
●指導書Web
サポート

評価問題（テスト例）、図版集、
ワークシートなどが利用できます。
授業準備や評価に最適です。
※指導書の購入が必要になります。

●統計情報
日本や世界の面積、人口、
産業、貿易などの統計資料が
閲覧できます（合計 350 項目以上）。

●写真ライブラリー
日本・世界の高解像度の
写真データをダウンロード
できます。
（世界 108 カ国、47 都道府県）

●白地図
世界・日本のさまざまな地域の
白地図がダウンロードできます。
テスト作成などに最適です。

●定期冊子の
バックナンバー

年２回発刊する「社会科のしおり」の
バックナンバーが閲覧できます。
評価に関する情報や、授業実践例、
ICT 活用の実践例も豊富です。

●サポート資料・
ワークシート

授業実践例や指導法などの
資料を分野・単元ごとにまとめて
おります。授業準備やご研究に最適です。

● Teikoku LABO
端末を活用し、生徒が主体的に学習できる
デジタルコンテンツを研究開発し、公開して
いきます。「中学校社会科Web」

よりお入りください。

中学校指導書Web サポートのご利用方法

③ご利用になる書目の表紙をクリック
してください。

中面をご覧ください。

帝国書院 Web会員登録のご案内
下記のコンテンツをご利用いただけます。→ 登録方法はこちらをご覧ください。➤

帝国書院

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-29

TEL 03-3262-4795（代） URL https://www.teikokushoin.co.jp/

中中学学校校のの

先先生生方方へへ

②「中学校Webサポートパスワードの
ご登録はこちら」をクリックします

「中学校Webサポートパスワードのご登録はこちら」という
バナーをクリックしてください。



はじめに
　新学習指導要領とも呼ばれてきた平成29年告
示学習指導要領も、その後６年が経過するに及
び、その趣旨を踏まえた授業づくりが進みつつ
あるようです。ただ、「社会に開かれた教育課
程」として、子供たちの資質・能力を育むこと
を旨とした、この度の学習指導要領改訂は、あ
る意味、大改訂であって、これからが正念場と
も思われます。
　ここではそのような視座に立ちつつ、本来不
易の課題であるカリキュラム・マネジメントを
踏まえた、中学校社会科における分野間連携の
必要性を、皆さんとともに改めて考えてみたい
と思います。

１．�学校種を繋ぐ�
カリキュラム・マネジメント

　現在教職に就いている多くの皆さんにとって、
「社会科系教科（社会科及び地理歴史科・公民
科）」と呼ばれるこの教科は、小学校から中学
校に至る過程で三つの分野に分けられ、さらに
高等学校では、教科・科目に細分されるなど、
学びを重ねていく中で細かく専門化される教科
だと映るかもしれません。ある意味それは真実
であり、その実態を否定するものではありませ
んが、しかし、今般の改訂では、この社会科系
教科を単に細分化、専門化されていくものとは
捉えず、学校種という縦軸と分野や科目という
横軸を、しっかり関連付けることを求めていま
す。
　昨今よく耳にする「スパイラルな学び」とい

う言葉がありますが、これは社会科系教科にお
いても当てはまります。小・中学校ともに社会
的事象を扱いながらも、小学校の「総合社会
科」としての複合的な視座からの学びを経て、
中学校では三つの分野からなる多面的・多角的
な視座からの学びへと、学校種や学年、分野に
よって学びの断絶が生じない、視座を変えつつ
も重層的に繋がる学びが期待されます。さらに、
このスパイラルな学びが高等学校の地理歴史
科・公民科にも繋がることは、中学校社会科三
分野の延長上に、三つの必履修科目（地理総
合・歴史総合・公共）が新たに設置されたこと
からも明らかです。
　そこでまずはザックリとで結構なので、小学
校で何をどのように学んできたのか、高等学校
で何をどのように学ぶことになるのかを確認し
てみましょう。その上で、小学校から受け取っ
たバトンをいかに高等学校に受け渡せばよいの
か、小・中・高等学校と学校種を繋ぐ社会科系
教科のカリキュラム・マネジメントを意識した、
中学校社会科ならではのカリキュラム・デザイ
ンを描くことが重要です。

２．中学校社会科における分野間連携

　それでは、次に中学校社会科の分野間連携へ
と話を進めましょう。
　中学校社会科の分野構造は、他の学校種とは
異なる特徴的な構造をもっています。言わずと
知れた「（変形）π型」構造です。もちろん、
この構造の是非については意見の分かれるとこ
ろでしょうが、ここではそれはひとまず置き、

あくまでもその構造下での留意点について、話
を進めていきたいと思います。
　この教科構造によって期待されるのは、一つ
には地理的分野と歴史的分野の併修という複合
性、そしてもう一つには、それらの上に立った
公民的分野の学習という段階性です。
　前者に関して、地理的分野と歴史的分野を別
個のものと捉えるのではなく、各学年内で両分
野を往還させて学習を進めるというこの仕組み
では、多くの学校において、同一の教員が地理
的分野も歴史的分野も教えることになります。
このことは、必然的に両分野を関連付けた授業
展開とし、時間と空間を密接不可分の視点とし
て位置付け易いというメリットに繋がります。
この中学校独自の履修形態の意味をしっかりと
受け止め、両分野の関連付けを最大限に生かせ
る時間割をどう組めばよいのか、地域的特色を
追究するに当たっての歴史的背景、歴史に関わ
る事象の指導に当たっての地理的条件を、どの
ように位置付ければよいのかといったことを検
討することが大切です。
　次に、後者についてですが、地理的分野や歴
史的分野での蓄積を踏まえることはもちろんで
すが、場合によっては、それまでの両分野の学
習では敢えて継続課題として保留しておき、公
民的分野で満を持して考察、構想させるといっ
た授業も考えられます。時間や空間に関わる諸
情報のみでは追究、解決し難い事柄について、
対立と合意、効率と公正などの視点に着目させ
て、多面的・多角的に考察、構想させるといっ
た展開です。地理と歴史の各分野内で性急な解
決を求めることなく、中学校社会科学習のまと
めとなる公民的分野の学習へと生徒自身の課題
意識を繋いでいくことも、真に課題を追究した
り解決したりする活動の一つとして、意味ある
ことと思われます。
　なお、これらのことは、いずれも右上に示し
た学習指導要領の「指導計画の作成と内容の取

扱い」において言わんとすることであり、その
意図するところを汲み取った上での授業展開が
求められます。

⑴�学習指導要領解説社会科編に示された� �
「参考資料２」の意義と意味
　それではこれから、各分野間の主要な連携場
面について考えてみたいと思います。
　いかなる場面で分野間連携を図るかは、生徒
実態、学校実態を踏まえて、これまでも創意工
夫が重ねられており、生徒の興味・関心、課題
意識を喚起し得る、各学校ならではの工夫がな
されていようかと思います。本稿では、そのよ
うな実践の前提として、学習指導要領解説など
の公的に示された資料から窺える連携場面につ
いて言及、解説したいと思います。
　今回の中学校学習指導要領解説社会編（以下、
「解説」という。）では、新たに「参考資料２」
として「小・中学校社会科における内容の枠組
みと対象」と題する一覧表（次頁）を掲載して
います。これについては、小学校の側からは小
学校社会科の学習内容がどのように中学校各分
野へと繋がっていくのかを、中学校の側からは
中学校各分野の学習の前段として小学校社会科
ではどのような学びの蓄積があるのかを、相互
に確認するといった役割をもたせたものです。

１⑵ 小学校社会科の内容との関連及び各分野
相互の有機的な関連を図るとともに、地理的
分野及び歴史的分野の基礎の上に公民的分野
の学習を展開するこの教科の基本的な構造に
留意して、全体として教科の目標が達成でき
るようにする必要があること。

⑶ 各分野の履修については、第１、第２学年
を通じて地理的分野及び歴史的分野を並行し
て学習させることを原則とし、第３学年にお
いて歴史的分野及び公民的分野を学習させる
こと。各分野に配当する授業時数は、地理的
分野115単位時間、歴史的分野135単位時間、
公民的分野100単位時間とすること。これら
の点に留意し、各学校で創意工夫して適切な
指導計画を作成すること。

中学校社会科における
 分野間連携の必要性

兵庫教育大学　濵野清

中学校社会科における
 分野間連携の必要性
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参考資料２ 小・中学校社会科における内容の枠組みと対象
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内容の枠組み
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「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説社会編」pp.184-185
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　ここではそれに加えて、中学校社会科の分野
間の繋がりに注目したいと思います。例えば、
地理的分野では、併修となる歴史的分野に関
わっては、前頁の「参考資料２」にあるように、
Ｃ⑶「日本の諸地域」において「地域の伝統や
歴史的な背景を踏まえた」学習や、Ｃ⑷「地域
の在り方」において「地域の変容」に関わる学
習を行うなど、日本や地域の歴史的背景に留意
すべきことが読み取れます。また、地理的分野
履修後に学ぶ公民的分野に関わっては、Ｂ⑵
「世界の諸地域」やＣ「日本の様々な地域」の
各中項目において、経済・産業や国際関係と
いった現代社会の仕組みや働きを視野に、両分
野の階層性を踏まえるべきことが読み取れます。
　もちろん、ここに掲載されているものは、一
覧表に示すという制約下での、学習指導要領の
本則上に記載された事項を基に作成したもので
すから、既述のとおり、ここに示されたものを
参考にしつつ、各学校において創意工夫された
授業計画を構想することが期待されます。
⑵�学習指導要領解説総則編に示された� �
「付録６」の意義と意味
　続いては、各分野間で具体的に連携すべき教
育内容について、学習指導要領（平成29年告
示）解説総則編に取り上げられた事例を基に触
れたいと思います。総則編の巻末には、「付録
６」として「現代的な諸課題に関する教科等横
断的な教育内容」と題する資料が掲載されてい
ます。ここには、教科等を越えて連携が求めら
れる13の教育内容が示されていますが、このう
ち中学校社会科の各分野に関連するものは、右
上の表に示すとおりです。
　社会的事象を扱う教科である社会科に対して、
「現代的な諸課題に関する」教育内容の実践が
求められることは当然のことでしょうが、13の
うち11の教育内容において社会科の関与が期待
されていることは、特筆すべきことであろうと
思います。ここではこのうち社会科三分野全て

の関与が期待される三つの教育内容について、
教科書の実際の記載例も取り上げつつ、掘り下
げていこうと思います。
①「主権者に関する教育」での連携

　今回の改訂において育成を目指す資質・能力
が三つの柱として整理されたことに伴い、中学
校社会科改訂の基本的な考え方として、「主権
者として、持続可能な社会づくりに向かう社会
参画意識の涵養やよりよい社会の実現を視野に
課題を主体的に解決しようとする態度の育成」
が謳われています。このことは、今回の改訂に
先立って選挙権年齢が引き下げられ、その後成
人年齢も引き下げの方向で議論されるに及び、
主体的に政治に参加することについての自覚が
強く求められたことに起因するものです。この
基本的な考え方を受けて、各分野においては、
授業の根底にそのことを位置付け、分野ごとに
適切な場面を設定してその充実を図ることとさ
れています。そこで「付録６」においては、上
掲のとおり、直接、政治に関わる事象を取り扱
う公民的分野のＣ「私たちと政治」はもちろん

「主権者に関する教育」の各分野該当項目
　〔地理的分野〕Ｃ⑷
　〔歴史的分野〕Ｂ⑴、Ｃ⑴、Ｃ⑵
　〔公民的分野〕Ｂ⑵、Ｃ⑴、Ｃ⑵

のこと、地理的分野のＣ⑷「地域の在り方」や
歴史的分野のＣ「近現代の日本と世界」などに
おいても、その取扱いが求められています。
②「郷土や地域に関する教育」での連携

　「郷土や地域」は、それぞれに多義的であり、
それをどこまでの範囲とするかは解釈の分かれ
るところですが、多用される「地域」はともか
く、「郷土」に関しては、歴史的分野での記載
によれば、「自らが生活する地域」、あるいは社
会科三分野のいずれでも使用される「身近な地
域」として示されています。
　この「身近な地域」に関する項目間の関連付
けについては、上掲のとおりですが、それぞれ
の「解説」においてもそれが謳われています。
まず、地理的分野では、Ｃ⑴「地域調査の手
法」において、「例えば、歴史的分野の内容の
Ａの「⑵身近な地域の歴史」と関連付けて…」
とあり、また、歴史的分野では、Ａ⑵「身近な
地域の歴史」において、「指導計画の作成に当

「郷土や地域に関する教育」の各分野該当項目
　〔地理的分野〕Ｃ⑴、Ｃ⑶、Ｃ⑷
　〔歴史的分野〕Ａ⑵
　〔公民的分野〕Ｄ⑵

たっては、『地理的分野との連携』や『公民的
分野との関連』（内容の取扱い⑴キ）にも配慮」
とあります。さらに公民的分野では、地域社会
をも対象とするＤ⑵「よりよい社会を目指し
て」において、「指導に当たっては、公民的分
野で学習してきた成果の活用に加えて、『地理
的分野及び歴史的分野の学習の成果を活用する
とともに、これらの分野で育成された資質・能
力が、更に高まり発展するようにすること』
（内容の取扱い⑴ア）に留意することが必要」
と記述されています。
　ただし、これらは「身近な地域」という空間
的な枠組みについての言及であり、生徒が生活
し、学校が所在するその枠組みにおいて、どの
ような事象、事物や課題を取り上げて、どのよ
うな繋がりをもって授業を展開するかは、各学
校での創意工夫が求められます。
　例えば、持続的な社会づくりにとっていずれ
の「地域」でも課題となる「自然災害（防災）」
を例にとり、実際に帝国書院刊行の教科書を眺
めると、次のような展開が考えられます。
　まず、地理的分野において、下部に示す「日
本のさまざまな自然災害、自然災害に対する備

中学校学習指導要領解説総則編付録６
「現代的な諸課題に関する教科等横断
的な教育内容」として示された13の教
育内容のうち、社会科各分野について
触れた11の教育内容の記載分野の内訳

地
理
的
分
野

歴
史
的
分
野

公
民
的
分
野

伝統や文化に関する教育 〇 〇
主権者に関する教育 〇 〇 〇
消費者に関する教育 〇
法に関する教育 〇
知的財産に関する教育 〇
郷土や地域に関する教育 〇 〇 〇
海洋に関する教育 〇
環境に関する教育 〇 〇 〇
心身の健康の保持増進に関する教育 〇
食に関する教育 〇 〇
防災を含む安全に関する教育 〇 〇

▲「社会科 中学生の地理」pp.148-149
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火山は日本の美しい景観も生み出しています。

　　　　　　　　日本は，毎年のように梅
つ
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などによる大雨

に見
み

舞
ま

われることから，気象災害も多い国です。川

や海の周りの低い土地にたくさんの人が住んでいることも，多くの
気象災害が起こる原

げん

因
いん

となっています。台風の通り道になりやすい
地域では，強風や高

たか

潮
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による被害，大雨による洪
こう

水
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や土
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石
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流
りゅう

などが
起こることも珍

めずら

しくありません。

　一方，雨が十分に降
ふ

らなかった年には，水不足に悩
なや

まされること
があります。また，東北地方では，やませ の影

えい

響
きょう

で夏の気温が上

がらず，稲
いね

などの農作物に被害が出て冷害となることもあります。

雪の降る地域では，大雪で交通網
もう

や建物への被害が起こることもあ
ります。特に，雪に慣

な

れない地域で大雪が降ると，交通機関などが
使えなくなり，まれに町全体の孤

こ

立
りつ

を招
まね

きます。
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象
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⓾

日本で発生することの多い自然災
さい

害
がい
を挙げよう。

身近な地域で発生する可
か
能
のう
性
せい
があ

る自然災害について，地形や気候
の特

とく
徴
ちょう
を踏

ふ
まえて説明しよう。

確認
しよう

説明
しよう

1 火
か

山
ざん

が大規
き

模
ぼ

な噴
ふん

火
か

を起こしたとき，火口
から噴

ふん

出
しゅつ

した高温のガスが，火
か

山
ざん

灰
ばい

などと共に
高速で流れる現

げん

象
しょう

のことを火
か

砕
さい

流
りゅう

といいます。

8　噴
ふん
火
か
する霧

きり
島
しま
山
やま
（鹿児島・宮崎県，2017年撮

さつ
影
えい
）6

8　豪
ごう
雨
う
による浸

しん
水
すい
被
ひ
害
がい
（岡山県，倉

くら
敷
しき
市，2018年 7月撮

さつ
影
えい
）9

8　大雪で動けなくなった自動車（福井県，坂
さか

井
い
市，2018年 2月撮

さつ
影
えい
）

⓾

6　火
か
山
ざん
の恵

めぐ
みと火山

災
さい
害
がい
　火山は，温

おん
泉
せん
や，

発電に利用できる地
ち
熱
ねつ
な

どの恵みももたらします。

7

溶岩流

温泉

カルデラ

マグマ

火山灰の降下

土石流土石流 火砕流火砕流

噴石

か さいりゅう

ようがんりゅう

ふんせき か ざんばい　　こう か

地熱
発電所

8　さまざまな気
き
象
しょう
災
さい
害
がい

8

地すべり

土石流

崖崩れ

洪水

高潮

がけくず

こうずい

たかしお

日
本
の
地
域
的
特
色

2
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学習
課題

日本で発生する自然災
さい
害
がい
は，地形や気候とどのような関係がある

のだろうか。日本のさまざまな
自然災

さい

害
がい4

5

10

　　　　　　　　　　日本は，環
かん

太
たい

平
へい

洋
よう

造
ぞう

山
ざん

帯
たい

に位置しているため
地
じ

震
しん

が多く，各地に分
ぶん

布
ぷ

する火
か

山
ざん

の活動も活発 

です。大地震が発生すると，地震の揺
ゆ

れによって建物が壊
こわ

れたり，

山崩
くず

れや液
えき

状
じょう

化
か

の現
げん

象
しょう

などが発生したりして大きな被
ひ

害
がい

が生じるこ
とがあります。地震によって海底の地形が変形した場合には，津

つ

波
なみ

が発生することもあり，2011 年に起きた東北地方太
たい

平
へい

洋
よう

沖
おき

地
じ

震
しん

（東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

）では，沿
えん

岸
がん

部に大きな被害がもたらされました。

　日本は，世界的にみても火山が多い国です。火山の周辺では，噴
ふん

火
か

により火
か

山
ざん

灰
ばい

や溶
よう

岩
がん

が噴
ふん

出
しゅつ

したり，火
か

砕
さい

流
りゅう

が発生したりして，

人々の生命が危
き

険
けん

にさらされることもあります。しかし一方で，国

立公園の半分以上が火山と関係していることからも分かるように，

地
じ

震
しん

と火
か

山
ざん

災害
が多い日本

↓p.142

4

1

5

2

1

，6 7

8　熊本地
じ
震
しん
で被

ひ
害
がい
を受けた熊本城

じょう
の石

いし
垣
がき
（熊本県，熊本

市，2016年撮
さつ
影
えい
）

1 8　東北地方太
たい
平
へい
洋
よう
沖
おき
地
じ
震
しん
（東

ひがし
日
に
本
ほん
大
だい
震
しん
災
さい
）によって発生した津

つ
波
なみ
が堤

てい
防
ぼう
を越

こ
え

る様子（岩手県，宮
みや
古
こ
市，2011年撮

さつ
影
えい
）

2

8　東北地方太
たい
平
へい
洋
よう
沖
おき
地
じ
震
しん
で生じた液

えき
状
じょう
化
か
（千

葉県，浦
うら
安
やす
市，2011 年撮

さつ
影
えい
）　液状化は，地

震の震
しん
動
どう
により水と砂

すな
を多く含

ふく
む地面が一時的

に液体のようになる現
げん
象
しょう
です。

5

8　日本列島周辺のプレート　日本列島の周辺
には四つのプレートの境

きょう
界
かい
が集中しているため，

プレートどうしがぶつかり合う力によって地
じ
震
しん

が発生しやすくなっています（→p.142）。

3

北アメリカ
プレート

太平洋プレート

フィリピン海
プレート

海ナ
シ
東

日 本 海

太 平 洋

ユーラシアプレート

溝海
島
諸
西南

溝
海
原
笠
小
・
豆
伊

わ
ら

が
さ

お

ず

い

溝
海
本
日

6　主な火山と地
じ
震
しん
の震

しん
源
げん
地
ち

〈理科年表 
2020，ほか〉　　　　　   火山と震源地の
位置に注目しよう。

4
資料活用

▲▲

▲
▲
▲

▲

▲▲▲

▲

▲
▲▲

▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲▲

▲
▲
▲
▲▲

▲
▲

▲
▲

▲

▲

大島

（普賢岳）
雲仙岳

霧島山

桜島

▲

▲

北海道東方沖
M8.2（1994年）

北海道胆振東部
M6.7（2018年）

北海道南西沖
M7.8（1993年）

日本海中部
M7.7（1983年）

濃尾
M8.0

（1891年）
鳥取県西部

M7.3（2000年）

熊本
M7.3
（2016年）

福岡県西方沖
M7.0（2005年）

南海 M8.0（1946年）

関東
M7.9（1923年）

東北地方太平洋沖
M9.0（2011年）

岩手・宮城内陸 M7.2（2008年）

十勝沖 M8.0（2003年）

兵庫県南部
M7.3（1995年）

なんかい

のう び

と かち

きりしまやま

さくらじま

おおしま

たいへいよう

ふ げんだけ

うんぜんだけ

い ぶり

主な火山▲

地震の震源地（1885年以降）
じ しん しんげん ち

マグニチュード8.0以上

マグニチュード7.0～8.0
（図中のMはマグニチュード）

0 200km

日本の周辺では，
大きな地

じ
震
しん
が

こんなにたくさん
起きているんだね！

小学校⃝歴史⃝公民との関連 自然災害：地震・津波・風水害・火山災害・雪害（小）148

−5− −6−



え（pp.148-153、以下、帝国書院刊行の教科書
中の該当ページを示す。）」において国内の自然
災害の実態や災害への対応を学んだ後、Ｃ⑶
「日本の諸地域」において自分たちが居住する
地方の自然環境等について学習を深めます。こ
の時、教科書では、例えば、関東地方では「都
市型の水害に備える取り組み（p.239）」のよう
に、七地方いずれにおいても「防災」に関わる
コラムがありますので、これを基に自らの生活
圏に引き寄せた展開を図ることが考えられます。
その上で、Ｃ⑷「地域の在り方」を考える学習
へと続くわけですが、この教科書の中で対象と
している「京都市」を、自分たちの住むまちに
置き換え、「〇〇市では、かつて、どのような
自然災害に見舞われたのだろうか。また、これ
らの災害に備えて、どのような取り組みが大切
だろうか（p.287）」という視点から構想するこ
とが可能です。

　これを受けて、歴史的分野では、地理的分野
との併修の中で、右上に示す「自然を生かした
信玄堤（p.87）」、「森林伐採と植林（p.127）」、
「現代社会の見直しを迫った東日本大震災
（p.283）」などのコラムを活用する中で、身近
な地域における類似の事例や課題に引き寄せた
展開とすることが考えられます。
　その上で、公民的分野では、右上の「防災備
蓄倉庫の新設を考えてみよう（p.17）」などの

▲「社会科 中学生の地理」p.239

　近年，集
しゅう
中
ちゅう
豪
ごう
雨
う
や局地的大雨によって，都市型の水害が起こりやすくなっ

ています。都市部では，自然を改変して住
じゅう
宅
たく
地や道路を整

せい
備
び
したので，地面

の多くがアスファルトやコンクリートで覆
おお
われています。そのため，雨水が

地下にしみこみにくく，雨量が下水道や遊水地などの排
はい
水
すい
処
しょ
理
り
能
のう
力
りょく
の限

げん
界
かい
を

短時間のうちに超
こ
えると，氾

はん
濫
らん
や浸

しん
水
すい
が生じやすくなります。

　こうした都市型の水害を防
ふせ
ぐ取り組みの一つに，地下に設

せっ
置
ち
される調節池

や放水路などがあります。例えば，埼玉県東部の春
かす
日
か
部
べ
市内の地下には，総

そう

延
えん
長
ちょう
約6.3kmにわたる首

しゅ
都
と
圏
けん
外
がい
郭
かく
放水路が建

けん
設
せつ
されました。この放水路は，

大雨などであふれそうになった中
なか
川
がわ
などの水を一時的に貯

ちょ
水
すい
し，江

え
戸
ど
川
がわ
に排

水することで，中川・綾
あや
瀬
せ
川
がわ
流
りゅう
域
いき
の洪
こう
水
ずい
被
ひ
害
がい
を防ぐ役

やく
割
わり
を担

にな
っています。

未来に向けて

都市型の水
すい

害
がい

に備
そな

える取り組み防災

0 25km

首都圏外郭放水路

千葉

千葉

茨城

江
戸
川

鬼
怒
川

中
川

綾
瀬
川

東京

春日部

埼玉

荒川東京

中川・綾瀬川
流域 利根川
いたま

48　首
しゅ
都
と
圏
けん
外
がい
郭
かく
放水路（左）

（埼玉県，春
かす
日
か
部
べ
市，2015

年撮
さつ
影
えい
）とその位置（上）

7

学習を経て、社会科全体のまとめとして「課題
の探究（pp.203-210）」を進める中で、次頁に
示す「防災・減災を通じた社会参画（巻末2-
３）」の在るべき姿、在るべき地域（郷土）像
について構想し、提言にまとめるといった展開
が考えられます。

　なお、帝国書院の社会科三分野の教科書では、
既に紹介のとおり、「未来に向けて」と題する
持続可能な社会づくりに関わる取組をテーマと
したコラムが、それぞれに設定されています。
地域の課題との関わりが深いこれらのテーマを
分野間で結び付けて、学習の深化、発展を図る
ことも、課題解決の手法を学ぶ有効な手段の一
つであろうと思われます。
③「環境に関する教育」での連携

　こと「環境」に関しては、地理的分野におけ
る捉え方と、歴史的分野や公民的分野における
それとに若干の違いが見られます。すなわち前
者は広義で解釈される、私たちを取り巻く自然
環境や社会環境といった全般的な概念で括られ
ているのに対し、後者はそこで生起している課
題、すなわち環境問題に特化して示されていま
す。このことは、まずは地理的分野の各項目の

「環境に関する教育」の各分野該当項目
　〔地理的分野〕Ｂ⑴、Ｃ⑴、Ｃ⑵、Ｃ⑶、Ｃ⑷
　〔歴史的分野〕Ｃ⑵
　〔公民的分野〕Ｂ⑵、Ｄ⑴

▲「社会科 中学生
の歴史」p.87

▲「社会科 中学生の歴史」
p.127

▲「社会科 中学生の公民」p.17

▲「社会科 中学生の公民」巻末2-3

学習において、地理ならではの視点である、
「人間と自然環境との相互依存関係」などに着
目した学びを積み重ねることで、環境に関する
基盤となる理解を得ることを意味しています。
もちろん、地理的分野の中でも環境問題は扱う
わけですが、それを歴史的分野の最後の中項目
Ｃ⑵「現代の日本と世界」においても取り扱う
ことで、地歴併修の学びのまとめとして、「地
球環境問題への対応などを取り扱い、これまで
の学習と関わらせて考察、構想させるようにす
ること（内容の取扱い）」が達成されます。こ
の流れは、さらに公民的分野へとつながり、Ｂ
⑵「国民の生活と政府の役割」で「公害の防止
など環境の保全」についての意義を理解するこ
と、Ｄ⑴「世界平和と人類の福祉の増大」で
「地球環境問題、…の解決」のための国際協力
の大切さを理解することへと結び付いていきま
す。このように、三年間の見通しをもって環境
とそれに関わる課題の理解を深めるといったス
トーリーを、生徒自身が描けるようにすること
が期待されます。

B.C.

A.D.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

縄
文

弥

　生

古

　墳

飛

　鳥

奈
良

平

　
　安

鎌

　倉

南
北
朝

室 

町

戦

　国

江

　戸

明
治
大正

昭
和

平成

令和

安土
桃山

上杉
うえすぎ 伊達

（↓p.6）

だ　て

北条
ほうじょう

織田
お　だ

浅井
あざ い

毛利
もう  り

尼子
あま  ご

三好
み よし

朝倉
あさくら

長宗我部
ちょう そ　か　べ

龍造寺
りゅうぞう じ

武田
たけ  だ

今川
いまがわ

六角
ろっかく

佐竹
さ たけ

大友
おおとも

島津
しま づ

京都

最上
も がみ

さいとう
斎藤

小田原

一乗谷

織田
お　だ

大友
おおとも 守護大名から

戦国大名になったもの
守護大名の家来や地方
の有力武士などから
戦国大名になったもの

しゅ　ご

け らい

ぶ　し

� ���km

86各地の主な戦
せん
国
ごく
大
だい
名
みょう
（1560〜72）

5

10

15

名やその家来，地方の有力武士であった者など，さまざまでした。

こうした戦国大名などが，領国支配の拡
かく

大
だい

を目指して各地で争いを
続けた15世紀末からの約100年間を，戦

せん

国
ごく

時
じ

代
だい

といいます。戦国大

名は荘
しょう

園
えん

領
りょう

主
しゅ

の支配を否
ひ

定
てい

し，領国内の荘園を次々に奪
うば

ったため，

天皇や公
く

家
げ

・大寺社の力は，急速に弱まっていきました。

　戦国大名は強力な軍隊を作り，各地に堅
けん

固
ご

な城や とりで を造
つく

り
ました。産業や経

けい

済
ざい

の発
はっ

展
てん

にも力を入れ，武
たけ

田
だ

信
しん

玄
げん

によって築
きず

かれ
た堤

てい

防
ぼう

をはじめ，大規
き

模
ぼ

な治水・かんがい工事を行い，耕
こう

地
ち

を広げ，

年
ねん

貢
ぐ

などの収
しゅう

入
にゅう

を増
ふ

やしました。また石
いわ

見
み

銀
ぎん

山
ざん

（島根県）など，金

山・銀山の開発にも力を入れました。そして，朝
あさ

倉
くら

氏の一
いち

乗
じょう

谷
だに

（福

井県），北
ほう

条
じょう

氏の小
お

田
だ

原
わら

（神奈川県）などに代表されるような城
じょう

下
か

町
まち

をつくり，城の周
しゅう

囲
い

に家臣を住まわせ，商工業者たちを呼
よ

び寄
よ

せま
した。さらに，律

りつ

令
りょう

や御
ご

成
せい

敗
ばい

式
しき

目
もく

とは別に分
ぶん

国
こく

法
ほう

とよばれる独自の
法
ほう

律
りつ

を作り，領国内の武士や農民らを厳
きび

しく統
とう

制
せい

しようとしました。

16世紀後半になると，戦国の世を終わらせるため全国統
とう

一
いつ

を目指

す戦国大名が現れるようになります。

↓p.60

↓p.106

4

5

↓p.101

8

⓾

↓p.102ア

↓p.38 ↓p.65 史料

↓p.104

未来に向けて

環境

　武田信玄は，甲
こう

府
ふ

盆
ぼん

地
ち
（山梨県）の

釜
かま

無
なし

川と合流する御
み

勅
だ

使
い

川の流れを
大きな岩にぶつけて弱め，氾

はん
濫
らん

を堤
てい

防
ぼう

で防ぎました。これにより，繰
く

り
返し発生していた洪

こう
水
ずい

の被
ひ

害
がい

を無く
すことに成功し，江

え
戸
ど

時代には新田
開発が盛

さか
んに行われました。

自然を生かした信
しん

玄
げん

堤
づつみ

64武
たけ
田
だ
信
しん
玄
げん
（1521〜73）

〈和歌山県 高野山 持明院蔵〉

新しい川の流れ

古い川の流れ

高
岩

た
か
い
わ

信
玄
堤（
霞
堤
）

信
玄
堤（
霞
堤
）

か
す
み
づ
つ
み

釜無川
かまなしがわ

御勅使川
み　だ　い がわ

古い川の流れは直進し
て氾濫し，甲府盆地は
洪水に襲われました。

はんらん こう  ふ  ぼん ち

こうずい おそ
下流へ

堤防
ていぼう

25信
しん
玄
げん
堤
づつみ
　これらの堤

てい
防
ぼう
は江

え
戸
ど
時代

にかけてしだいに造
つく
られました。

87毛
もう
利
り
元
もと
就
なり
（1497〜

1571）〈山口県 重要文化
財 毛利博物館蔵〉

88朝
あさ
倉
くら
義
よし
景
かげ

（1533〜73）
〈福井県 心月寺蔵〉

89上
うえ
杉
すぎ
謙
けん
信
しん
（1530〜

78）〈山形県上杉博物館蔵〉

8⓾北
ほう
条
じょう
早
そう
雲
うん
（1432〜

1519）〈神奈川県 早雲寺蔵〉

8�今
いま
川
がわ
義
よし
元
もと
（1519〜

60）〈静岡県 臨済寺蔵〉
8�島

しま
津
づ
貴
たか
久
ひさ
（1513〜

71）〈鹿児島県 尚古集成館蔵〉

一、本
ほん

拠
きょ

である朝
あさ

倉
くら

館
やかた

のほか，国の中に城
を構

かま

えさせてはならない。領地のある
者はすべて一

いち

乗
じょう

谷
だに

に移
い

住
じゅう

し，村には代
だい

官
かん

くらいを置くべきである。
� 〈『朝倉孝景条々』より，一部要約・抜粋〉

一、今
いま

川
がわ

家の家
か

臣
しん

が，自分かってに，他国
より嫁

よめ

や婿
むこ

を取ること，他国へ娘
むすめ

を嫁
に出すことを，今後は禁止する。

� 〈『今川仮名目録』より，一部要約・抜粋〉

一、けんかをした者は，いかなる理由によ
るものでも，処

しょ

罰
ばつ

する。
�〈『甲州法度之次第』※より，一部要約・抜粋〉
� ※武

たけ
田
だ
氏
し
の家法です。

分
ぶん
国
こく
法
ほう

どのような人が戦
せん

国
ごく

大
だい

名
みょう

となっ
たのか，本文から書き出してみ
よう。

守
しゅ

護
ご

大名と戦国大名の違
ちが

いを
「領

りょう
国
ごく

」「荘
しょう

園
えん

」「分
ぶん

国
こく

法
ほう

」の言葉を
使って説明してみよう。

確認
しよう

説明
しよう
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未来に向けて

森林伐
ばっ

採
さい

と植林環境
　林業の発達や新田開発の進

しん
展
てん

は，森
林の減

げん
少
しょう

という問題を引き起こしまし
た。森林の急

きゅう
激
げき

な伐採が行われた地
ち

域
いき

では，頻
ひん

繁
ぱん

に土
ど

砂
しゃ

災
さい

害
がい

が起こるように
なりました。こうした状

じょう
況
きょう

を受け，幕
ばく

府
ふ

も対
たい

策
さく

に乗り出し，森林資
し

源
げん

を守る
ため，植林を行うようになりました。

歴史
プラス

木
も
綿
めん
から広がる諸

しょ
産業

　加工や染
せん

色
しょく

がしやすい木綿は，江
え

戸
ど

時
代になって各地で作られるようになり，
庶
しょ

民
みん

にまで広がって人々の生活を豊
ゆた

かに
しました。木綿の広がりは，原材料であ
る綿花や，木綿を染

そ
めるための藍

あい
，それ

らの肥
ひ

料
りょう

となる干
ほし

鰯
か

など，木綿の栽
さい

培
ばい

か
ら加工までに関係する多くの産業の活

かっ
性
せい

化と特産化にもつながりました。全国に
広がったそれらの特産物を運ぶため，海
運も活発になりました。これらの特産物
は，農家の新たな収

しゅう
入
にゅう

となりました。

5

10

15

幕
ばく

府
ふ

・大
だい

名
みょう

や農民が米の生産量
を増

ふ
やすために行ったことを，そ

れぞれ本文から書き出してみよう。

各地で特産物の生産が盛
さか

んに
なった理由を，貿

ぼう
易
えき

統
とう

制
せい

と関連
づけて説明してみよう。

確認
しよう

説明
しよう

安定し，需
じゅ

要
よう

が高まってくると，日用品の生産や加工を進める動き
は各地に広がり，それぞれの風土に合った作物が特

とく

産
さん

物
ぶつ

として生産
され始めました。なかでも，木

も

綿
めん

は庶
しょ

民
みん

の衣料の中心となり，綿
めん

花
か

の栽
さい

培
ばい

が広がりました。やがて，特産物の一部が領外へ売られるよ
うになり，その後の商業発達の大きな原動力となっていきました。
　　　　　　　　　漁業の技術も発達し，海産物も特産物として各

地で取り引きされました。畿内の先進的な漁業技
術が広まり，釣

つ

りによる漁だけでなく，改良が進んだ網
あみ

による漁が
各地で行われました。また，九

く

十
じゅう

九
く

里
り

浜
はま

（千葉県）で取れたいわしは，
干鰯に加工され，肥料として木綿の栽培地を中心に各地に売られまし
た。紀

き

伊
い

（和歌山県）や土
と

佐
さ

（高知県）では捕
ほ

鯨
げい

やかつお漁が行われ，
塩も赤

あこ

穂
う

（兵庫県）など瀬
せ

戸
と

内
うち

で大規
き

模
ぼ

に生産されました。
　鉱

こう

業
ぎょう

では，採
さい

掘
くつ

や精
せい

錬
れん

技術が進歩したことで，佐
さ

渡
ど

金
きん

山
ざん

（新潟

県）・石
いわ

見
み

銀
ぎん

山
ざん

（島根県）・生
いく

野
の

銀山（兵庫県）などで開発が進みまし
た。産出された金銀などは幕府の収

しゅう

入
にゅう

となり，そこから貨
か

幣
へい

が作ら
れ，また重要な輸

ゆ

出
しゅつ

品にもなりました。また，林業も人口の増加に
伴
ともな

い，建物の建
けん

築
ちく

資
し

材
ざい

や燃
ねん

料
りょう

用の木材の需要が急速に高まったため，
活発になりました。

8〜⓾

7 ↓p.91 8

↓p.123ウ

漁業・鉱
こう

業
ぎょう

・
林業の発達

6

↓p.123F1

↓p.101

↓p.112 ↓p.129

�

2�ひのきの切り出し〈個人蔵〉

88綿
めん
花
か

89紅
べに
花
ばな
（→p.135）

砂糖

九

九
里
浜

十
九

九
里
浜

十
く

く
り

は
ま

じ
ゅ
う

　さ　ど　きんざん
佐渡金山

いく　の　ぎんざん
生野銀山

たたら製鉄

べっ　し
別子銅山

  い  よ
伊予かすり

  く  る   め
久留米がすり

いわ　み
石見銀山

あり　た
有田焼

　い　ま　り
（伊万里焼）

あし　お　どうざん
足尾銅山

 も おか
真岡もめん

きりゅ う
桐生織
きりゅ う
桐生織

　い　ず
伊豆金山

にしじんおり
西陣織
きよみずやき
清水焼

うえ　だ つむぎ
上田紬
うえ　だ つむぎ
上田紬

  み かわ
三河もめん
  み かわ
三河もめん

まつさか
松阪もめん
まつさか
松阪もめん

かわ  ち
河内もめん
かわ  ち
河内もめん

紅花
べにばな

藍
あい

昆布
こん ぶ

薬

ひのき

いわし

紙

紙

染色

酒
鉄

塩

にしん

かつお

鯨
くじら

かつお

かつお

鮭
さけ

鯨
くじら

鮭
さけ

綿織物
絹織物
麻織物
漆器
陶磁器
鉄器
しょうゆ
鉱山
その他の
特産物

しっ  き

とう  じ   き

� ���km 87各地の主な特産物
8⓾藍

あい
（→p.135）

46いわし漁の様
子　わら縄

なわ
に代わ 

って，丈
じょう

夫
ぶ

な麻
あさ

糸
いと

で網
あみ

が作られ，大
量のいわしを取る
ことができました。

〈『総房水産図誌』 愛
知県 西尾市岩瀬文
庫蔵〉

127

04中歴_126-127.indd   127 2023/09/12   11:03

▲「社会科 中学生の歴史」p.283

冷戦終結後には，どのような課題や社会の変化が起こったのか，一つの出来事を選びその原
げん
因
いん
から説

明してみよう。
第3節の問いを振り返ろう

p.278~283
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現
げん

在
ざい

，日本や世界でどのような
課題に直面しているか，本文か
ら書き出してみよう。

直面している課題のうち一つを
選び，それを克

こく
服
ふく

するためには
どのようにしたらよいか，歴史
で学んだことを生かして説明し
てみよう。

確認
しよう

説明
しよう

5

10

15

20

　　　　　　　　近年，記録的な猛
もう

暑
しょ

や大雨，大雪などの災
さい

害
がい

が多

くなっています。このような自然災害の増
ぞう

加
か

から地
ち

球
きゅう

温
おん

暖
だん

化
か

への危
き

機
き

感
かん

が高まり，火力発電で生じる二
に

酸
さん

化
か

炭
たん

素
そ

などの
温室効

こう

果
か

ガスの排
はい

出
しゅつ

削
さく

減
げん

に向けた取り組みが求められています。

2015年には国際社会全体で脱
だつ

炭
たん

素
そ

化
か

社会を目指すパリ協定が新た
に採

さい

択
たく

され，国際的な取り組みが進められています。これまで地球

温暖化対
たい

策
さく

として，原子力発電が注目されていました。しかし，

2011年の東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

における福島県の原子力発電所の事
じ

故
こ

を
きっかけに，エネルギー確

かく

保
ほ

の方法が改めて議
ぎ

論
ろん

され，そのなかで
太陽光や地熱などの再

さい

生
せい

可
か

能
のう

エネルギーが，さらに注目されるよう
になりました。私たちは，現在だけでなく未来を見

み

据
す

えた｢持
じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な社
しゃ

会
かい

｣の実
じつ

現
げん

に向けての取り組みを，十分に考えねばなりません。

　　　　　　　　　私たちが生きる現在は，人口問題や環境問題な
ど，大きな転

てん

換
かん

期
き

を迎
むか

えています。日本列島に暮
く

らす人々は，これまでいくつもの転換期の困
こん

難
なん

に直面しましたが，

知
ち

恵
え

と力を出して克
こく

服
ふく

してきました。日本の歴史のなかにはそうし
た知

ち

恵
え

と経験が詰
つ

まっています。私たちはこれらの知恵や経験を世

界の人々へ発信し，共有することで，共に生きる社会を築
きず

き，世界

に貢献することができます。現在と未来を考えるとき，きっと歴史

で学んだことが役に立つときが来るでしょう。

環
かん

境
きょう

と資
し

源
げん

エネルギー

5

1

未来のために
歴史から学ぶ

34

8　iPS細
さい
胞
ぼう
から作った細胞を販

はん
売
ばい
する企

き
業
ぎょう

（2014年）　2012年に京都大学の山
やま
中
なか
伸
しん
弥
や

教授が，人の皮
ひ
膚
ふ
や血
けつ
液
えき
から作られ，さまざ

まな細胞に変化するiPS細胞（人工多
た
能
のう
性
せい
幹
かん
細
さい

胞
ぼう
）の研究で，ノーベル賞を受賞しました。

iPS細胞は，再
さい
生
せい
医
い
療
りょう
の向上はもちろんのこ

と，iPS細胞を販売する企
き
業
ぎょう
も現

あらわ
れるなど，

これからの経
けい
済
ざい
効
こう
果
か
も期待されています。

6

1 2015年，国
こく

連
れん

総
そう

会
かい

で採
さい

択
たく

された『持
じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な開発のための2030アジェンダ』で国際社
会共通の「持続可能な開発目標（SDGs）」（→ 
p.286）が設

せっ

定
てい

されました。

未来に向けて

現代社会の見直しを迫
せま

った東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい環境

　2011年3月11日，東北地方の太
たい

平
へい

洋
よう

沖
おき

を震
しん

源
げん

とする，日本の観
かん

測
そく

史上最大の
地
じ

震
しん

が起きました。地震のあと，東北地方を中心に津
つ

波
なみ

が襲
おそ

い，死者・行
ゆく

方
え

不
ふ

明
めい

者は合わせて1万８千人以上という大きな被
ひ

害
がい

が出ました。多くの人が家を失い，
街全体に大きな被害を受けた地

ち
域
いき

もありました。
　さらに地震と津波により，福島県の原子力発電所で事

じ
故
こ

が起こり，放
ほう

射
しゃ

性
せい

物
ぶっ

質
しつ

が外部に漏
も

れ出しました。放射性物質の広がりは，人々に健康や食品への不安を
引き起こしました。事故を起こした原子力発電所周辺の住民たちの避

ひ
難
なん

や，がれ
きや汚

お
染
せん

水
すい

などの処
しょ

理
り

は今もなお続いています。
　東日本大震災は，自然災

さい
害
がい

の恐
おそ

ろしさとともに，｢当たり前｣と感じてしまう日々
の生活の大切さを改めて考えさせました。地域社会のつながりや地域社会で共有
された記

き
憶
おく

の大切さも認
にん

識
しき

されました。また，この大震災を機に，エネルギーを
大量に使う社会のあり方も議

ぎ
論
ろん

されるようになりました。

6　事
じ
故
こ
を起こした直後の福島第一原子力発電所5

4　東
ひがし
日
に
本
ほん
大
だい
震
しん
災
さい
の記

き
憶
おく

を伝えるための石
せき
碑
ひ
（宮

城県女
おな
川
がわ
町
ちょう
）　震災の時

に小学6年生だった子ど
もたちが中心となり，震
災の記憶を千年後に伝え
るために「女川いのちの
石碑」を建てました。

4
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□□□□□□□□0

防
ぼう
災
さい
備
び
蓄
ちく
倉庫の新

しん
設
せつ
を考えてみよう　①状

じょう
況
きょう
を確

かく
認
にん
する

　下の地
ち
域
いき
では，人口の増

ぞう
加
か
に伴って，防災備蓄倉庫を１つ新設することになりました。候

こう
補
ほ
地は●ア～●エで，どの

地区も新設を希望しています。

A地区

B地区

D地区

C地区ア

イ

ウ

エ

資料活用 …あなたなら新しい防
ぼう
災
さい
備
び
蓄
ちく
倉庫は●ア～●エのどこに設

せっ
置
ち
するのがよいと考えるだろうか。理由とともに説明してみよう。

A地区

B地区

C地区

D地区

0 50 100 150 200人

0～15歳未満
15～64歳
65歳以上

さい

8 各地区の人口と人口構
こう
成
せい
比
ひ

2

8 防
ぼう
災
さい
備
び
蓄
ちく
倉庫 災

さい
害
がい
に備

そな
えて，

消
しょう
防
ぼう
や救

きゅう
出
しゅつ
活動に必要なものや，

非
ひ
常
じょう
食
しょく
，生活用品などが備蓄され

ています。

3

8 各地区の状
じょう
況
きょう

1

地区 現
げん
在
ざい
の数 特

とく
徴
ちょう

Ａ地区 2 農地が多く，昔から住んでいる人が
多い。高

こう
齢
れい
者の割

わり
合
あい
が高い。

Ｂ地区 4 一戸建ての多い住
じゅう
宅
たく
地。学校がある。

地
じ
盤
ばん
の固い高台にある。

Ｃ地区 1 まだまだ宅
たく
地
ち
開発が進む新

しん
興
こう
の住宅

地。

Ｄ地区 3 マンションが多い。低い土地にある。

第 2章　現
げん

代
だい

社会をとらえる枠
わく

組
ぐ

み現代社会第 部1
社会生活において，きまりにはどのような意

い

義
ぎ

があるのだろうか。章の問い

17

よりよい
を目指して
よりよい社会 防

ぼう

災
さい

・減
げん

災
さい

を通じた社会参
さん

画
かく

（兵庫県神戸市）
～阪
はん
神
しん
・淡
あわ
路
じ
大震
しん
災
さい
の経
けい
験
けん
を生かす～

1995 年に発生した阪
はん
神
しん
・淡

あわ
路
じ
大震

しん
災
さい
では，6000 人を超

こ
える死者が出るな

ど甚
じん
大
だい
な被

ひ
害
がい
が生じました。この経験を生かし，兵庫県神戸市では，災

さい
害
がい
を

防
ふせ
ぐ防

ぼう
災
さい
や被

ひ
害
がい
を減

へ
らす減

げん
災
さい
に向けて，さまざまな場面で市民による社会参

さん

画
かく
が行われています。神戸市の例を参考に，自分たちが防災や減災の取り組

みに参画することの意
い
義
ぎ
や，自分の地

ち
域
いき
で参画するとしたらどのようなこと

ができるのかを考えてみましょう。

8 阪
はん
神
しん
・淡
あわ
路
じ
大震

しん
災
さい
が発生した 1月 17日に竹

たけ
灯
どう
籠
ろう
で描

えが
かれた「1995 つなぐ 1.17」の文字（2019年）

震災後毎年，地
じ
震
しん
の発生した時間に合わせて犠

ぎ
牲
せい
者の追

つい
悼
とう
が行われています。

1

8 「防
ぼう
災
さい
ジュニアチーム」の防災訓練の様子2

阪
はん

神
しん

・淡
あわ

路
じ

大震
しん

災
さい

を語り継
つ

ぐ1
　神戸市では震災を経

けい
験
けん
していない若い世代などに対し，震災の経験をさまざまな

場面で語り継ぎ，防
ぼう
災
さい
や減
げん
災
さい
への意

い
識
しき
を高めています。

地
ち

域
いき

の防
ぼう

災
さい

や減
げん

災
さい

の取り組みに2
　神戸市では「防災福

ふく
祉
し
コミュニティ」がおおむね小学校の校区ごとに

災
さい
害
がい
のときに市民が助け合えるよう，

学生を中心に組織された「防災ジュニアチーム」が活動している地域もあります。

8 阪
はん
神
しん
・淡

あわ
路
じ
大震

しん
災
さい
直後，

助
じょ
活動を行う住民たち（1995年）
3

阪
はん

神
しん

・淡
あわ

路
じ

大震
しん

災
さい

当時の「助け合い」
　震災直後の救

きゅう
助
じょ
活動やその後の

の助け合いの大切さが強く
の結成につながりました。

巻末 2

（兵庫県神戸市）

ジュニアチーム」の防災訓練の様子

6 国
こく
際
さい
協力機

き
構
こう
（JICA）の防

ぼう
災
さい
研
けん
修
しゅう
で「人と

防災未来センター」を訪
おとず
れ，阪

はん
神
しん
・淡

あわ
路
じ
大震

しん

災
さい
当時の様子を聞く海外からの研修員たち

5

8 2016 年に発生した熊本地
じ
震
しん
の被

ひ
災
さい
地で復

ふっ
旧
きゅう
支
し
援
えん
を行う神戸市の職

しょく
員
いん

4

の取り組みに参
さん

画
かく

する
コミュニティ」がおおむね小学校の校区ごとに組

そ
織
しき
され，

のときに市民が助け合えるよう，日
ひ
頃
ごろ
から防災訓練などを行っています。小中

学生を中心に組織された「防災ジュニアチーム」が活動している地域もあります。

日本各地の被
ひ

災
さい

地を支
し

援
えん

3
　神戸市では，阪

はん
神
しん
・淡

あわ
路
じ
大震

しん
災
さい
の経

けい
験
けん
を生かし，日本各地で災

さい
害
がい
が起

きた際
さい
に，復

ふっ
旧
きゅう
の支援やノウハウの提

てい
供
きょう
などを積極的に行っています。

神戸から世界へ4
　神戸では，阪

はん
神
しん
・淡

あわ
路
じ
大震

しん
災
さい
の経

けい
験
けん
や防

ぼう
災
さい
や減

げん
災
さい
に関する知

ち
識
しき
を海外に

も発信しています。海外から研
けん
修
しゅう
員を受け入れ，現

げん
地
ち
で防災に携

たずさ
わる人材

を育成する取り組みも続けられています。

直後，倒
とう
壊
かい
した家

か
屋
おく
をロープで引っ張り，救

きゅう

（1995年）

当時の「助け合い」
活動やその後の復

ふっ
興
こう
などにおいて，住民どうし

認
にん
識
しき
され，防

ぼう
災
さい
福
ふく
祉
し
コミュニティなど

巻末 3

−7− −8−



３．�分野間共通の教科書である�
地図帳の活用

　言わずもがなのことではありますが、地図帳
は「教科用図書『地図』」という、地理的分野
のみならず、社会科三分野に関わるれっきとし
た教科書です。無論、その用途の最たるものは、
一般図として掲載された地域図を用いた、位置
や分布などの確認にあることは言うまでもあり
ません。例えば、帝国書院の歴史的分野の教科
書においても、全掲載資料に占める地図の数は、
次のとおり、写真に次いで２番目であり、年表
などよりも多用されていることが分かります。

　しかし、地図帳の用途はそれのみではなく、
所収の多彩な諸資料は、各分野の学びを結び付
ける紐帯ともなる、幅広い活用が可能な社会科
共通の教科書（主たる教材）でもあります。
　例えば、先の「環境に関する教育」を各分野
の実践に落とし込む際に、帝国書院の地図帳で

写
真

地
図

史
料

挿
絵

グ
ラ
フ

図 年
表 表 計

831 113 99 54 48 42 32 21 1240点

は、上掲の「世界の環境問題（pp.13-14）」の
ページを開き、まず、世界の環境問題を概観す
ることが考えられます。加えて、世界や日本の
各地で見られる「環境」事象に関しても、直接
に「環境」を冠したトピックが７点、それ以外
にもアフリカ州においては「②砂漠化が進むサ
ヘルと都市への人口集中（p.43）」、九州地方に
おいては次に示す「②環境のまち北九州市
（p.86）」などの、主題図や写真を擁するビジュ
アルな資料を活用することができます。さらに
その背景にある、各地の気候環境や諸産業など
の基礎データも、次頁に示す巻末の統計のペー
ジ（pp.165-173）から探ることが可能です。

　このように、社会科三分野のいずれにおいて
も活用可能な地図や写真、表、グラフといった
様々な資料から情報を収集し、情報を読み取り、
場合によっては情報をまとめる際の参考資料と
することは、社会科の学びにとって欠くことの
できない技能習得の場であり、資料解釈という
思考力、判断力、表現力を鍛える場でもありま
す。IＣTの活用が進む中、様々に資料の効果
的な活用が期待されるところではありますが、
その前段として生徒に学習対象を概観させ、学
びの「見通し」を立てさせる地図帳の活用を大
切にしたいところです。

おわりに
　「社会に開かれた教育課程」を掲げる今回の
改訂において、この社会科という教科は、それ
相応の役目を担わされており、期待されていま
す。それは社会科という教科が、既述のとおり、
そもそも社会で実際に現象として表れる事象、
事物や課題を扱う教科だからこそであり、そこ
にこそ学びの一義的な意義が見いだせるからで
す。すなわち、社会で真に生きて働く力とは、

子供たちが社会で直面するであろう、様々な諸
課題を想定しつつ、それを解決、改善に至らし
める力であることが必要です。
　したがって、中学校社会科においては分野と
いう構造をとって学びを進めることとなってい
ますが、実社会において地理のみに限定した課
題、歴史のみに特化した課題などといったもの
が存在しないように、中学校社会科の学習を終
えた後には、各分野の見方・考え方を総動員し
た社会的な見方・考え方を働かせることで得ら
れる資質・能力の涵養が期待されます。
　本稿で述べてきた社会科三分野を繋ぐカリ
キュラム・マネジメントの必要性とは、つまる
ところ、子供たちが将来生きていく上で直面す
る大小の課題に対してより良い選択を行えるた
めの資質・能力の育成と、その目指すところを
一にするものです。いずれの分野を指導するに
当たっても、分野を見通し、教科を見通し、さ
らには学校種を見通し俯瞰することのできる、
カリキュラム・マネジメントの在り様を、今後
とも皆さんとともに考えて参りたいと思います。

▲「中学校社会科地図」pp.13-14

▲「中学校社会科地図」p.86
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計
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〔BP資料，ほか〕 インドネシア オーストラリア カタール
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29.8％ 5.8 4.9 4.211.5

その他
33.8

アメリカ
合衆国

航空機（ジェット）　1764機  ―2018年―
エアバス（フランス）

45.4
ボーイング（アメリカ合衆国）

45.7％ 5.1

その他 1.9 造船　5783万総t  ―2018年― 
その他
10.1

韓国
24.8

日本
25.1

中国
40.0％

薄型テレビ　2億2722万台  ―2015年― 
その他
15.7

中国
46.3％

（ヨーロッパ）
19.2

（北アメリカ）
11.84.0

マレーシア タイ 3.0

アメリカ合衆国 2.1

パソコン　2億7544万台  ―2015年― 
中国
98.2％

日本 1.3

その他 0.5

ボンバルディア（カナダ）1.9

エンブラエル（ブラジル）

携帯電話　17億7487万台  ―2015年― 
中国
78.6％

韓国 3.6
けいたい

＊

＊スマートフォンを含む。
10.7
ベトナム その他

7.1

アメリカ合衆国

工作機械　810億ドル  ―2016年― 
日本
15.0

ドイツ
15.4

中国
28.3％

イタリア
6.8

韓国
5.37.3

その他
21.9

鉄鋼（粗鋼）　18億833万t  ―2018年― 
中国
51.3％

インド
5.9

その他
32.24.85.8

アメリカ合衆国

トルコ 3.3パキスタン

綿糸　5044万t  ―2014年― 
中国
72.3％

インド
7.6 6.3

その他
10.5

化学肥料（窒素肥料）＊　1億1963万t  ―2017年― 
中国
29.2％ 9.5

インド
11.2

その他
38.5

ロシア
8.4

アメリカ
合衆国

ちっ そ

インドネシア 3.2

セメント　41億4000万t  ―2016年― 
中国
58.2％

インド
7.0

その他
32.7

紙・板紙　4億884万t  ―2018年― 
アメリカ合衆国
17.5

中国
25.5％ 6.4 5.5

その他
40.9

ド
イ
ツ

4.2

イ
ン
ド

ド
イ
ツ

イ
ン
ド
韓
国

日
本

＊窒素含有量

日本

〔世界自動車統計年報　2019，ほか〕
世界のおもな工業製品の生産5

〔BP資料，ほか〕　プラチナ8p.44カ　コバルト8p.44カ　クロム8p.44カ

8ア綿花 8イコーヒー豆 8ウカカオ

8エ原油 8オ石炭 8カ鉄鉱石

8キ銅鉱石 8クボーキサイト 8ケニッケル鉱石

都市名 国名 人口
（万人） 都市名 国名 人口

（万人） 都市名 国名 人口
（万人） 都市名 国名 人口

（万人） 都市名 国名 人口
（万人）

世界の統計（２） ここに
二次元
コードが
入ります
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赤文字は首都名　（　）内は調査年次，（19）は2019年の意味 ＊大ロンドン（Greater London）〔各国資料，ほか〕

正  式  国  名 首　都
人　口
（万人）
2018年

面　積
（万km2）
2018年

人口密度
（人/km2）
2018年

貿易額（百万ドル）
2018年 おもな輸出品

穀物自
給率（％）
2017年

エネルギー
自給率（％）
2017年

１人あたりの
国民総所得

（ドル）2018年
おもな宗教 おもな言語

輸　出 輸　入

北
ア
メ
リ
カ

　23
か
国

南
ア
メ
リ
カ

　12
か
国

オ
セ
ア
ニ
ア

　16
か
国

世界のおもな都市の人口2

ジ ャ マ イ カ
セントクリストファー・ネービス

キングストン
バ セ テ ー ル

1
0.03

272
5

248
196

17）
17）15）

17）
17）

1,310
33

5,818
309

アルミナ，石油製品，アルコール飲料
機械類，切手類，金属製品

13
ー

0
0

4,990
18,640

キリスト教
キリスト教

英語
英語

セ ン ト ビ ン セ ン ト 及 び
グ レ ナ デ ィ ー ン 諸 島

セ ン ト ル シ ア
ド ミ ニ カ 共 和 国
ド ミ ニ カ 国
トリニダード ･ トバゴ共和国

キングスタウン
カストリーズ
サントドミンゴ
ロ ゾ ー
ポートオブスペイン

0.04
0.05
5

0.08
0.5

11
17

1,026
7

135

284
332
211
95
265

17）
17）
12）
15）

15）

17）
17）
12）
15）

44
142
8,856
37

10,756

354
664

19,524
212
9,298

小麦粉，鉄鋼，ビール
自動車，機械類，貴金属
金，機械類，精密機械
石けん，切手類，機械類
液化天然ガス，石油製品，アンモニア

ー
ー
13
ー
195

4
0
34
0
5

7,940
9,460
7,370
7,210
16,240

キリスト教
キリスト教
キリスト教
キリスト教
キリスト教，ヒンドゥー教

英語
英語
スペイン語
英語
英語

ニ カ ラ グ ア 共 和 国
ハ イ チ 共 和 国
パ ナ マ 共 和 国
バ ハ マ 国
バ ル バ ド ス

マ ナ グ ア
ポルトープランス
パナマシティ
ナ ッ ソ ー
ブリッジタウン

13
3
8
1.4
0.04

646
1,141
415
38
27

50
411
55
27
638

17）

15）
15）

17）

15）

5,014
980
672
443
458

7,351
3,618
13,233
3,161
1,600

衣類，機械類，牛肉
衣類，カカオ豆，マンゴー
魚介類，バナナ，鉄くず
プラスチック類，石油製品，ロブスター
石油製品，ラム酒，医薬品

56
76
22
ー
ー

64
32
31
4
0

2,030
800

14,370
30,210
15,240

キリスト教
キリスト教
キリスト教
キリスト教
キリスト教

スペイン語
フランス語，ハイチ語
スペイン語
英語
英語

ベ リ ー ズ
ホンジュラス共和国
メ キ シ コ 合 衆 国

ベ ル モ パ ン
テグシガルパ
メキシコシティ

2
11
196

39
901

12,532

17
80
64

17） 17）
241
4,970

450,532

958
8,612

464,268

砂糖，オレンジジュース，魚介類
コーヒー豆，機械類，魚介類
機械類，自動車，原油

ー
50
92

93
44
70

4,720
2,330
9,180

キリスト教
キリスト教
キリスト教

英語，スペイン語
スペイン語
スペイン語

アルゼンチン共和国
ウルグアイ東方共和国
エ ク ア ド ル 共 和 国
ガ イ ア ナ 共 和 国
コ ロ ン ビ ア 共 和 国

ブエノスアイレス
モンテビデオ
キ ト
ジョージタウン
ボ ゴ タ

278
17
26
21
114

4,449
350
1,702
74

4,983

16
20
66
3
44

17）

61,558
7,498
21,606
1,487
41,832

65,441
8,893
23,020
3,998
51,231

大豆飼料，自動車，とうもろこし
肉類，木材，乳製品・鶏卵
原油，魚介類，バナナ
金，自動車，ボーキサイト
原油，石炭，石油製品

87
62
207
ー
322

253
230
63
147
37

12,370
15,650
6,120
4,760
6,190

キリスト教
キリスト教
キリスト教
キリスト教，ヒンドゥー教
キリスト教

スペイン語
スペイン語
スペイン語
英語
スペイン語

ス リ ナ ム 共 和 国
チ リ 共 和 国
パ ラ グ ア イ 共 和 国
ブラジル連邦共和国
ベネズエラ ･ ボリバル共和国

パ ラ マ リ ボ
サンティアゴ
アスンシオン
ブ ラ ジ リ ア
カ ラ カ ス

16
76
41
852
93

58
1,855
705

20,849
3,167

4
25
17
24
34 13）

17）

13）

1,503
75,482
9,042

239,888
87,961

1,527
74,187
13,336
181,230
44,952

金，木材
銅鉱石，銅，魚介類
大豆，電力，牛肉
大豆，原油，鉄鉱石
原油，石油製品

271
34
118
101
302

148
53
208
112
29

4,990
14,670
5,680
9,140
13,080

キリスト教，ヒンドゥー教
キリスト教
キリスト教
キリスト教
キリスト教

オランダ語，英語，スリナム語
スペイン語
スペイン語，グアラニー語
ポルトガル語
スペイン語

ペ ル ー 共 和 国
ボ リ ビ ア 多 民 族 国

リ マ
ラ パ ス

129
110

3,216
1,130

25
10

47,894
9,065

43,123
10,045

銅鉱石，金，石油製品
天然ガス，亜鉛鉱，金

101
235

46
57

6,530
3,370

キリスト教
キリスト教

スペイン語，ケチュア語，アイマラ語
スペイン語，ケチュア語，アイマラ語

オーストラリア連邦
キ リ バ ス 共 和 国
ク ッ ク 諸 島
サ モ ア 独 立 国
ソ ロ モ ン 諸 島

キ ャ ン ベ ラ
タ ラ ワ
ア バ ル ア
ア ピ ア
ホ ニ ア ラ

769
0.07
0.02
0.3
3

2,499
11
1
19
66

3
152
74
70
23

17）
16）
11）

15）
16）

16）
11）

230,163
11
3
46
569

235,519
117
109
363
601

鉄鉱石，石炭，液化天然ガス
コプラ油，魚介類，石油製品
果実・野菜ジュース，サンゴ類
魚介類，石油製品，果実・野菜ジュース
木材，魚介類

319
ー
ー
ー
ー

347
0
ー
0
3

53,190
3,140
ー

4,190
2,000

キリスト教
キリスト教
キリスト教
キリスト教
キリスト教

英語
キリバス語，英語
英語，ラロトンガ語
サモア語，英語
英語，ピジン語

ツ バ ル
ト ン ガ 王 国
ナ ウ ル 共 和 国
ニ ウ エ
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド
バ ヌ ア ツ 共 和 国
パプアニューギニア独立国
パ ラ オ 共 和 国
フ ィ ジ ー 共 和 国
マーシャル諸島共和国
ミ ク ロ ネ シ ア 連 邦
世界合計（197 か国）

フ ナ フ テ ィ
ヌクアロファ
ヤ レ ン
ア ロ フ ィ
ウェリントン
ポ ー ト ビ ラ
ポートモレスビー
マ ル キ ョ ク
ス バ
マ ジ ュ ロ
パ リ キ ー ル

26k㎡
0.07
21k㎡
0.03
27
1
46
0.05
2

0.02
0.07

13,009

1
10
1

0.17
488
27
815
1
88
5
10

763,109

423
134
524
7
18
22
18
40
48
317
149
59

05）
14）
13）
04）

16）
16）
16）
17）

11）
12）

15）

16）
16）

17）
15）

15）

08）
14）
16）
04）

11）
12）

16）

15）

0.1
19
125
0.2

39,839
64

4,518
9

1,041
47
40
ー

27
218
65
9

43,736
281
8,341
154
2,720
104
168
ー

機械類，切手類，液化石油ガス
魚介類，野菜，石油製品
りん鉱石
ココナッツクリーム，コプラ
乳製品，木材，肉類
コプラ，野菜，魚介類
プラチナ，パーム油，銅鉱石
魚介類
石油製品，魚介類，清涼飲料水
コプラ，ココナッツオイル，魚介類
魚介類

ー
ー
ー
ー
77
ー
ー
ー
ー
ー
ー
100

ー
ー
ー
ー
55
4
ー
ー
9
ー
ー
ー

5,430
4,300
11,240

ー
40,820
2,970
2,530
16,910
5,860
4,740
3,580
11,101

キリスト教
キリスト教
キリスト教
キリスト教
キリスト教
キリスト教
キリスト教
キリスト教
キリスト教，ヒンドゥー教
キリスト教
キリスト教

ツバル語，英語
トンガ語，英語
ナウル語，英語
ニウエ語，英語
英語，マオリ語
ビスラマ語，英語，フランス語
英語，ピジン英語
パラオ語，英語
英語，フィジー語，ヒンディー語
マーシャル語，英語
英語

17）
17）

14）

ア ク ラ
アディスアベバ
ア テ ネ
ア ビ ジ ャ ン
アムステルダム
ア ル ジ ェ
ア ン カ ラ
アンタナナリボ
ア ン マ ン
イスタンブール
ウ ィ ー ン
ウェリントン
エ ル サ レ ム
エ レ バ ン
オ ス ロ
オ タ ワ
オ デ ー サ
カ イ ロ
カサブランカ
カ ブ ー ル
カ ラ カ ス
カ ラ チ
カ ン パ ラ
キーウ（キエフ）
キ ト
キ ン シ ャ サ

207
421
66

439
84

236
516
133
181

1,506
189
21
90

107
67
99

101
774
335
396
208

1,491
156
295
179
841

クアラルンプール
ケープタウン
コ ナ ク リ
コペンハーゲン
コルカタ（カルカッタ）
サ ヌ ア
サ ラ エ ボ
サンクトペテルブルク
サンティアゴ
サントドミンゴ
サ ン パ ウ ロ
サンフランシスコ
シ ー ア ン
シ ェ ン ヤ ン
シ カ ゴ
シ ド ニ ー
ジ ャ カ ル タ
シ ャ ン ハ イ
ジ ュ ネ ー ブ
シンガポール
ストックホルム
ソ ウ ル
ソ フ ィ ア
タ イ ペ イ
ダ カ ー ル
タ シ ケ ン ト

マレーシア
南アフリカ共和国
ギ ニ ア
デンマーク
イ ン ド
イ エ メ ン
ボスニア ･ヘルツェゴビナ
ロ シ ア
チ リ
ドミニカ共和国
ブ ラ ジ ル
アメリカ合衆国
中 国
中 国
アメリカ合衆国
オーストラリア
インドネシア
中 国
ス イ ス
シンガポール
スウェーデン
韓 国
ブルガリア
（  台  湾  ）
セ ネ ガ ル
ウズベキスタン

180
400
165
77

449
197
31

535
561
96

1,217
88

629
586
271
513

1,037
1,450

20
563
94

999
126
266
264
239

（17）
（16）
（14）
（18）
（11）
（09）
（12）
（18）
（17）
（10）
（18）
（17）
（16）
（16）
（17）
（17）
（16）
（16）
（17）
（18）
（17）
（18）
（17）
（19）
（13）
（16）

（10）
（17）
（11）
（14）
（17）
（08）
（18）
（14）
（15）
（18）
（19）
（18）
（17）
（18）
（18）
（17）
（19）
（06）
（14）
（17）
（15）
（17）
（16）
（19）
（17）
（10）

ダ ッ カ
ダ マ ス カ ス
タ ー リ エ ン
ダルエスサラーム
チ ュ ニ ス
テ ヘ ラ ン
デ リ ー
ト ビ リ シ
ト リ ポ リ
ト ロ ン ト
ナ イ ロ ビ
ナ ポ リ
ニューヨーク
バ ク ー
バ グ ダ ッ ド
パナマシティ
ハ ノ イ
ハ バ ナ
バ マ コ
バーミンガム
ハ ラ レ
パ リ
バ ル セ ロ ナ
ハ ル ツ ー ム
バ ン コ ク
ピ ョ ン ヤ ン

バングラデシュ
シ リ ア
中 国
タンザニア
チュニジア
イ ラ ン
イ ン ド
ジョージア
リ ビ ア
カ ナ ダ
ケ ニ ア
イ タ リ ア
アメリカ合衆国
アゼルバイジャン
イ ラ ク
パ ナ マ
ベ ト ナ ム
キ ュ ー バ
マ リ
イ ギ リ ス
ジンバブエ
フ ラ ン ス
ス ペ イ ン
ス ー ダ ン
タ イ
北 朝 鮮

703
178
398
436
63

869
1,103

112
94

292
310
96

862
226
615
47

231
212
181
113
148
219
162
141
568
258

306
183
347
174
124
137
297
129
119
327
40

168
1,362

64
361
13

844
816
588
748
318
178
110
86

145
198

（11）
（11）
（16）
（12）
（14）
（16）
（11）
（18）
（12）
（17）
（10）
（18）
（17）
（18）
（11）
（17）
（09）
（17）
（09）
（17）
（12）
（16）
（17）
（08）
（17）
（08）

ブエノスアイレス
ブ カ レ ス ト
プ サ ン
ブ ダ ペ ス ト
プ ノ ン ペ ン
ブ ラ ザ ビ ル
ブ ラ ジ リ ア
プ ラ ハ
ブリュッセル
プ レ ト リ ア
ベ イ ル ー ト
ベオグラード
ペ キ ン
ヘ ル シ ン キ
ベ ル リ ン
ベ ル ン
ベンガルール
ボ ゴ タ
ホ ー チ ミ ン
ホ ン コ ン
マ ド リ ー ド
マ ニ ラ
マ プ ト
マ ル セ イ ユ
ミ ュ ン ヘ ン
ミ ン ス ク

アルゼンチン
ルーマニア
韓 国
ハンガリー
カンボジア
コンゴ共和国
ブ ラ ジ ル
チ ェ コ
ベ ル ギ ー
南アフリカ共和国
レ バ ノ ン
セ ル ビ ア
中 国
フィンランド
ド イ ツ
ス イ ス
イ ン ド
コロンビア
ベ ト ナ ム
中 国
ス ペ イ ン
フィリピン
モザンビーク
フ ラ ン ス
ド イ ツ
ベラルーシ

ム ン バ イ
メキシコシティ
メ ル ボ ル ン
モガディシュ
モ ス ク ワ
モンテビデオ
モントリオール
モ ン ロ ビ ア
ヤ ウ ン デ
ヤ ン ゴ ン
ヨハネスバーグ
ラ パ ス
ラ バ ト
リオデジャネイロ
リ ス ボ ン
リ マ
リ ヤ ド
ル ア ン ダ
ル サ カ
ロサンゼルス
ロッテルダム
ロ ー マ
ロ ン ド ン＊

ワガドゥグー
ワシントンD.C.
ワ ル シ ャ ワ

イ ン ド
メ キ シ コ
オーストラリア
ソ マ リ ア
ロ シ ア
ウルグアイ
カ ナ ダ
リ ベ リ ア
カメルーン
ミャンマー
南アフリカ共和国
ボ リ ビ ア
モ ロ ッ コ
ブ ラ ジ ル
ポルトガル
ペ ル ー
サウジアラビア
ア ン ゴ ラ
ザ ン ビ ア
アメリカ合衆国
オ ラ ン ダ
イ タ リ ア
イ ギ リ ス
ブルキナファソ
アメリカ合衆国
ポーランド

1,244
844
485
165

1,234
130
177
101
287
516
494
75
57

668
50

1,019
518
676
174
399
63

287
882
191
69

176

（11）
（18）
（17）
（14）
（18）
（11）
（17）
（08）
（16）
（14）
（16）
（12）
（14）
（18）
（17）
（17）
（10）
（14）
（10）
（17）
（17）
（18）
（17）
（12）
（17）
（18）

（18）
（16）
（18）
（18）
（08）
（07）
（18）
（18）
（18）
（16）
（16）
（17）
（16）
（18）
（17）
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8　 消えるアラル海（カザフスタン・ウズベキスタン）
湖に流れ込む川の水を都市の生活用水や畑の潅

かん

漑
がい

用水に利用してきたため，1950年代以降湖は次第に小さくなりました。湖
がこれ以上小さくなるのを防ぐための努力が続けられています。

オ

4　 スモッグにおおわれる都市（中国 ペキン） ─2015年─
工場や車などからの排

はい

気
き

ガスで，冬から春にかけて厚いス
モッグにおおわれる日が多くなり，汚

お

染
せん

された大気が近隣
の国々にも広がっています。（　 参照）

カ

キ

2　 越
えっ

境
きょう

する大気汚
お

染
せん

物質（2019年2月予測）キ

持続可能な社会への
取り組み2

2　 気候変動枠
わく

組
ぐみ

条約締
てい

結
けつ

国会議（ポーランド） 
─2018年─
地球温暖化の原因の一つといわれる二酸化炭素の排

はい

出
しゅつ

量
りょう

の規制など，国際的な取り組みについて世界各
地で話し合っています。

ク

2　 風力と太陽光での発電（アメリカ合衆国） 
─2017年─
発電時に大気汚

お

染
せん

物質を出さないで発電する大規模
な施設が各地に建設されています。

ケ

2　 植林活動（スーダン） ─2017年─
樹木の伐採や干ばつで広く植生が失われましたが，
植林で緑を復活させる努力がなされています。

サ

2　 動物との共生（南アフリカ共和国） ─2017年─
20世紀末頃からペンギンが街の海岸に住みつくよう
になりました。街では海岸に遊歩道をつくるなど，
ペンギンとの共存を工夫しています。

シ

2　 環境に配慮した自動車（ドイツ） 
─2018年─
電気や水素で走る自動車が増え，充電設備
や水素ステーションが多くなってきました。

コ

写真ア〜カのようすがみら
れるところを地図で確認
し，写真ウエオの場所の植
生を答えよう。

地図活用
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北極海

ハドソン湾

世界の環境問題

世界のおもな環境問題1

4　 北極海の結
けっ

氷
ぴょう

範囲の変化
北極海の氷は，夏には少しと
けて氷の面積が縮小します。
近年は氷のとける量が多く
なってきています。

ア

2　 水
すい

没
ぼつ

の危機にある島国（モルディブ マレ） ─2018年─
モルディブはサンゴ礁

しょう

の島々からなる国で，最高地点が1.8mあま
りしかないため，温暖化で海面が1m上昇すると国土の80％が水没
するといわれています。

イ

2　 破
は

壊
かい

される熱帯林（ブラジル） ─2014年─
アマゾン盆地では広大な畑や牧場などをつくるため，森林保護の法
律に反して森林が大規模に焼き払われたり，伐

ばっ

採
さい

されたりしています。

ウ

42　 街にせまる砂
さ

漠
ばく

と砂に
のみ込まれる家（モーリタニア） 
─2008年─
干ばつなどで砂漠が拡大して砂が
街に押し寄せています。時には砂

すな

嵐
あらし

で家が埋
う

まってしまうこともあ
ります。

エ

 地球温暖化 …
温室効果ガスの放出が増
え，地球全体の気温が上昇
し始める現象
 砂　漠　化 …
気候変動などで草木が育た
なくなること
 大 気 汚 染 …
工場や車などから排出され
る硫

い

黄
お う

酸化物などにより大
気が汚れること

おもな環境問題

学習
課題

持続可能な社会を実現するために，どのような
取り組みが行われているだろうか。

1979年夏 2018年夏

　〜　，　〜　は
写真の位置を示す。
ア カ ク シ
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●指導書Web
サポート

評価問題（テスト例）、図版集、
ワークシートなどが利用できます。
授業準備や評価に最適です。
※指導書の購入が必要になります。

●統計情報
日本や世界の面積、人口、
産業、貿易などの統計資料が
閲覧できます（合計 350 項目以上）。

●写真ライブラリー
日本・世界の高解像度の
写真データをダウンロード
できます。
（世界 108 カ国、47 都道府県）

●白地図
世界・日本のさまざまな地域の
白地図がダウンロードできます。
テスト作成などに最適です。

●定期冊子の
バックナンバー

年２回発刊する「社会科のしおり」の
バックナンバーが閲覧できます。
評価に関する情報や、授業実践例、
ICT 活用の実践例も豊富です。

●サポート資料・
ワークシート

授業実践例や指導法などの
資料を分野・単元ごとにまとめて
おります。授業準備やご研究に最適です。

● Teikoku LABO
端末を活用し、生徒が主体的に学習できる
デジタルコンテンツを研究開発し、公開して
いきます。「中学校社会科Web」

よりお入りください。

中学校指導書Web サポートのご利用方法

③ご利用になる書目の表紙をクリック
してください。

中面をご覧ください。

帝国書院 Web会員登録のご案内
下記のコンテンツをご利用いただけます。→ 登録方法はこちらをご覧ください。➤

帝国書院

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-29

TEL 03-3262-4795（代） URL https://www.teikokushoin.co.jp/

中中学学校校のの

先先生生方方へへ

②「中学校Webサポートパスワードの
ご登録はこちら」をクリックします

「中学校Webサポートパスワードのご登録はこちら」という
バナーをクリックしてください。

評価問題（テスト例）、図版集、
ワークシートなどが利用できます。
授業準備や評価に最適です。
※指導書の購入が必要になります。

日本や世界の面積、人口、
産業、貿易などの統計資料が
閲覧できます（合計350項目以上）。

日本・世界の高解像度の
写真データをダウンロード
できます。

（世界108カ国、47都道府県）

世界・日本のさまざまな地域の
白地図がダウンロードできます。
テスト作成などに最適です。

年２回発刊する『社会科のしおり』の
バックナンバーが閲覧できます。
評価に関する情報や、授業実践例、
ICT活用の実践例も豊富です。

授業実践例や指導法などの
資料を分野・単元ごとにまとめて
おります。授業準備やご研究に最適です。

端末を活用し、生徒が主体的に学習できる
デジタルコンテンツを研究開発し、公開して
いきます。「中学校社会科 Web」
　　　　　　　 よりお入りください。




