会の様
子を読み取ることができます。何の，
どのような場面が描

えが
かれて(写され

て)いるか，現代との共通点や違
ちが
い

にも注目して見てみましょう。

絵や写真を読み解こう

歴史の

室
むろ

町
まち

時代のころの田植えの様子〈『月
つき
次
なみ
風
ふう
俗
ぞく
図
ず
屏
びょう
風
ぶ
』東
とう
京
きょう
国立博物館蔵

ぞう
〉

大
たい

正
しょう

時代の生
き

糸
いと

の生産

歴史の見方・考え方を自分たちの学習に役立てよう

ポイント２・３は，
まとめて「因果関係」と
言い表すこともできますね。

図や表に整理して考えよう

歴史の

重要だと考えるできごとにしぼって記入します。

◆時期や順序を明確に示すことができます。
❶年表で表す

できごとの流れを矢印で結び，そのできごとの背景を線で結びます。

◆因果関係や世界史との関連をわかりやすく示すことができます。
❷矢印と囲みで，図に表す

項目を決め，それぞれの欄
らん
に内容を記入します。右の表のように，5W1H(だれが，何を，いつ，どこで，なぜ，どのよう

に)などを整理することもできます。

◆できごとをさまざまな面から理解したり，項
こ う

目
も く

ごとに比べたりすることができます。
❸表に整理する

織田信長 豊臣秀吉 徳川家康

拠
きょ

点
てん

とした
城 安

あ

土
づち

城 大
おお

阪
さか

城 江戸城

おもな政
せい

策
さく

武力で，仏
ぶっ

教
きょう

勢力を
おさえた。
楽
らく

市
いち

・楽
らく

座
ざ

で，商工
業を盛

さか

んにした。

村ごとに検
けん

地
ち

を行
った。
刀
かたな

狩
がり

を行い，武
ぶ

士
し

と
百
ひゃく

姓
しょう

を区別した。

征夷大将軍になり，
江戸幕府を開いた。
武
ぶ

家
け

諸
しょ

法
はっ

度
と

を定め
て，大名を統制した。

外国との
関係

キリスト教を保護
した。

朝
ちょう

鮮
せん

に２度にわた
って軍を送った。

朝鮮との交流を再
開した。

できごと

When(いつ) Where(どこで)

Who(だれが) What(何を)

Why(なぜ) How(どのように)

年 主なできごと(*は世界のできごと)

15世
せい

紀
き

末 *ヨーロッパ諸国が世界進出を始める

1543 *ポルトガル人が日本に鉄
てっ

砲
ぽう

を伝える

1549 *ザビエルが日本にキリスト教を伝える

1573 織
お

田
だ

信
のぶ

長
なが

が室町幕
ばく

府
ふ

をほろぼす

1590 豊
とよ

臣
とみ

秀
ひで

吉
よし

が全国を統一する

1603 徳
とく

川
がわ

家
いえ

康
やす

が征
せい

夷
い

大
たい

将
しょう

軍
ぐん

になる

… …

近
きん

世
せい

初期の主なできごと

戦国大名の支配から江戸幕府の支配への変化

勢力争いや戦
せん

乱
らん

江
え

戸
ど

幕府の
大
だい

名
みょう

統制
(幕
ばく

藩
はん

体制)

大きな戦乱のない社会へ

戦
せん

国
ごく

大
だい

名
みょう

の
領
りょう

国
こく

支配

室町幕府の
権
けん

力
りょく

の低下
ヨーロッパ人の来航
	・鉄砲の伝来，南

なん

蛮
ばん

貿易

信長・秀吉の
統一事業

徳川家康の
全国支配
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5

10

15

5

10

地理の窓
　－71. ２℃。これはロシアのオイミャコンで観

かん
測
そく

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

は

く息も真っ白で，それもすぐに凍
こお

ってしまい，太陽の光を浴
びて地上に舞

ま
い降ります。人々はこれを「星のささやき」と

よんでいます。

星のささやき

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

ねっ　　たい

かんそう

おん

れい　　　　　 あ  かん

かん

こう　　ざん

　　　　だんりゅう

　　　　かん

チェラプンジ

オイミャコン

尾鷲

東京

イ　ン　ド　洋

太　平　洋

大

　
西

　
洋

北極圏
ほっきょくけん

北回帰線
きたかい き せん

南回帰線
みなみかい き せん

南極圏
なんきょくけん

お わせ

赤道

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

世界にはどのような気候帯がある
だろうか。

世界の気候帯の特徴についてまと
めよう。

表現

確認

1  世界の気候帯の分布

2   アマゾン川の密
みつ

林
りん

（ 1 2014年 ブラジル）と， 
ルブアルハリ砂

さ

漠
ばく

（ 2 2014年 アラブ首長国連
れん

邦
ぽう

）

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

ファーニスクリーク（アメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

・デスバレー）
56.7℃（1913年7月10日）

最高気温の記録

チェラプンジ（インド）
　26467ｍｍ（1860年8月〜1861年7月）

最大降水量（年間）の記録

＜北半球＞　
オイミャコン（ロシア）

＜南半球＞　
ボストーク基地（南極）

−71.2℃
（1926年1月26日）

−89.2℃
（1983年7月21日）

最低気温の記録

1 地球上には，太陽から受ける熱の量が多いとこ

ろと少ないところがあり，それによって気温の

高いところと低いところに分かれます。太陽から受ける熱の量は，

赤道の近くが最も多く，北
ほっ

極
きょく

と南
なん

極
きょく

に向かうにつれて少なくなり

ます。そのため，気温は赤道周辺で高く，赤道近くの低
てい

緯
い

度
ど

地域

から，北極や南極に近い高
こう

緯
い

度
ど

地域に向かうにつれて低くなりま

す。

　一方，大陸の内部では一年間や一日の気温の差が大きくなり，

海岸付近では気温の差が小さくなります。これは，大陸が海洋に

比
くら

べて夏に暖
あたた

まりやすく，冬に冷えやすいことが原
げん

因
いん

です。その

他，海流，海からの距
きょ

離
り

，風の強さや向き，標高などの影
えい

響
きょう

を受

けて，同じ緯度にある地点でも気候は異
こと

なってきます。例えば，

同じ緯度であっても，海岸沿
ぞ

いは海流の影響を受けて気温が変化

します。寒
かん

流
りゅう

が流れる付近は寒冷となり，暖
だん

流
りゅう

が流れる付近は温

暖となります。

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-

14　教育出版　Socio express 2020 年春号

資料を活用するための基本的な技能を育む「地理の技」「歴
史の技」「公民の技」をそれぞれの分野に新設しました。 
また，具体的な資料の読み取りや，資料から考えを深める
際の手がかりを「読み解こう」として設定しています。 
生徒の資料活用を促し，自ら学びを進めていく力を育める
よう，各コーナーの中の問いにも工夫をしています。

【「見方・考え方」の示し方】

p.7-9歴史

【資料活用を支援するコーナー】

5ポイント
　生徒が「見方・考え方」(視点や方法)を働かせたり，資料を活用したりするためのきっかけやヒントを紙面に明
示し，深い学びの実現にむけて活用できる教科書にしました。特に地理・歴史では，小学校での「社会的な見方・
考え方」との接続を意識して，教科書の冒頭に「見方・考え方」のページを設けました。

各分野の「見方・考え方」を働かせた学びや資料の
活用を支援する紙面やコーナー



98 ◦第１章　歴史のとらえ方・調べ方 1 節　私たちと歴史

　中学校の歴史学習では，歴史的なできごとや人物の活
かつ

躍
やく

，社会や文化の変化について，原因や背
はい

景
けい

，結果

やその影
えい

響
きょう

など，歴史の流れの中に位置づけながら考えていきます。ここでは，歴史学習を進める際のポイ

ントや資料の活用のしかたを紹
しょう

介
かい

します。p.7に示した「歴史学習での見方・考え方の例」も確
かく

認
にん

しながら

見てみましょう。

　歴史の流れを考えたり，考えたことを班
はん

や学級で共有してさらに考えを深めたりすることで，歴史のさま

ざまな面が見えるようになってきます。ここでは，そうした学習を進める際に役に立つ，図・表などを使っ

て思考を整理する方法を紹介します。

　5W1Hは，When(いつ)・Where(どこで)・Who(だれが)・
What(何を)・Why(なぜ)・How(どのように)のことです。これら
を確かめることで，できごとのあらましをとらえることができます。

ポイント１ できごとの5W1Hを確かめよう

　歴史上のできごとは，なぜ，どのようにして起こったのか，調べて
みましょう。原因は，一つだけではないかもしれません。また，背景
について考えるときには，日本の政治・社会・文化などのほかに，世
界の歴史の動きも意識することが大切です。

ポイント2 できごとの原因や背景を確かめよう
　歴史上のできごとは，どのような結果になったのか，調べてみまし
ょう。また，その影響については，政治を行う人・民

みん
衆
しゅう
・諸
しょ
外
がい
国
こく
な

どそれぞれの立場の人々にとってはどのような意義があったのかなど，
さまざまな角度から疑

ぎ
問
もん
をもって調べることが大切です。

ポイント3 できごとの結果や影響を確かめよう

　その時代のできごとや，政治・社会・文化の動きなどを総合して，
時代の特色を考えましょう。各章末の「学習のまとめと表現」のペー
ジを活用すると，時代を大きくとらえることができます。

ポイント4 時代の特色をとらえよう
　ある時代と，その前後の時代を比べて，歴史の推

すい
移
い
や転換を考えま

しょう。各章末と各章の扉
とびら
の「時代の変化に注目しよう」を活用する

と，資料の比
ひ
較
かく
から時代の転換をとらえることができます。

ポイント5 時代の転
て ん

換
か ん

をとらえよう

　新聞は，明
めい
治
じ
時代

以
い
降
こう
に表れたメディ

アで，日付が特定で
きることも特

とく
徴
ちょう
です。

当時のできごとや，
それを世の中がどの
ように受け止めたか
を読み取ることがで
きます。

新聞を読み解こう

歴史の

米
こめ

騒
そう

動
どう

を伝える新聞 
（「大

おお
阪
さか
朝日新聞」1918年８月５日）

　絵や写真からは，当時の社会の様
子を読み取ることができます。何の，
どのような場面が描

えが
かれて(写され

て)いるか，現代との共通点や違
ちが
い

にも注目して見てみましょう。

絵や写真を読み解こう

歴史の

室
むろ

町
まち

時代のころの田植えの様子〈『月
つき
次
なみ
風
ふう
俗
ぞく
図
ず
屏
びょう
風
ぶ
』東
とう
京
きょう
国立博物館蔵

ぞう
〉

大
たい

正
しょう

時代の生
き

糸
いと

の生産

歴史の見方・考え方を自分たちの学習に役立てよう

ポイント２・３は，
まとめて「因果関係」と
言い表すこともできますね。

図や表に整理して考えよう

歴史の

重要だと考えるできごとにしぼって記入します。

◆時期や順序を明確に示すことができます。
❶年表で表す

できごとの流れを矢印で結び，そのできごとの背景を線で結びます。

◆因果関係や世界史との関連をわかりやすく示すことができます。
❷矢印と囲みで，図に表す

項目を決め，それぞれの欄
らん
に内容を記入します。右の表のように，5W1H(だれが，何を，いつ，どこで，なぜ，どのよう

に)などを整理することもできます。

◆できごとをさまざまな面から理解したり，項
こ う

目
も く

ごとに比べたりすることができます。
❸表に整理する

織田信長 豊臣秀吉 徳川家康

拠
きょ

点
てん

とした
城 安

あ

土
づち

城 大
おお

阪
さか

城 江戸城

おもな政
せい

策
さく

武力で，仏
ぶっ

教
きょう

勢力を
おさえた。
楽
らく

市
いち

・楽
らく

座
ざ

で，商工
業を盛

さか

んにした。

村ごとに検
けん

地
ち

を行
った。
刀
かたな

狩
がり

を行い，武
ぶ

士
し

と
百
ひゃく

姓
しょう

を区別した。

征夷大将軍になり，
江戸幕府を開いた。
武
ぶ

家
け

諸
しょ

法
はっ

度
と

を定め
て，大名を統制した。

外国との
関係

キリスト教を保護
した。

朝
ちょう

鮮
せん

に２度にわた
って軍を送った。

朝鮮との交流を再
開した。

できごと

When(いつ) Where(どこで)

Who(だれが) What(何を)

Why(なぜ) How(どのように)

年 主なできごと(*は世界のできごと)

15世
せい

紀
き

末 *ヨーロッパ諸国が世界進出を始める

1543 *ポルトガル人が日本に鉄
てっ

砲
ぽう

を伝える

1549 *ザビエルが日本にキリスト教を伝える

1573 織
お

田
だ

信
のぶ

長
なが

が室町幕
ばく

府
ふ

をほろぼす

1590 豊
とよ

臣
とみ

秀
ひで

吉
よし

が全国を統一する

1603 徳
とく

川
がわ

家
いえ

康
やす

が征
せい

夷
い

大
たい

将
しょう

軍
ぐん

になる

… …

近
きん

世
せい

初期の主なできごと

戦国大名の支配から江戸幕府の支配への変化

勢力争いや戦
せん

乱
らん

江
え

戸
ど

幕府の
大
だい

名
みょう

統制
(幕
ばく

藩
はん

体制)

大きな戦乱のない社会へ

戦
せん

国
ごく

大
だい

名
みょう

の
領
りょう

国
こく

支配

室町幕府の
権
けん

力
りょく

の低下
ヨーロッパ人の来航
	・鉄砲の伝来，南

なん

蛮
ばん

貿易

信長・秀吉の
統一事業

徳川家康の
全国支配

169168 ◦第 5 章　安心して豊かに暮らせる社会

　第４章で学んだように，経済は「家計」，「企
き

業
ぎょう

」，「政
府」の三つの主体によって成り立っていて，経済を動
かす人，もの，情報，お金が，私たちの暮らしを支え
ています。家計や企業から生み出されたお金は，政府
を通じて国民生活に必要な公共施

し

設
せつ

やサービスのため
に活用されます。私たちが生まれてからこれまでの
15年の間にも，国や地方自治体からさまざまなお金
が支出されてきました。上の図中の出産・育児費，保

育・教育費，医療費以外にも，公園や図書館，消防な
ど多額のお金が使われています。
　これからも私たちは，長い人生を生きていきます。
さまざまなできごとを経験し，やがては高齢者になっ
ていきます。その人生を支えるものは，何でしょうか。
限りあるものを，どのように活用していくかを考えて
いくことが，私たちにとってとても大切になっていま
す。

　第５章は二つの節で構成されています。「１節： 
暮らしを支える社会保障」では，『なぜ，私たちの
暮らしにとって，社会保障制度は大切なのだろうか』
をテーマに学習を進めます。「２節：これからの日
本経済の課題」では，『私たちは，日本経済の課題
をどのようにとらえ，解決を図っていけばよいのだ
ろうか』をテーマに学習を進めます。
　以上の二つの節の学習を通して，第５章全体では，

『私たちが安心して豊かに暮らしていくために必要
なことは，どのようなことだろうか』について考え
を深めていきます。その際，特に「希少性」（資源の
分配のあり方）を，学習を深めていく大事な視点と
して意識していきましょう。それでは，社会保障制
度とこれからの日本経済の学習の始まりです。

私たちの成長を支えてきたもの　
「第５章　安心して豊かに暮らせる社会」学習の見通し

第5章の学習の「見方・考え方」見 考

対立と合意  効率と公正
分業と交換  希少性

《
出
産
・
育
児
》

0歳
さい 1歳 2歳 4歳 6歳 8歳 10歳 12歳 14歳7歳 9歳 11歳 13歳 15歳3歳 5歳

《
保
育
・
教
育
》

《
医
療
》 １.「学校の健康診断の費用」…学校医，学校歯科医及び学校薬剤師に対する報酬支給規則（2010年）／２.「一人当たり

の保育料（３～５歳）」…地域児童福
ふく

祉
し

事業等調査（厚生労働省）／３.「小学校の教育費」「中学校の教育費」…2018年度
版「私たちの生活と税」（国税庁）／４.「一人当たりの年

ねん

齢
れい

別（国民）医療費」…2016年度国民医療費の概
がい

況
きょう

（厚生労働省）

参考資料
医療費は小学校入学前まで２割負担，小中学校で
は３割負担だけど，ほとんどの地域に医療費助成
制度があって，実質的には無料になっているよ。

保育料　一人当たり年24万円 中学校の教育費
一人当たり年　　　円

児童手当
一人当たり年18万円

児童手当　一人当たり年　　　万円

私たちと同じ300人規模の学
校だと，健康診

しん

断
だん

のために年間
でおよそ65万円を使うそうよ。

300人規模の中学校だと，１年間で３億
円，３年間だと９億円もかかるんだね。

（1）�図中の空
くう
欄
らん
の①～⑤にあてはまると思われる金額を，《　》の中から選んで記号で答えよう。�

《�a.102万2000　�b.24万5500　c.12万　d.89万4000　e.42万�》
（2）15歳では，「育児費」，「教育費」，「医療費」はそれぞれどのくらいかかるか計算し，合計額を出してみよう。

医療費　一人当たり年　　　円 医療費
一人当たり
年８万1000円

医療費　一人当たり年10万5000円

出産一時金
　�　円

誕
た ん

生
じょう

保育園入園 小学校入学 中学校入学 中学校卒業

医療費　一人当たり 年13万6600円

①

⑤

小学校の教育費　一人当たり年　　　円

②

③
④

私たちが生まれてからこれまでの 15 年の暮らしは，どのようなお金によって支えられてきたのでしょうか。さくら
さん，ひろとさん，ゆうまさんは，出産・育児費，保育・教育費，医

い

療
りょう

費について調べ，図に表して発表しました。

私たちの15年を振り返ってみよう第５章の学習のはじめに
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　第４章で学んだように，経済は「家計」，「企
き

業
ぎょう

」，「政
府」の三つの主体によって成り立っていて，経済を動
かす人，もの，情報，お金が，私たちの暮らしを支え
ています。家計や企業から生み出されたお金は，政府
を通じて国民生活に必要な公共施

し

設
せつ

やサービスのため
に活用されます。私たちが生まれてからこれまでの
15年の間にも，国や地方自治体からさまざまなお金
が支出されてきました。上の図中の出産・育児費，保

育・教育費，医療費以外にも，公園や図書館，消防な
ど多額のお金が使われています。
　これからも私たちは，長い人生を生きていきます。
さまざまなできごとを経験し，やがては高齢者になっ
ていきます。その人生を支えるものは，何でしょうか。
限りあるものを，どのように活用していくかを考えて
いくことが，私たちにとってとても大切になっていま
す。

　第５章は二つの節で構成されています。「１節： 
暮らしを支える社会保障」では，『なぜ，私たちの
暮らしにとって，社会保障制度は大切なのだろうか』
をテーマに学習を進めます。「２節：これからの日
本経済の課題」では，『私たちは，日本経済の課題
をどのようにとらえ，解決を図っていけばよいのだ
ろうか』をテーマに学習を進めます。
　以上の二つの節の学習を通して，第５章全体では，

『私たちが安心して豊かに暮らしていくために必要
なことは，どのようなことだろうか』について考え
を深めていきます。その際，特に「希少性」（資源の
分配のあり方）を，学習を深めていく大事な視点と
して意識していきましょう。それでは，社会保障制
度とこれからの日本経済の学習の始まりです。

私たちの成長を支えてきたもの　
「第５章　安心して豊かに暮らせる社会」学習の見通し

第5章の学習の「見方・考え方」見 考

対立と合意  効率と公正
分業と交換  希少性

《
出
産
・
育
児
》

0歳
さい 1歳 2歳 4歳 6歳 8歳 10歳 12歳 14歳7歳 9歳 11歳 13歳 15歳3歳 5歳

《
保
育
・
教
育
》

《
医
療
》 １.「学校の健康診断の費用」…学校医，学校歯科医及び学校薬剤師に対する報酬支給規則（2010年）／２.「一人当たり

の保育料（３～５歳）」…地域児童福
ふく

祉
し

事業等調査（厚生労働省）／３.「小学校の教育費」「中学校の教育費」…2018年度
版「私たちの生活と税」（国税庁）／４.「一人当たりの年

ねん

齢
れい

別（国民）医療費」…2016年度国民医療費の概
がい

況
きょう

（厚生労働省）

参考資料
医療費は小学校入学前まで２割負担，小中学校で
は３割負担だけど，ほとんどの地域に医療費助成
制度があって，実質的には無料になっているよ。

保育料　一人当たり年24万円 中学校の教育費
一人当たり年　　　円

児童手当
一人当たり年18万円

児童手当　一人当たり年　　　万円

私たちと同じ300人規模の学
校だと，健康診

しん

断
だん

のために年間
でおよそ65万円を使うそうよ。

300人規模の中学校だと，１年間で３億
円，３年間だと９億円もかかるんだね。

（1）�図中の空
くう
欄
らん
の①～⑤にあてはまると思われる金額を，《　》の中から選んで記号で答えよう。�

《�a.102万2000　�b.24万5500　c.12万　d.89万4000　e.42万�》
（2）15歳では，「育児費」，「教育費」，「医療費」はそれぞれどのくらいかかるか計算し，合計額を出してみよう。

医療費　一人当たり年　　　円 医療費
一人当たり
年８万1000円

医療費　一人当たり年10万5000円

出産一時金
　�　円

誕
た ん

生
じょう

保育園入園 小学校入学 中学校入学 中学校卒業

医療費　一人当たり 年13万6600円

①

⑤

小学校の教育費　一人当たり年　　　円

②

③
④

私たちが生まれてからこれまでの 15 年の暮らしは，どのようなお金によって支えられてきたのでしょうか。さくら
さん，ひろとさん，ゆうまさんは，出産・育児費，保育・教育費，医

い

療
りょう

費について調べ，図に表して発表しました。

私たちの15年を振り返ってみよう第５章の学習のはじめに
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10
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5

10

地理の窓
　－71. ２℃。これはロシアのオイミャコンで観

かん
測
そく

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

は

く息も真っ白で，それもすぐに凍
こお

ってしまい，太陽の光を浴
びて地上に舞

ま
い降ります。人々はこれを「星のささやき」と

よんでいます。

星のささやき

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

ねっ　　たい

かんそう

おん

れい　　　　　 あ  かん

かん

こう　　ざん

　　　　だんりゅう

　　　　かん

チェラプンジ

オイミャコン

尾鷲

東京

イ　ン　ド　洋

太　平　洋

大

　
西

　
洋

北極圏
ほっきょくけん

北回帰線
きたかい き せん

南回帰線
みなみかい き せん

南極圏
なんきょくけん

お わせ

赤道

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

世界にはどのような気候帯がある
だろうか。

世界の気候帯の特徴についてまと
めよう。

表現

確認

1  世界の気候帯の分布

2   アマゾン川の密
みつ

林
りん

（ 1 2014年 ブラジル）と， 
ルブアルハリ砂

さ

漠
ばく

（ 2 2014年 アラブ首長国連
れん

邦
ぽう

）

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

ファーニスクリーク（アメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

・デスバレー）
56.7℃（1913年7月10日）

最高気温の記録

チェラプンジ（インド）
　26467ｍｍ（1860年8月〜1861年7月）

最大降水量（年間）の記録

＜北半球＞　
オイミャコン（ロシア）

＜南半球＞　
ボストーク基地（南極）

−71.2℃
（1926年1月26日）

−89.2℃
（1983年7月21日）

最低気温の記録

1 地球上には，太陽から受ける熱の量が多いとこ

ろと少ないところがあり，それによって気温の

高いところと低いところに分かれます。太陽から受ける熱の量は，

赤道の近くが最も多く，北
ほっ

極
きょく

と南
なん

極
きょく

に向かうにつれて少なくなり

ます。そのため，気温は赤道周辺で高く，赤道近くの低
てい

緯
い

度
ど

地域

から，北極や南極に近い高
こう

緯
い

度
ど

地域に向かうにつれて低くなりま

す。

　一方，大陸の内部では一年間や一日の気温の差が大きくなり，

海岸付近では気温の差が小さくなります。これは，大陸が海洋に

比
くら

べて夏に暖
あたた

まりやすく，冬に冷えやすいことが原
げん

因
いん

です。その

他，海流，海からの距
きょ

離
り

，風の強さや向き，標高などの影
えい

響
きょう

を受

けて，同じ緯度にある地点でも気候は異
こと

なってきます。例えば，

同じ緯度であっても，海岸沿
ぞ

いは海流の影響を受けて気温が変化

します。寒
かん

流
りゅう

が流れる付近は寒冷となり，暖
だん

流
りゅう

が流れる付近は温

暖となります。

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
　気候が寒冷なカナダの農地は，アメリカ合衆国との国境に
近い南部に限られ，国土の約７％を占

し
めるに過ぎません。農

地が限られている一方で，森と湖が多く，広大な森林が広が
ります。そのため，林業が盛んで，丸太だけでなく製材され

た木材も多く生産され，輸出されています。広大な森林では
空気が乾

かん
燥
そう

しやすい夏になると，落
らく

雷
らい

や人による火の不始末
などで大

だい
規
き

模
ぼ

な火災が発生し，大きな被
ひ

害
がい

が発生することが
あります。

カナダの森林

　この円形の農地は何でしょうか。これは，
スプリンクラーが回転しながらくみ上げた
地下水を散水するセンターピボット方式の
農地です。農地は半径400mほどで，と
うもろこしや小麦などが栽

さい

培
ばい

されています。

とうもろこし地帯とうもろこし地帯

綿　花　地　帯綿　花　地　帯

フロリダ半島
メキシコ湾

ニューオーリンズニューオーリンズ

アトランタアトランタ

カンザスシティカンザスシティ

サンフランシスコサンフランシスコ

ロサンゼルスロサンゼルス

ニューヨークニューヨークシカゴシカゴ

シアトルシアトル

カンザス州カンザス州

カリフォルニア州

メキシコ

カナダ

100° 80°

90°

70°110°120°130°50°

40°

30°

園芸農業
綿花
とうもろこし，だいず
酪農
小麦
放牧
地中海式農業
その他の農業
非農業地域
年間降水量
500mm線 （『グーズアトラス2017年版』ほか）（『グーズアトラス2017年版』ほか）

0 1000km

P97-4

み こう解読
1 年 間 降 水 量500mmの
線の西側と東側の農業地域
の違

ちが
いについて，教科書

p.95資料 3 も参考にしな
がら書き表そう。
2 アメリカ合衆国とカナダ
の農業地域について，地形
･気候との関係を書き表そ
う。

4   アメリカ合衆国と 
カナダの農業地域

1  上空からとらえた農地（2013年 アメリカ合衆国・コロラド州）

2    自走するスプリンクラー 
（2013年 アメリカ合衆国・ワイオミング州）

3   とうもろこし，だいず，牛肉の 
生産量と輸出量の国別割

わり

合
あい

0 50 100％

小麦
生産量

（7億4946万t）
その他 47.6

中国17.6% ロシア 9.8 カナダ 4.1

インド 12.5 アメリカ合衆国 8.4

とうもろこし
輸出量

（1億4736万t）
その他19.4

アルゼンチン 16.6

フランス 3.7ブラジル 14.8
アメリカ合衆国38.0%

ウクライナ 7.5

小麦
輸出量

（1億8365万t）
その他 43.6

ロシア13.8%
アメリカ合衆国 13.1

オーストラリア 8.8カナダ 10.7

フランス 10.0

とうもろこし
生産量

（10億6011万t） その他 29.2アメリカ合衆国36.3%
ブラジル 6.1

中国21.9
アルゼンチン 3.8

メキシコ 2.7

牛肉
生産量

（6597万t）
その他 50.3

中国10.6アメリカ合衆国 17.4% オーストラリア 3.6

アルゼンチン 4.0ブラジル 14.1

牛肉
輸出量

（765万t）
その他 50.0

アメリカ合衆国 10.6

ニュージーランド 5.5
オランダ 5.7

ブラジル14.1

オーストラリア 14.1%

だいず
生産量

（3億3489万t）
その他 10.8

アメリカ合衆国35.0%
中国 3.6

ブラジル28.8
アルゼンチン 17.6

インド 4.2

だいず
輸出量

（1億3489万t）
アメリカ合衆国42.8%

カナダ 3.3

その他 5.1

ブラジル 38.2
アルゼンチン 6.6

パラグアイ 4.0

アメリカ合衆国の農業の特
とく

徴
ちょう

につ
いて書き出そう。

アメリカ合衆国の農業が，「世界
の食料庫」といわれる理由につい

てまとめよう。

表現

確認

5   肥
ひ

育
いく

場で育てられる肉牛 
（2000年 アメリカ合衆国･テキサス州）

一度放牧で育てられた肉牛を，牧草より高カロリーの
穀
こく

物
もつ

などを飼料として肥育場（フィードロット）で育て，
肉質を高めてから出

しゅっ

荷
か

する方式が広まっています。

（2016年 FAO統計）

アメリカ合衆国は，小麦，とうもろこし，だい

ずなどで，カナダは小麦で，世界有数の農産物

の輸出国となっています。日本をはじめとする多くの国が，北ア

メリカから輸出される農産物を頼
たよ

りにしています。そのため，農

業大国であるアメリカ合衆国の生産状
じょう

況
きょう

や価格の変動，農産物の

輸出の動向は，世界各国に大きな影響を与
あた

えます。

アメリカ合衆国の農場は，家族を単位とした農

場が中心でした。一戸当たり平均で150ha以

上と，日本の農家の100倍ほどの耕地面積があり，特定の作物

を大量に生産してきました。近年，大型機械による農業の機械化

が進むとともに，農薬や化学肥料が多用され，農産物を加工する

技術開発も進んできました。バイオテクノロジーによって新しい

種子が開発され，遺
い

伝
でん

子
し

組
く

み換
か

え作物も増えています。こうした

農業の大規模化や技術開発は，アグリビジネスや穀
こく

物
もつ

メジャーと

よばれる大企業が進めています。これらの大企業は世界各地に進

出し，牛や鶏
にわとり

の大規模な飼育から，牛肉や鶏
とり

肉
にく

の加工・販
はん

売
ばい

まで

行い，生産から食料の供
きょう

給
きゅう

まで大きな影響力をもっています。

3

1 2

世界に影響力の
ある農業大国

大規模な農業と
アグリビジネス

アメリカ合衆国では，気温や降
こう

水
すい

量
りょう

，土地など

の自然環
かん

境
きょう

と，消費地となる大都市への距
きょ

離
り

や

労働力などの条件に対応した適地適作の農業が行われています。

　北東部の大都市周辺では，酪
らく

農
のう

や近
きん

郊
こう

農業が盛
さか

んです。その南

側には，とうもろこし地帯が広がり，養
よう

豚
とん

やだいずなども生産さ

れています。温
おん

暖
だん

な南部には綿花地帯が広がり，だいず，果物の

生産や家
か

畜
ちく

の飼育もみられます。また，フロリダ半島では，果
か

樹
じゅ

栽
さい

培
ばい

に加え，北東部の大都市向けの野菜も栽培されています。

　中西部のカンザス州からカナダにかけては，小麦地帯が広がり

ます。この南西側では，放牧が行われています。太
たい

平
へい

洋
よう

に面した

西海岸のカリフォルニア州では，大規模なかんがい施
し

設
せつ

が整備さ

れ，果物や野菜，米もつくられています。

　一方，一つの作物を大規模に生産する農業は，大量の水を必要

とするために，地下水の枯
こ

渇
かつ

や地力の低下など，環境への影響が

心配されています。

4

2

地
ち

域
い き

の条件に
適応した農業

p.286

p.285

p.285

p.285

p.284

なぜ，こんなに
大
だい

規
き

模
ぼ

な施
し

設
せつ

が
見られるのかな。

世界の食料庫  ▶広大な土地と大
だい

規
き

模
ぼ

な農業2
アメリカ合

がっ

衆
しゅう

国
こく

の農業は，世界の中でどのような役
やく

割
わり

や影
えい

響
きょう

力
りょく

をもっているのでしょうか。学習課題

教育出版　Socio express 2020 年春号　15

地理・歴史では，教科書の冒頭部
にそれぞれの分野の「見方・考え方」
を示し，それを活用しながら本文
の学習を進められるようにしまし
た。
公民では，各章の導入ページに，
その章の学習内容に合わせて，働
かせたい「見方・考え方」を示し，
追究の際に着目すべき概念を意識
して学習できるようにしました。

p.168-169公民

p.31地理 p.97地理

5ポイント
　生徒が「見方・考え方」(視点や方法)を働かせたり，資料を活用したりするためのきっかけやヒントを紙面に明
示し，深い学びの実現にむけて活用できる教科書にしました。特に地理・歴史では，小学校での「社会的な見方・
考え方」との接続を意識して，教科書の冒頭に「見方・考え方」のページを設けました。

各分野の「見方・考え方」を働かせた学びや資料の
活用を支援する紙面やコーナー



◦第１章　歴史のとらえ方・調べ方2
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ス
タ
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ト 
】

【 

ゴ
ー
ル 

】

狩
か

りや漁，採集で得た食料は，
土器を使って調理しました。

1  縄
じょう

文
もん

土
ど

器
き

邪
や

馬
ま

台
たい

国
こく

の女王となり，争い
をしずめました。

2  卑
ひ

弥
み

呼
こ

聖
しょう

武
む

天
てん

皇
のう

は，仏教の力で国を
守ろうと考えました。

4  東大寺の大仏

中国に留学し，水
すい

墨
ぼく

画
が

の名作
を残しました。

9  雪
せっ

舟
しゅう

スペインから日本に訪
おとず

れ，キ
リスト教を伝えました。

10  ザビエル

中
ちゅう

国
ごく

や朝
ちょう

鮮
せん

と貿易を行い，京
きょう

都
と

の北
きた

山
やま

に金
きん

閣
かく

を建てました。

7  足
あし

利
かが

義
よし

満
みつ

初代の内
ない

閣
かく

総
そう

理
り

大
だい

臣
じん

に任命さ
れました。

19  伊藤博文

小
お

野
のの

妹
いも

子
こ

ら遣
けん

隋
ずい

使
し

を送り，仏
ぶっ

教
きょう

を学びました。
➡ 4東

とう

大
だい

寺
じ

の大仏に進む。

3  聖
しょう

徳
とく

太
たい

子
し

貴
き

族
ぞく

社会を描
えが

いた物語『源
げん

氏
じ

物
もの

語
がたり

』を著
あらわ

しました。
➡ 9雪

せっ

舟
しゅう

に進む。

5  紫
むらさき

式
しき

部
ぶ

江
え

戸
ど

幕
ばく

府
ふ

を開いて，徳川氏の
全国支配を確立しました。
➡ひと安心して，１回休み。

13  徳
とく

川
がわ

家
いえ

康
やす

自
じ

由
ゆう

民
みん

権
けん

運
うん

動
どう

を主導し，自
じ

由
ゆう

党
とう

を設立しました。
➡思想家に学ぶ。17にもどる。

18  板
いた

垣
がき

退
たい

助
すけ

フランスの技術を取り入れ，
大量の生

き

糸
いと

を生産しました。
➡21東

とう

京
きょう

タワーに進む。

20  富
とみ

岡
おか

製
せい

糸
し

場
じょう

ラジオとテレビの電
でん

波
ぱ

塔
とう

とし
て建てられました。写真は建
築中のものです。

21  東京タワー

歌
うた

川
がわ

広
ひろ

重
しげ

の浮世絵は，ヨーロ
ッパでも高く評価されました。
➡10ザビエルにもどる。

14  浮
うき

世
よ

絵
え

伊能忠敬は，全国を測量して，
正確な日本地図を作りました。
➡測量の旅へ。11にもどる。

15  伊
い

能
のう

忠
ただ

敬
たか

の地図

大
だい

日
にっ

本
ぽん

帝
てい

国
こく

憲
けん

法
ぽう

や教
きょう

育
いく

勅
ちょく

語
ご

を定めました。
➡19伊

い

藤
とう

博
ひろ

文
ぶみ

に進む。

16  明
めい

治
じ

天
てん

皇
のう

武
ぶ

士
し

が，政治でも力をもつよ
うになりました。
➡源

げん

氏
じ

に敗れて，一回休み。

6  平
たいらの

清
きよ

盛
もり

8  ？？？

足
あし

利
かが

義
よし

政
まさ

が，京都の東
ひがし

山
やま

に建
てました。

ここに入る建造物は何
でしょうか。
Q

17  ？？？

？

『学問のすゝめ』を著し，人々
に影

えい

響
きょう

を与
あた

えました。
ここに入る人物はだれ

でしょうか。
Q

22  ？？？

岡
おか

本
もと

太
た

郎
ろう

が，大
おお

阪
さか

万
ばん

博
ぱく

のシン
ボルとして制作しました。

ここに入る建造物は何
でしょうか。
Q

11  ？？？

？

武力で天下統一を目ざし，安
あ

土
づち

城
じょう

を建てました。
ここに入る人物はだれで

しょうか。
Q

12  豊
とよ

臣
とみ

秀
ひで

吉
よし

検
けん

地
ち

・刀
かたな

狩
がり

を行い，天下統一を
推
すい

進
しん

しました。
➡もう１度さいころを振

ふ

る。

？

？

歴史の流れをとらえよう1歴史のとらえ方・調べ方章第 1

16　教育出版　Socio express 2020 年春号

6ポイント 小学校の学習からスムーズに接続できる
内容・紙面の工夫
　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や学び方を楽しく身に付けることがで
きるページを充実させました。 

巻頭の「地理にアプローチ」では，地図のきまりや地図の使い方，グラ
フの読み取り方などを振り返る活動を取り入れました。

第1章では，小学校で学習した歴史上の人物や文化財，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設定しました。 

巻頭の「公民にアプローチ」では，小学校の情報単元で学習した，テレ
ビやインターネットなど，重要な情報源である各種メディアの特色を振
り返るページを設定しました。特に学習の中で活用することが多い新
聞については，具体的に読み取りを行う活動を取り入れました。

地理

歴史

公民
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東西

北
北東

南東

北西
北北西 北北東

南南西

西南西 東南東

南

風車

老人ホーム

授業中に出てきた地名を地図帳の「さくいん」を使って探
さが

す方法を確かめましょう。

　地図はとても広い範
はん

囲
い

のさまざまな情報を，一枚の紙などに表したものです。「地図のきまりを知ってい

る」ということは，地図の中から，地図に含
ふく

まれているさまざまな情報を読み取ることができるということ

です。

：�原則として，地図の真上が北になり，16方位（16種類

のよび方）で表します。ただし，真上を北にできない場

合は右のような方位記号を用いて北を示します。�

：�地図上では実際の範囲を小さく縮
ちぢ

めるので，その縮めた

割合のことを縮尺といいます。５万分の１，１／50000

などと表します。分母の数字が大きいほど，より小さく

縮められています。縮尺がわかると地図上の長さから，

実際の距
きょ

離
り

を計算することができます。

　

　

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

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

や風力発電用風車の記号が加わりました。

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

隔
かく

が狭
せま

いと急な傾
けい

斜
しゃ

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

高さを知ることができます。

にアプローチ

方　位

縮
しゅく

　尺
しゃく

地図記号

等
と う

高
こ う

線
せ ん

例 こうち　高知　……　45　 Ｅ　 ４　 Ｎ

（地名を示す）（ページを示す）

（横方向の位置を示す）
＊縦の線（経線）どうしで

区切られて，表示され
ています。

せんけい

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

わく ない

（縦方向の位置を示す）
＊横の線（緯線）どうしで区切られて，

表示されています。

せんい

たて

45 46

松山
やままつ

高知
ちこう

高松
まつたか

徳島
しまとく

A B C D E F G H

地図帳のページ 列

行

1

2

3

4

5

ソウル

シャンハイ

名古屋
東京

プサン

130° 140°

137° 40°

30°

35°

120°

0 400km

　地図帳で地名を探す方法を使ってさ

まざまな場所の位置を表すことができ

ます。右の地図を見ながら，愛
あい

知
ち

県の

名
な

古
ご

屋
や

の位置を例に緯度・経度を確か

めましょう。

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

〜 地図やグラフを使いこなそう理地

p.14-15

地図帳を使いこなそう2

地図上で位置を表そう3

右の図の　　　　 にあてはまる方位を記入してみましょう。

 ５万分の1の地図の地図上の長さが２cmの場合 

⇒２cm×50000＝100000cm＝                   m 

　…となります。 ◦�名古屋のおよその位置�

北緯35度，東経137度

 問：同じように地図中のプサン（韓
か ん

国
こ く

）

のおよその位置を確かめてみると， 

北緯　　　　 度，東経　　　　 度 

…となります。

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

たかまつ 高松 … 46 

とくしま 徳島 … 46 

まつやま 松山 … 45

関連 p.140 関連 p.12

関連 p.138

関連 p.139

矢の先が『北』を
指しているよ。

Ｓ

Ｓ2

NF

地図のきまりを思い出そう1

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

風車は中学1年生，
老人ホームは
小学6年生が
考えたデザインだよ！
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4  東大寺の大仏

中国に留学し，水
すい

墨
ぼく

画
が

の名作
を残しました。

9  雪
せっ

舟
しゅう

スペインから日本に訪
おとず

れ，キ
リスト教を伝えました。

10  ザビエル

中
ちゅう

国
ごく

や朝
ちょう

鮮
せん

と貿易を行い，京
きょう

都
と

の北
きた

山
やま

に金
きん

閣
かく

を建てました。

7  足
あし

利
かが

義
よし

満
みつ

初代の内
ない

閣
かく

総
そう

理
り

大
だい

臣
じん

に任命さ
れました。

19  伊藤博文

小
お

野
のの

妹
いも

子
こ

ら遣
けん

隋
ずい

使
し

を送り，仏
ぶっ

教
きょう

を学びました。
➡ 4東

とう

大
だい

寺
じ

の大仏に進む。

3  聖
しょう

徳
とく

太
たい

子
し

貴
き

族
ぞく

社会を描
えが

いた物語『源
げん

氏
じ

物
もの

語
がたり

』を著
あらわ

しました。
➡ 9雪

せっ

舟
しゅう

に進む。
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➡思想家に学ぶ。17にもどる。
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フランスの技術を取り入れ，
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山
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てました。
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えました。
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歴史の流れをとらえよう1歴史のとらえ方・調べ方章第 1

3１節　私たちと歴史

A  鑑
がん

真
じん

E  銀
ぎん

閣
かく

B  織
お

田
だ

信
のぶ

長
なが

F  姫
ひめ

路
じ

城
じょう

C  近
ちか

松
まつ

門
もん

左
ざ

衛
え

門
もん

G  八
や

幡
はた

製
せい

鉄
てつ

所
じょ

D  福
ふく

沢
ざわ

諭
ゆ

吉
きち

H  太陽の塔

歴史学習のはじめに，すごろくを使って，小学校での学習を振
ふ

り返ってみましょう。

歴史すごろくには，小学校の学習で登場した人物や文化財が登場しています。どのような人物や文化財が並
なら

んでいるか，小学校での学習を思い出しながら，すごろくのマスをたどって確かめてみましょう。

歴史すごろくには，未完成のマスがあります。11と17には人物が， 8と22には建造物がそれぞれ入ります。
下の写真から，それぞれのマスに入るものを選んで，すごろくを完成させましょう。

11と17のマスには，それぞれどの人物があてはまるでしょうか。 A～Dの４人の人物から選びましょう。

8と22のマスには，それぞれどの建造物があてはまるでしょうか。 E～Hの４枚の写真から選びましょう。

私が日本を訪れたころ，日本
は仏教など大陸の文化を盛

さか

ん
に取り入れていました。

私が活
かつ

躍
やく

した時代，日本では，
戦
せん

国
ごく

大
だい

名
みょう

たちが各地で戦いを
繰
く

り広げていました。

私が人
にん

形
ぎょう

浄
じょう

瑠
る

璃
り

の脚
きゃく

本
ほん

を書い
たころ，大

おお

阪
さか

や京
きょう

都
と

など大都
市の町

ちょう

人
にん

が文化を担
にな

いました。

私が日本に西洋の思想を伝え
たのは，江戸時代から明治時
代への，歴史の転

てん

換
かん

期
き

でした。

歴史すごろくにチャレンジしよう
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1 節　私たちと歴史

教育出版『小学社会　６』より

　中学校の歴史学習では，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，それぞれの時代の特色をとらえていきます。そして，時代の特色がどのように移り変わったのかに

注目することで，日本の歴史の大きな流れを学んでいきます。小学校の学習で身につけた「社会科の見方・

考え方」を活用したり，さらに発
はっ

展
てん

させたりして，中学校の歴史学習をより深めていきましょう。

◆時期や推
すい

移
い

…・いつ(どの時期)のできごとだろう。

	
・前の時代から，どのように変化・発展したのだろう。

◆比
ひ

較
かく

…………・ＡとＢを比べると，どのような共通点や違
ちが

いがあるだろう。

	
・その共通点や違いから，どのような特色があるといえるだろう。

◆関連…………・できごとが起こった原因や，社会的な背
はい

景
けい

は何だろう。

	
・できごとの結果や，社会への影

えい

響
きょう

はどのようなものだったのだろう。

	
・そのできごとと，ほかのできごととはどのような関係があるだろう。

歴史学習での見方・考え方の例

にアプローチ ～歴史の見方・考え方と学習の進め方

史歴

歴史は，
小学６年生のときに，
学習したね。

関連づける

比べる

時期や変化

これまでに使った見方や考え方を，6年生の学習でも生かしていこう。

社会科の見方や考え方

場所や広がり

くふうや関わり

総合する

●ノートを使って学習を深めよう。
・ノートを見せ合いながら，意見を交換

かん

する。
・ノートを見直して，これまでの学習をつなげて考える。学習した
日付
学習問題や，その時間の
問い

資料などを
はる

●考えを整理しやすい書き方のくふうを
自分で見つけていこう。

ノートで「学びのあしあと」を残そう

国会のはたらき

調べてわかったこと

まとめ
今日の学習のふり返り

○月□日（◇曜日）
学習問題：国会には，
どのような役

やく

割
わり

が
あるのだろう。

話し合いで出た意見をふき出しで書いてみたよ。
ゆうまさんのノート

自分の
考え

友だちの
考え

今日の学習で・考えたこと
・見つけたこと・気になること・よいと思った
友だちの考え
などを書こう。
などを書こう。

江
え

戸
ど

時代に新しい文化が生まれたことと，街
かい

道
ど う

などの交通が発達したことには，どのような関係があるのだろう。

鉄
てっ

砲
ぽ う

は，いつ，日本に伝わり，戦
いくさ

に使われるようになったのかな。

都の貴
き

族
ぞ く

の服
ふ く

装
そ う

は，平安時代になると，どのように変わったかな。

前
ぜん

方
ぽ う

後
こ う

円
え ん

墳
ふ ん

が残っている場所は，どのあたりに集中しているかな。

弥
や よ い

生時代の人々は，どんなくふうをして米づくりをしていたのだろう。

平和や環
かん

境
きょう

を守るために，世界の人々はどのような協力をしているのかな。

豊
とよ

臣
と み

秀
ひ で

吉
よ し

が，検
けん

地
ち

をしたり刀
かたな

狩
が り

をしたりしたことなどをまとめると，どういうことがいえるかな。

大
だいにっぽん（だいにほん）ていこくけんぽう日本帝国憲法と日本国憲法を比べると，どんなちがいがあるかな。

3

中学校では，どのように
学習を進めていくのかな。

次のページで，中学校での
歴史学習の
ポイントについて，もう少し詳

くわ

しく紹
しょう

介
かい

します。

小学校の学習で活用した「社会科の見方・考え方」と「学習の進め方」

社会科の
学習の進め方

6年生の1年間だけでなく，
中学校での学習にもつなげていきたいな。

暮らしをよりよいものにしていくうえでの課題を見つけ，その解決に向けて学び続けていきたいな。

• 自分たちの暮らしのあり方を見直そう。• 地
ち

域
い き

や社会に見られる課題の解決に向けた行動につなげよう。

このページを参考にして，６年生の社会科の学習を進めていこう。「つかむ」「調べる」「まとめる」「つなげる」をくり返していくよ。

予想して，学習計画を立てよう• 学習問題について予想しよう。• 予想をもとにして，調べることや調べ方の見通しを立てよう。

学習問題をつくろう• みんながそれぞれ疑問に思ったことや　
知りたいことを整理してつくろう。

つかむ学習問題を
つくろう 予想して，

学習計画を立てよう

？

わたしたちが選挙で投票できるようになる18才まで，あと何年だろう？

次の
学習や暮

く

らしに

わたしたちの暮
く

らしと日
に

本
ほん
国
こく
憲
けん
法
ぽう
は，

どのようにつながっているのだろう。
にっぽんこく

4

学習したことを生かして，日本や世界のこれからについて考えてみよう。

学習問題の
解決に向けて調べよう• 問題の解決につながる資料を集めよう。

• 資料を読み取り，整理しよう。• 予想と照らし合わせながら調べよう。
• 問題の解決につながるキーワードを見つけよう。

• 最初につくった学習問題を確かめよう。• キーワードを確かめよう。• わかったことを整理しよう。• 学習問題に対する自分の考えを表現しよう。• みんなで，たがいの考えを交流しよう。

学習をまとめよう

みんなで話し合って学習問題をつくることができたかな。

予想をもとにして学習計画を立てることができたかな。

予想と照らし合わせながら調べていくことができたかな。

最初につくった学習問題を解決することができたかな。

学習の進め方をふり返ろう

調べる
学習問題の解決に向けて調べよう

まとめる
学習を
まとめよう

学習したことの中から，
自分が大切だと考えたことを

選んでみよう。

選
せ ん

択
た く

判
は ん

断
だ ん・

次の学習や
暮らしにつなげる
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p.6-7地理

p.2-3,7-9歴史

6ポイント 小学校の学習からスムーズに接続できる
内容・紙面の工夫
　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や学び方を楽しく身に付けることがで
きるページを充実させました。 

巻頭の「地理にアプローチ」では，地図のきまりや地図の使い方，グラ
フの読み取り方などを振り返る活動を取り入れました。

第1章では，小学校で学習した歴史上の人物や文化財，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設定しました。 

巻頭の「公民にアプローチ」では，小学校の情報単元で学習した，テレ
ビやインターネットなど，重要な情報源である各種メディアの特色を振
り返るページを設定しました。特に学習の中で活用することが多い新
聞については，具体的に読み取りを行う活動を取り入れました。

地理

歴史

公民



地理の学習を
始めるにあた

って　Ⅳ

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

◆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。

3 地理的な見方
・考え方

「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
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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1
7の目標」の

考え方も参考
になります。

281280 ◦第４章　地域のあり方
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多摩ニュータウンにおける高齢化問題

多摩ニュータウンの概要

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

問題点と解決策

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

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

高齢者 若者

建て替えに
賛成

・若い人に魅力ある建物をつくってほしい
・耐震工事は必要だと思う

・金銭的な補償が十分ならばよいの
ではないか

建て替えに
反対

・今建て替えたところで、あと何年過ごせる
かわからない

・建て替えの時、一人で引越ししなくてはな
らないのが負担になる

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

ような環境がほしい

・高齢者が多いが、思っていたより若
い人もいる

・車で行けば買い物などは便利

建物

商店街

まとめ

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

段差，階段などの
バリア

費用面の
問題

改築，リファイン，
部分改装

生活が困難に

・移動販売業者との
 連携
・地域交流イベント
 の開催

主婦が団地の中で
買い物

高齢化

商店街の存在意義とは？

購買意欲の減退
ライフスタイルの変化 共働き家庭は休日に郊外の

スーパーでまとめ買い

商店街を
地域の
核に

・治安の維持
・交流の場の提供

小

田
急多摩 線

京
王

相

模原線

15Km

5 Km

八王子市

多摩市
稲城市

川崎市

町田市
市境

ニュータウン区域界

鉄道

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

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

徴
ちょう

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

1   身近な地域の様子をまとめたイラストマップ

地域調査の手引き 7

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

げん
稿
こう
をまとめる。

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

う。
　◦�地域の人や協力いただいた人を招いて，

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

ひ
較
かく
したり関

連づけたりする。
　◦�新たな疑問が生まれたら，さらに追究

してみる。
　◦将来の地域のあり方について提案する。

地域調査の手引き 8

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

けい
載
さい
した

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

2   さくらさんがまとめたポスター

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

イラストマップに表すと，
みんなにわかりやすく
伝えられるね。

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

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

私たちは，さまざまな地域の課題を発見するこ

とができました。しかし，他の班の発表を聞く

と，同じ多
た

摩
ま

ニュータウンの中でも細かい地域によって違
ちが

いがあ

ることもわかります。例えば，多摩センター駅の周りの地域には，

会社やテーマパークなどがあり，それらに勤めている人や観光客

でにぎわっています。また，団地の建て替
か

えを終えた地区と，古

いままの団地が残る地区もありました。そのような地域による違

いを考えて，解決策を考えることが大切だと気づきました。

地域の課題を解決するために，どのような方法

が考えられるのでしょうか。まず，人々が困っ

ていることを具体的に明らかにして，多くの人に伝えることです。

例えば，「持
じ

続
ぞく

可
か

能
のう

性
せい

」の視点から「人口減少や少
しょう

子
し

高
こう

齢
れい

化
か

によっ

て，将来，地域はどうなるのか」というテーマが考えられます。

その際，人口減少や高齢化の割
わり

合
あい

を地区別に色分けすることで，

同じ課題でも，それが強く見られる地域とそうでない地域がある

ことがわかります。その違いの原因を探
さぐ

り，何がどのようになれ

ばよいのか，それをどのように実現するのかを考え，みんなと話

し合いながら解決方法を提案してみましょう。

調べたことを
まとめる

地域の課題が
見えるようにする

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

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

18　教育出版　Socio express 2020 年春号

学習で身に付けた技能や見方・考え方を生かして，地域の実態や課題について，多面的・多角的
に考察・構想し，レポートなどにまとめて地域に発信する学習活動を取り入れています。

学習で身に付けた技能や見方・考え方を生かして，地域の歴史について調査したり，現在・未来
の日本や世界について多面的・多角的に考察・構想し，表現したりする活動を取り入れています。

地理

歴史

p. Ⅳ ,280-281地理

p.289-291歴史

7ポイント
　公民の「終章：私たちが未来の社会を築く」を社会科学習のゴールに見据え，各分野で学習した内容をもと
に，生徒が社会との関わりを意識できる構成にしました。持続可能な社会を創造していく態度を養うことができ
るよう，各分野の特性に合わせて，現代社会の諸課題を取り扱っています。

３分野の学習を通じて，主体的に社会と関わり続ける力を
身に付けられる内容・紙面の工夫

卒業後の
18歳選挙へ

公民的資質の育成と，
社会参画への意欲の醸成
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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

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。

四つの視点とは

『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）。

1

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

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
。
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１.持続可能な未来

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。

　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

ふり返りのイメージ図『私の提案』作成ナビ

◦�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。

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

2SDGsの意義

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!
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小・中学校での社会科学習をふまえ，持続可能な社会の形成にむけて課題を追究し，「私の
提案：自分を変える，社会を変える」を作成して，対話を行う活動を取り入れています。

　新しい社会科教科書では，地理・歴史・公民それぞれの分野の特性に合わせて
SDGs（持続可能な開発目標）について扱われています。なかでも第3学年で学習する
公民の終章には，エシカル消費について掲載されました。社会科の一環としてエシカ
ル消費を学べることは大変意義深いことです。自分たちの暮らしと世界の繋がりを包
括的な視点で考え，消費行動という実践を通じてその学びを生きたものに変えること
ができるからです。世界が抱える課題を主体的に解決していくことができる変化の担
い手を育てるために，SDGsの目標を達成するためにも，エシカル消費は具体的で身
近な手段になるのです。
　未来そのものである生徒たちが，日々の消費行動と世界の繋がりを考え，身近な人
たちだけでなく，見えない他者や，生物・環境にまで思いを馳せることができるよう，私たち大人にもできるこ
とがあるはずです。先生方が生徒たちのよき伴走者となり，よりよい未来をつくる物語を一緒に紡いでいってい
ただけたらと願っています。

公民

p.228-229公民

一般社団法人エシカル協会代表理事
日本ユネスコ国内委員会広報大使

末
すえ

吉
よし

里
り

花
か

生徒たちのよき伴走者として　　～末吉里花さんからのメッセージ

7ポイント
　公民の「終章：私たちが未来の社会を築く」を社会科学習のゴールに見据え，各分野で学習した内容をもと
に，生徒が社会との関わりを意識できる構成にしました。持続可能な社会を創造していく態度を養うことができ
るよう，各分野の特性に合わせて，現代社会の諸課題を取り扱っています。

３分野の学習を通じて，主体的に社会と関わり続ける力を
身に付けられる内容・紙面の工夫

卒業後の
18歳選挙へ

公民的資質の育成と，
社会参画への意欲の醸成
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　地球温暖化は，私が生まれる前から一向に止まらない。特に緑が
少ないコンクリートジャングルの都市部は，ヒートアイランド現象に
より，夏場は猛暑日と熱帯夜が続く，灼熱地獄と化している。対策と
して，建築物の屋上や壁面に緑化が進められている。
　さらに有効な打開策として，私は都市部にあふれる人間を緑化す
る，人間緑化を提案する。人間緑化に最適な植物の苔は，霧吹きで
水をかけると，すぐに葉がひろがり光合成を始め，二酸化炭素を吸
収し，新鮮な酸素を生み出す。 　
　さあ，霧吹きを手に，人間緑化を拡げよう！
　世界中の人々に人間緑化が浸透し，心までもが緑化されて潤った
とき，地球温暖化は必ず止まる。 （中学3年）

人間緑化

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

2020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（2020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18回

応募者全員に
参加賞が
もらえるよ!

「地球となかよし」事務局

https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/
応募の決まりなど詳しくはホームページを見てね

◎主催／教育出版
◎後援／環境省，日本環境協会，日本環境教育学会，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。
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