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・特別支援教育やユニバーサルデザイン（UD）の観点
から、色覚特性に配慮した色づかいとなるよう工夫
しています。また、見やすく読み間違えにくいユニ
バーサルデザインフォントを採用しています。

・軽くて耐久性に優れた再生紙を使用し、ライスイン
キで印刷しています。

●この教科書の編集にあたっては、以下のような工夫・
　配慮をしています。

左のQRコードを読み取ると、本書の内容に関連
するコンテンツを利用することができます。
詳しくは、本体の巻頭６をご覧ください。
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写真で眺める（学習の見通し）「写真で眺める」に関するコンテンツ
学習を振り返ろう 「学習を振り返ろう」に対応するワークシートや一問一答
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図解アニメーション 地理で習得したい技能を動画で解説するコンテンツ
用語解説 用語の定義や意味を確認できるコンテンツ
NHK for School NHK for School のリンク集を単元ごとにまとめたコンテンツ
他分野教科書リンク 関連する他分野の教科書紙面を閲覧できるコンテンツ
統計資料 日本、世界の主な統計を確認できるコンテンツ

思考ツール・白地図 巻頭 9の思考ツールの動画解説とデータ、白地図データへのリンク

地域見える化GISジオグラフ さまざまな統計データを地図上にグラフで表示できるGIS教材

小学校の振り返り（クイズ付き） 地図に関するクイズと都道府県や国の情報

教科書を活用した学び方 巻頭 5の教科書の活用方法の動画解説

リンク集 学習に活用できるウェブサイトへのリンク集
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内容解説資料
「教科書発行者行動規範」に
則った資料です。

地域地域のの特色特色をを捉え、捉え、
持続可能な社会持続可能な社会のの実現実現にに向けて向けて

考えられる教科書考えられる教科書

地域の特色を捉え、
持続可能な社会の実現に向けて

考えられる教科書



世界の地域理解から

“異文化理解”が深まる
日本の地域理解から

“国土理解”が深まる

⬆p.64 アルプス山脈を走る登山列車（スイス、インターラーケン近郊、2020年6月）

⬇p.31 スコールのなかを歩く人々（インドネシア、ジャカルタ、11月） ⬇p.200 姫路城（兵庫県姫路市、2022年4月）

⬆p.235 日本最大級のショッピングセンター（埼玉県越谷市）



『社会科 中学生の地理』に込めた想い
異文化理解・国土理解から“深い学び” につながる教科書を目指して

著作者代表　東京学芸大学　名誉教授　加賀美雅弘
帝国書院 編集部

中学校の地理的分野の学習にあたっては、まず、世界や日本のさまざまな文化に触れて
ほしいと考えています。その際、地球上に暮らす人々が、各地でそれぞれの工夫や努力を
重ね、その土地に根ざした暮らしを営んでいる様子に目を向けてもらいたいと思っていま
す。その上で、「地理的な見方・考え方」を働かせながら、自然環境・文化・産業などを
多面的に見ることで、それぞれの地域の特色を理解することを目指しています。
本書では、地域の特色を理解することで、地域と地域の間の相互関係や、グローバル化
によって起こっている地域の変化についての理解が深められるほか、将来に向けて、より
よい地域のあり方について考える力が身に付くようになっています。また、深刻な自然災
害や社会の課題に対して、どのような対策が必要なのか考察できるように編集しています。
本書を通して学ぶことで、中学生の皆さんには、異文化理解や国土理解を深め、地域の
課題を「自分ごと」として捉え、解決への道のりを主体的に考える「社会参画の意識」を
育んでほしいと、私たちは願っています。

本資料のもくじ

⬆p.30 田植えをする人々（インドネシア、バリ島、2023年1月）

興味・関心を喚起する「写真で眺める」
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5
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11

人々の暮らしが見える写真とイラスト地図 51特色
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13
19
27

地域の特色を着実に理解できる地誌の展開 132特色
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対話を通して学びを深める「アクティブ地理」

29
37

「主体的・対話的で深い学び」につながる単元構成 293特色

一人一台端末で活用できるQRコンテンツ 45

「個別最適な学び」を支援するコンテンツ 455特色

「地理的な見方・考え方」を働かせる工夫 49その他の特色

SDGsに関する具体的な地域事例を多数掲載 41
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特色一覧
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65
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①３分野の連携を図った10のポイント
②学習がより深まる他分野および地図帳との連携　～「未来に向けて」を活用して～

①インクルーシブ教育への対応
②教師用指導書
③デジタル教科書・教材

①教育基本法との対応
②検討の観点から見た内容の特色

『社会科 中学生の地理』の全体構成（もくじ）
『社会科 中学生の地理』著作関係者
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第２部第２章「世界の諸地域」と第３部第３章「日本の諸地域」の導入「写真で眺める」では、
地域の姿を実感できる、大きく鮮やかな写真を掲載しています。
学習する地域の様子をつかみ、興味・関心を高めて、意欲的に学びに向かえるようにしています。
⬇⬇p.64-65p.64-65

1
特 色

興味・関心を喚起する「写真で眺める」
人々の暮らしが見える写真とイラスト地図

原寸大

65



⬇⬇p.200-201p.200-201

ポイント

写真は右に示した観点
で選定しています

人々の暮らしが見える写真
その後の学習内容に直結する写真
新鮮な驚きを生み出す写真
特色ある自然や産業などを捉えた写真
有名な観光地の写真

1
2
3
4
5

地域の姿が
見えてきます1

特 色

興味・関心を喚起する「写真で眺める」
人々の暮らしが見える写真とイラスト地図

原寸大

87



⬇⬇p.199、233p.199、233

地方の魅力を伝えるイラスト地図
人々の暮らしが見える写真とイラスト地図1

特 色
第３部第３章「日本の諸地域」冒頭は、親しみやすいイラスト地図で、
各地域の特色を端的に捉えられるようにしています。

原寸大原寸大

109



⬆p.206 大阪湾沿岸の工業地帯の移り変わり（兵庫県尼崎市）

⬆p.27 シベリアの市場
　（ロシア、ヤクーツク、2021年1月）

⬆p.175 筑紫平野での小麦の収穫（上）と田植えの
　終わった水田（下）（佐賀県神埼市、2022年）

⬆ p.31 暑い地域の暮らし　～インドネシアでの生活～

生徒の興味・関心を喚起し、比較や位置関係の把握などの「地理的な見方・考え方」を働かせる
ことができる写真を厳選し、掲載しています。
積極的に現地取材を行っています。

⬆p.30 田植えをする人々（インドネシア、バリ島、2023年1月）

「地理的な見方・考え方」を働かせる写真
人々の暮らしが見える写真とイラスト地図1

特 色

帝国書院
撮影

帝国書院
撮影

帝国書院
撮影

帝国書院
撮影

帝国書院
撮影

帝国書院
撮影

帝国書院
撮影

ポイント
毎年国内外で取材を行い、人々の暮らしや地域
の様子が読み取れる写真を撮影しています。

撮影地がインドネシアのバリ島であること（＝場所）と、撮影時期が１月であること（＝時期）
から、「なぜバリ島では１月に田植えができるのだろう」「日本との違いは何だろう」などを
考えられるようにしています。

同じ地点の時期が違う写真を比較することで、地域の変化を捉えられるようにしています。

暑い地域の衣食住をはじめとする地域の特徴的な写真を、ページ右上にまとめて掲載しています。
このレイアウトは、他の地域のページでも共通しており、地域間の比較をしやすくしています。

特
色
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ポイント

第２部第２章「世界の諸地域」では、どの州の学習でも、「写真で眺める」→自然環境という
順番で展開し、地域的特色を理解するための土台をつくれるようにしています。

⬆p.64-65 ⬆p.66-67

地域を
概観する

地域の特色を
追究する

地域の「地球的課題」
を把握するその州がどのような地域なのかを把握する

本文ページ

学習を
振り返ろう

導入 まとめ

各州の
地球的課題各州の産業 異文化理解が

深まる
各州の

歴史・文化
各州の

自然環境
写真で
眺める

写真で眺める
自然環境、歴史・文化、産業などに関する写真を大きく掲載し、地域的特色を概観
できるようにしています。

自然環境
異文化理解を深める上で基礎・基本となる各州の地形や気候などの自然環境を、
人々の暮らしと関連付けながら、端的に理解できるようにしています。

地形がわかる地図と雨温図から、自然環境
の概要を理解できるようにしています。

高緯度にもかかわらず温暖な気候と、人々の生活や産業を
関連付けながら、自然環境を理解できるようにしています。

【例】第2部第2章第2節「ヨーロッパ州」（p.64-79）

着実に深まる異文化理解「世界の諸地域」
地域の特色を着実に理解できる地誌の展開2

特 色

世界の諸地域の展開例

特
色

2
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歴史・文化を扱うページでは、地域によって異なる暮らしぶりを理解できるようにしています。
産業などを扱うページでは、地域の特色ある事象を取り上げています。

⬆p.68-69 ⬆p.74-75

歴史・文化
日本とは大きく異なる世界各州の人々の暮らしや文化の特色を、歴史的な背景も
踏まえて理解できるようにしています。

産業
地域の特色ある産業などを理解できるようにしています。

節の問いにつながる「国どうしの結びつきの強まり」が
生まれる要因について、ヨーロッパには国を越えた共通
の文化や言語があることを学ぶことで理解できるように
しています。また、移民や難民についての最新情勢に 
ついても触れています。

同縮尺の地図で、比較をしやすく
しています。

写真とキャラクターの発言から、ヨーロッパでは国際分業が行われている
という工業の特色につながる導入にしています。

脱炭素社会に向けた取り組みなど、
各州の最新動向を紹介しています。

ヨーロッパで工業が発達した歴史的背景を
丁寧に解説することで、工業の特色を理解
できるようにしています。

着実に深まる異文化理解「世界の諸地域」
地域の特色を着実に理解できる地誌の展開2

特 色

特
色
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本文ページの最終見開きでは、各州に見られる地球的課題とその対策について扱っています。
単元の最後には、全体を振り返り、地域的特色をまとめる「学習を振り返ろう」を
設置しています。

⬆p.76-77 ⬆p.78-79

地球的課題
環境問題など、地球的課題について、各州の具体例をもとに
理解できるようにしています。

学習を振り返ろう
白地図を用いた知識・技能の確認と、思考ツールを
用いた学習内容の整理を行い、最後に「節の問い」に
対する自らの考えをまとめられるようにしています。

異文化理解が
深まる

ロ シ ア に つ い て は コ ラ ム 
「地理プラス」で記述してい
ます。2022年のロシアによ
るウクライナ侵攻以降の情勢
まで解説しています。

左ページでは、白地図を用いながら自
然環境と気候、農業の関連性などを記
述した文章の穴埋めをして、重要用語
の確認ができるようにしています。

右ページでは、思考ツールの「マトリックス」を用
いて「EUの統合による効果」と「EUの統合によっ
て生じた課題」を整理できるようにしています。
表にまとめることで比較がしやすくなり、節の問い

「ヨーロッパ州では、国どうしの結びつきの強まり
によって、地域にどのような影響が生じているのだ
ろうか。」について、自らの考えをまとめられるよ
うにしています。

着実に深まる異文化理解「世界の諸地域」
地域の特色を着実に理解できる地誌の展開2

特 色

ヨーロッパ州では地球的課題のうち「経済格差」について、EU域内で
生じている経済格差の現状を因果関係のわかる本文で解説しています。

また、課題解決のために行われている対策や最新情勢まで解説しています。

詳しくは本資料p.35-36
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ポイント

第３部第３章「日本の諸地域」では、どの地方もイラスト地図→「写真で眺める」という
順番で展開しています。これから学習する地域を概観できるようにしています。

⬆p.199

⬆p.200-201

イラスト地図
地方を概観するイラスト地図を掲載しています。小学校からの橋渡しになるよう、
手描き風の親しみやすい表現にしています。

写真で眺める
各地方の＜注目する視点＞（本資料p.28）に関連する写真を大きく掲載し、地域を
具体的にイメージできるようにしています。また、＜注目する視点＞に関連する
写真を取り上げることで、学習に見通しをもてるようにしています。

特徴的な産業や文化などのイラストを掲載し、
地域の特色を端的に捉えられるようにしています。

【例】第3部第3章第3節「近畿地方」（p.199-216）

農業 産業 歴史

イラスト地図にすることで、大まかな地形の
様子を捉えられるようにしています。

近畿地方では琵琶湖（＝水質保全）や観光地（＝景観保全）などの写真を掲載し、
＜注目する視点＞が「環境保全」であることに着目できるようにしています。

地域を
概観する

地域学習の
基礎

地域的特色を
追究する

発展

未来に
向けて

〈注目する視点〉を通して、生活・文化、産業、
地域の課題などの地域的特色を把握する

国土理解が
深まる

着実に深まる国土理解「日本の諸地域」
地域の特色を着実に理解できる地誌の展開2

特 色

３見開き目～１見開き目 ２見開き目

学習を
振り返ろう

導入 まとめ

各地方の
生活･産業など

各地方で
注目する視点

各地方の
自然環境

イラスト
地図

写真で
眺める

地域の
持続可能な発展

を考える

日本の諸地域の展開

特
色

2

地
域
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１見開き目では、基礎・基本となる、地形や気候などの自然環境を扱っています。
２見開き目では、各地方の＜注目する視点＞と関連の深い地理的事象を扱うことで、
各地方で追究する主題を明確にしています。

⬆p.202-203 ⬆p.204-205

自然環境
自然環境と人々の生活の関わりについて理解できるようにしています。

＜注目する視点＞と関連の深い地理的事象 　［近畿地方の場合：環境保全］

京阪神で暮らす人々の大切な水がめである琵琶湖の水質保全のために、地域の人々
がどのような課題と向き合い、克服してきたのか理解できるようにしています。

自然環境と人々の生活の関わりがわかる記述にしています。

各地方の自然環境の特徴に応じた災害と、
防災への取り組みを解説しています。

節の冒頭に＜注目する視点＞を提示して
います。各地方の学習を、何に注目して
見通すのかがわかるようにしています。

京阪神大都市圏の概要をおさえた上
で、琵琶湖水系について考えられる
展開としています。
多くの人口を支えるために大量の水
が必要だからこそ、琵琶湖の水質保
全が近畿地方の大きな課題のひとつ
であることを理解できるようにして
います。

解説
知識定着を図るための一助として、用語
の「解説」を全53か所に設置しています。

本文に書かれている人々の生活と琵琶湖の関係を、図
版の読み取りを通じて深められるようにしています。

着実に深まる国土理解「日本の諸地域」
地域の特色を着実に理解できる地誌の展開2

特 色
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色
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３見開き目以降は、生活や産業など、各地方の特色ある事象を＜注目する視点＞と関連付け
ながら扱っています。また、その中で人々が地域の課題をどのように克服し、現在の発展に
至ったのかを理解できるようにしています。

⬆p.206-207 ⬆p.208-209

産業① 　［近畿地方の場合：工業＋環境保全］

阪神工業地帯が発展の過程で経験した公害などの課題と、それをどのように
克服したのかを理解できるようにしています。

産業② 　［近畿地方の場合：観光業＋環境保全］

京都・奈良では、歴史的な景観を保全することで観光業が発展した経緯を扱い、
環境（景観）保全が地域の発展に結びつくことを理解できるようにしています。

国内の産業構造の
変化や国際競争な
ど、阪神工業地帯
が直面したさまざ
まな課題と、それ
に対応する中で変
化し続けた経緯を
扱っています。
将来に向けた展望
についても触れて
います。

着実に深まる国土理解「日本の諸地域」
地域の特色を着実に理解できる地誌の展開2

特 色

小・歴・公アイコン
小学校・歴史・公民・他教科との関連

小学校での学習や、他分野・他教科と関連の
ある題材を示し、物事を多面的・多角的に捉
える足がかりとなるようにしています。
また、分野間・教科間でのカリキュラム・ 
マネジメントを実施する指標となるようにし
ています。

NEW

1

2

単元を通した学び 

毎時の学び　

写真で眺める
これから学習する単元の導

どう
入
にゅう
です。写真や地図を読み取る活動

を通して、単元全体の学習内容を見通します。

学習を振り返ろう
単元の振

ふ
り返りです。●❶各章や節の学習内容を地図で整理します。●❷「写

真で眺
なが
める」や学習内容を振り返りながら、章や節の問いに取り組みます。

単元の見通し

本文ページの見通しと振り返り

単元の振り返り

学びを深める工夫

ほかの人とのやりとりを通じて
思考を広げる問いや学習活動

見方・考え方を働かせる場面

小学校、歴
れき
史
し
や公民の学びと関

連する資
し
料
りょう

地図帳を活用する学習活動

資料を読み取る視
し
点
てん
や学習活動

現
げん
地
ち
の人々の「声」

活用する思考ツール

小学校、歴史や公民、
他教科で学ぶ事

じ
項
こう

対話

見方・考え方

小 歴 公

地図帳活用

資料活用

声

思考ツール 巻頭9

小学校⃝歴史⃝公民⃝他教科との関連

教科書を活用した学び方 ここに
QRコード
が入ります

章や節といった内
ない
容
よう
のまとまり（単元）について、単元を貫

つらぬ
く問いを通して学びましょう。

章の問いや節の問いを考えるために必要な知
ち
識
しき
を、本文ページや特

とく
設
せつ
ページを通して習

しゅう
得
とく
していきましょう。

導入
資料

見開きの学習内
ない
容
よう
に

つながる具体事例を
取り上げています。

本文
資料

学習内容を理
り
解
かい
するう

えで重要な事
じ
項
こう
は太字

で表しています。

見開きの学習課題です。
見開き全体の学習内容
を見通します。学習課題

■1 ■2 ■3

本文から重要事項を書き出
すなどの作業を通して、見開
きの学習内容を確

かく
認
にん
します。

自分の言葉で説明する活動
を通して、見開きの学習内容
を振

ふ
り返ります。

確認しよう

説明しよう

■4

■5

5

10

15

↑　由
ゆ

布
ふ

岳
だけ

と観光列車「ななつ星
ぼし

in 九州」（大分県由布市、8月）　1 p.173

由
ゆ

布
ふ

岳
だけ

は火山なんだって！
九州地方は火山が多いのかな？

↑　有
あり

明
あけ

海
かい

の干
ひ

潟
がた

で行われる「鹿
か

島
しま

ガタリ
ンピック」（佐賀県鹿島市、2019 年 6 月） 
　毎年初夏になると開かれる干潟の運動会
で、大人から子どもまで泥

どろ
だらけになって

楽しみます。　

3

p.171

←　宮崎平野のビニールハウス（宮崎県宮崎
市、4月）　
4

p.175

↑　長崎くんち（長崎県長崎市、2016年）　2 p.176

168

写真で眺める

九 州 地 方 福岡

佐賀
大分

熊本長崎

鹿児島

宮崎

沖 縄

11

44

33

22

55

66

77

この節では、写真1～7のような九州地方の様子が、特に「自然環
かん

境
きょう

」の視
し

点
てん

とどのように関係しているのかを
中心に考えていこう。

九州地方の学習を見通そう
ここに
QRコード
が入ります

p.181 の振り返りでは、あなたの考える「写真で眺める九州地方」をつくろう

↑　観光客でにぎわう博
はか

多
た

の屋台（福岡県福岡市、2018年）　博多ではラーメン
や うどん など、小麦を使った食文化が根づいています。　
5

p.175

↑　日本一の生産量を誇
ほこ

る熊本県のトマト（八
やつ

代
しろ

市、12
月）　
6

p.175

見通しスライド

→　美しい魚やサンゴ礁
しょう

がみら
れる南の海（沖縄県、宮

みや

古
こ

島
じま

市
沖、2021年 5月）　

7

p.178

九州地方はすごく
範
はん

囲
い

が広いんだね！
端
はし

から端まで何 km
くらいあるん
だろう？

日
本
の
諸
地
域

　九州
地
方

3
章

169

日
本
の
諸
地
域

　九州
地
方

3
章

節の問いについて、あなたの考えをまとめよう　思考・判断・表現節の振り返り2

↑　自然環
かん

境
きょう

の特
とく

徴
ちょう

に着目して九州地方をまとめた例　2 思考ツール 巻頭9 ウェビング

防災対策

北九州工業地帯の発展 九州の中心都市、福岡市 開発と自然保護の両立

琉球王国アジアとの交流・結びつき

筑紫平野の二毛作

宮崎平野の促成栽培

観光地

火山が多い

温暖な気候

海に囲まれている大陸に近い

梅雨や台風による雨

南西諸島の島々

サンゴ礁

生活や産業への影響など

自然環境の特色

凡例

九州地方の
自然環境

❶❶

振り返り 主体的な学び

●節の問いの解
かい
決
けつ
に向けて主体的に取り組むことが

　□よくできた　□できた　□あまりできなかった
　→よくできた点や改

かい
善
ぜん
したい点などを書き出そう。

●�節の学習を終えて、新たな疑
ぎ
問
もん
や探
たん
究
きゅう
したいこと、深め

たいことなどを書き出そう。

九州地方の自然環
かん

境
きょう

は、人々の生活や産業にど
のような影

えい

響
きょう

を与
あた

えているのだろうか。

 ヒント1 　�九州地方の人々の生活や産業の背
はい
景
けい
となる自

然環境の特
とく
徴
ちょう
は？

 ヒント2 　�自然環境の恩
おん
恵
けい
や課題、これらに対する人々

の生活の工
く
夫
ふう
は？

1節の問い
❶節の問いについて、図でまとめよう
　◆�この節の学習を振

ふ

り返りながら、図2の❶を埋
う

めて、
自然環

かん

境
きょう

の特
とく

徴
ちょう

に着目した九州地方のまとめを完成さ
せよう。

❷節の問いについて、考えを深めよう 
　◆�図2をもとに、九州地方の自然環境が人々の生活や産

業に影響を与えていることが分かる写真と、その写真
を補

ほ

足
そく

するための資
し

料
りょう

（写真やグラフ、地図）を一つず
つ、教科書や地図帳、ウェブサイトなどから選ぼう。

　◆�グループになって、選んだ写真や資料とその理由を発
表し合おう。そして、あなたたちだけの「写真で眺

なが

め
る九州地方（→p.168 ～ 169）」をつくり、地

ち

域
いき

の特色
を示

しめ

すタイトルをつけよう。

❸節の問いを踏
ふ

まえて地域の特色をまとめよう
　◆�図2と❷をもとに、九州地方の特色を文章で簡

かん

単
たん

にま
とめよう。

対話

181

●❷

学んだことを確
たし

かめ、節の学習内
ない

容
よう

を振
ふ

り返ろう　知識 地図帳活用節の振り返り1

節の重要語句

□南西諸島
□カルデラ
□火山
□リアス海岸

□梅雨
□台風
□温泉
□地熱発電所

□シラス台地
□畜産
□二毛作
□促成栽培

□北九州工業地帯
□公害
□集積回路（IC）
□サンゴ礁

１．�A～ Hにあてはまる県
けん

庁
ちょう

所
しょ

在
ざい

地
ち

名と、その県名を答えよう。
２．�ⓐ～ⓓにあてはまる平野名、山名、諸

しょ

島
とう

名を答えよう。
３．�①～⑧にあてはまる語

ご

句
く

を、「節の重要語句」から選んで答えよう。

学習を
振り返ろう

1 節1節（p.167 〜 179）（p.167 〜 179）

九九州州地地方方

九州地方の自然環
か ん

境
きょう

は、人々の生活や産業にどのような影
え い

響
きょう

を与
あ た

えているのだろうか。

1節の問い 人間と自然の関わり（→巻頭 8）見方・考え方

簡単な説明ができた語句にチェックを入れよう。

ⓐ 平野

ⓒ 山地

ⓓ 諸島

D

E

B

A

C

F

G

H

ⓑ 山

� ��km

C  （→p.176）
・ 大陸との貿

ぼう
易
えき
を行う港町として発

はっ
展
てん

・ 九州地方最大の都市

九州の工業（→p.177）
・ 官

かん
営
えい
の八

や
幡
はた
製
せい
鉄
てつ
所
しょ
から、鉄

てっ
鋼
こう
業を

中心とした ④ に発
はっ
展
てん

・ 現
げん
在
ざい
は集積回路（IC）の生産や自動

車産業が盛
さか
ん

・ ⑤ を克
こく
服
ふく
した環境保

ほ
全
ぜん
の取り組

み

ⓑ  山・別
べっ

府
ぷ

周辺（→p.170、 173）
・ 全国有数の ⑥ がいくつもあり、
観光資

し
源
げん
になっている

・ 地熱発電が行われている

宮崎平野（→p.175）
・ 冬でも温

おん
暖
だん
な気候

・ 野菜の ⑦ が盛
さか
ん

ⓓ  諸島（→p.178〜179）
・ 数多くの島々がある
・ 一年中 温

おん
暖
だん
な気候

・ ⑧ の美しい海
・ さとうきび や菊

きく
、パイナッ

プルなどの栽
さい
培
ばい

・ 観光産業などの第 3次産
業が盛

さか
ん

ⓐ  平野（→p.175）
・ 九州有数の穀

こく
物
もつ
の産地

・ 1 年間に 2種類の農作物を栽
さい

培
ばい
する ① が行われてきた

・ 生
せい
鮮
せん
野菜の栽培も盛

さか
ん

シラス台地（→p.174〜 175）
・ 桜

さくら
島
じま
（御
おん
岳
たけ
）などの ② がある

・ ② の噴
ふん
出
しゅつ
物でできた、水を通しやすい土地

・ 野菜や茶などの栽
さい
培
ばい

・ 飼
し
料
りょう
作物の栽培と合わせた ③ が盛

さか
ん

↑　白地図を使ったまとめ1

ここに
QRコード
が入ります

ワークシートなど
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●❶

九州地方は、地形や気候にどのような特
とく

徴
ちょう

がみられる地
ち

域
いき

なのだ
ろうか。学習課題

5

10

　　　　　　　　　　日本の南西部に位置する九州地方は、九州と
その周

しゅう

囲
い

の島々、さらに九州から台
たい

湾
わん

に向かっ
て連なる南

なん

西
せい

諸
しょ

島
とう

からなり、南北に長く広がっています。

　九州の中央部には阿
あ

蘇
そ

山
さん

の巨
きょ

大
だい

なカルデラがあり、その南には、

険
けわ

しい九州山地が連なっています。また、西部には雲
うん

仙
ぜん

岳
だけ

、南部に
は桜

さくら

島
じま

（御
おん

岳
たけ

）や霧
きり

島
しま

山
やま

などの火
か

山
ざん

があり、現
げん

在
ざい

も活発に活動してい
て、たびたび噴

ふん

火
か

しています。九州山地を源
げん

流
りゅう

とする筑
ちく

後
ご

川
がわ

や白
しら

川
かわ

の下流には、筑
つく

紫
し

平野や熊本平野が広がっており、佐賀市や熊本市

といった都市があります。

　海岸線に着目すると、九州の北西部はリアス海
かい

岸
がん

となっていて、

その西に大
たい

陸
りく

棚
だな

が広がる海
かい

域
いき

をもつ長崎県は、全国有数の漁
ぎょ

獲
かく

量を

活発な火山と
特色ある海岸線

1 p.1691

解説 2

p.172 p.147 p.146

p.175

p.143

p.143

九九州州地地方方のの
自自然然環環境境1

1 大
おお

隅
すみ

半島より南にある鹿児島県の島々と、
沖縄県の島々の総

そう

称
しょう

です。

2 満
まん

潮
ちょう

時には海面の下になり、干
かん

潮
ちょう

時には海
面上に姿

すがた

を現
あらわ

す、砂
すな

や泥
どろ

が堆
たい

積
せき

してできた低
てい

湿
しっ

地
ち

のことです。

↑　日本に占
し

める九州地方の割
わり

合
あい

4

九州
１１.８
％

１１.４
％ ８.７ １７.７ １６.８ ３４.５ ６.８

４.１

北海道
２２.１

東北
１７.７

中部
１７.７８.７

１３.４

中国・四国

関
東
８.６

近
畿面　積

３７�８万km２

人　口
１億2592万人

（2022年）〔住民基本台帳 人口・世帯数表、ほか〕

　火山の爆
ばく
発
はつ
や噴

ふん
火
か
による

陥
かん
没
ぼつ
などによってできた大

きな�くぼ地のことです。カ
ルデラを縁

ふち
取
ど
る環

かん
状
じょう
の山々

を外
がい
輪
りん
山
ざん
といい、カルデラ

に水がたまるとカルデラ湖
ができます。阿

あ
蘇
そ
山
さん
のカル

デラは、南北に約25km、
東西に約18kmもあり、世
界最大級です。

解 説 カルデラ

↑　九州地方の自然1

128°

沖縄島
なわじまおき

那覇
な は 沖縄

0 50km

129°

対馬
つしま
対馬対馬対馬
つしま

長崎
0 50km

30°

32°

34°

28°
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132°
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130°
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鹿

児

島
東シナ海

太

平

洋

た
い

へ
い

よ
う先島諸島

さき しま

島諸
縄
沖

南な
ん

せ
い西

し
�諸

と
う島 島

群
美
奄あ

ま
み

島
列
喇
噶
吐と
か
ら

五島列島
ご とう

台
湾

た
い
わ
ん

対馬
つしま

沖縄島
おきなわじま

大東諸島
だいとう

大島（奄美大島）
おおしま あま み おおしま

島列間良慶
け ら ま

宮古島
みや こ じま

石垣島
いしがきじま

尖閣諸島
せんかく

与那国島
よ な ぐにじま

西表島
いりおもてじま

0 100km

130°

131°

132°

33°

32°

31°

30°

129°

鹿
児
島

宮

崎

熊
本

長  崎

佐
賀

福岡

大 分

日
向
灘

有
明
海

豊
後
水
道

関門
海峡玄界灘

あ
り

ぶ
ん
ご
す
い
ど
う

ひ
�
う

が

な
だ

あ
け
か
い

かんもん

かいきょう
げんかいなだ

大
淀川

球
磨
川

筑 後 川

遠
賀
川

川白

大大大
淀淀淀川川川

球球球
磨磨磨
川川川

筑筑筑 後後後 川川川

遠遠遠
賀賀賀
川川川

川川川白白白

おお

よどがわ

お
ん
が
が
わ

く

ま

が
わ

ちく
ご

がわ

かわしら

おおおおおお

よどよどよどがわがわがわ

お
ん
お
ん
お
ん
ががが
が
わ
が
わ
が
わ

くくく

ままま

が
わ
が
わ
が
わ

ちくちくちく
ごごご

がわがわがわ

かわかわかわしらしらしら

島
半
隅
大

島
半
摩
薩

島原半島
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↑　阿
あ

蘇
そ

山
さん

のカルデラ2

外
輪 山

→　カルデラができる様子3

この くぼんだ地形は、
どうやってできたの
かな？

日本の地形や気候、自然災害（小）　防災（小・歴・公）小学校⃝歴史⃝公民⃝他教科との関連

九州地方1第 節 ここに
QRコード
が入ります

自然環境に注目して
九州地方の自然環

かん

境
きょう

は、人々の生活や産業にど
のような影

えい

響
きょう

を与
あた

えているのだろうか。
1節の問い

170

日
本
の
諸
地
域

　九
州
地
方

3
章

5

10

誇
ほこ

ります。佐賀県の南には、日本最大の干
ひ

潟
がた

をもつ有
あり

明
あけ

海
かい

があり、日

本有数の養
よう

殖
しょく

のり の産地となっています。一方、九州南東部の宮崎

平野では、日
ひゅう

向
が

灘
なだ

に面して直線的な海岸線が続き、野菜栽
さい

培
ばい

のビニー
ルハウスが立ち並

なら

びます。南西諸島には数多くの島があり、サンゴ
礁
しょう

の海など豊
ゆた

かな自然を求めて、多くの観光客が訪
おとず

れる島もあります。

　　　　　　　　　　九州は、暖
だん

流
りゅう

である黒
くろ

潮
しお

と対
つ し ま

馬海流が近くを
流れているため、冬でも比

ひ

較
かく

的温
おん

暖
だん

です。特に、

九州南部では冬に晴天の日が多く、さらに南に位置する南西諸島で
は、冬でも薄

うす

着
ぎ

で過
す

ごせる暖
あたた

かい日もあります。このため毎年 2

月になると、多くのプロ野球や J リーグのチームが九州南部や南西

諸島で、合宿をしながら練習を行っています。一方、夏から秋には、

南の太
たい

平
へい

洋
よう

上から湿
しめ

った季節風が吹
ふ

き、多くの雨が降
ふ

ります。雨は
梅
つ

雨
ゆ

の時期から台
たい

風
ふう

が通
つう

過
か

する時期にかけて特に多く、近年は線
せん

状
じょう

降
こう

水
すい

帯がもたらす豪
ごう

雨
う

により、洪
こう

水
ずい

や土
ど

砂
しゃ

災
さい

害
がい

が増
ふ

えています。

2 p.168

p.143

p.169、175

p.169、178

温暖で多雨な
気候と自然災害

p.143

7

5

p.144

p.144

3 p.147

九州地方の火山の位置と名
めい
称
しょう
を、

図　や地図帳で確
かく
認
にん
しよう。

九州地方の地形や気候の特
とく
徴
ちょう
を説

明しよう。

確認しよう 1

説明しよう

3 次々と発達した積
せき

乱
らん

雲が上空の風の影
えい

響
きょう

で
帯のように連なったもので、激

はげ

しい雨を長時間
にわたって降

ふ

らせます。

脱
だつ

炭
たん

素
そ

で防
ぼう

災
さい

力も高める熊本市

　2016年の熊本地
じ

震
しん

（→ p.146）で大きな被
ひ

害
がい

を受けた熊本市では、震
しん

災
さい

の教
訓を生かし、持続可

か

能
のう

な、災
さい

害
がい

に強いまちづくりに取り組んでいます。例えば、
熊本城を中心に周遊するバス「しろめぐりん」に電気自動車（EV）を導

どう

入
にゅう

し、
災害時には非

ひ

常
じょう

用の電
でん

源
げん

として活用するしくみを整えました。このEVバスは、
市内のごみ焼

しょう

却
きゃく

施
し

設
せつ

で発電した電気で運行されており、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

ゼロを実
じつ

現
げん

しています。ごみ焼却施設で発電した電気は、
市役所や学校などでも利用されているほか、災害時に避

ひ

難
なん

所となる施設の EV
充
じゅう

電
でん

スタンドにも直接送られています。地域の脱炭素化（→p.157）とともに、
災害時にも電気を供

きょう

給
きゅう

できる体
たい

制
せい

の構
こう

築
ちく

が進められています。

未来に未来に
向けて向けて

防 災

←↑　プロ野球チームの春季キャンプの開
かい

催
さい

地（左）と練習を見学する人々（上）（宮
崎県宮崎市、2023年 2月）
5
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久米島
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く め じま
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久米島
く め じま 沖縄島

おきなわじま

宮古島
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（2020年）〔日本野球機構資料、ほか〕

↑　九州地方の主な都市の雨温図7
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宮　崎（宮崎）那　覇（沖縄）
な は

年平均気温　23.3℃
年降水量　2161mm

年平均気温　17.7℃
年降水量　2626mm

年平均気温　17.3℃
年降水量　1687mm

〔理科年表 2023〕

↑　災
さい

害
がい

時に電
でん

源
げん

として利用できる EV バス
「しろめぐりん」（熊本県熊本市、2021年）
6

171

コラム
（→巻頭 6）

学びを深めるさまざまな
コラムがあります。

QRコード
（→巻頭 6）

学びを深めるさまざまなデジタル
コンテンツにつながります。

■1

■2

■3
■4
■5

↑p.168 ～ 169 ↑p.180 ～ 181

巻頭 5

1

2

単元を通した学び 

毎時の学び　

写真で眺める
これから学習する単元の導

どう
入
にゅう
です。写真や地図を読み取る活動

を通して、単元全体の学習内容を見通します。

学習を振り返ろう
単元の振

ふ
り返りです。●❶各章や節の学習内容を地図で整理します。●❷「写

真で眺
なが
める」や学習内容を振り返りながら、章や節の問いに取り組みます。

単元の見通し

本文ページの見通しと振り返り

単元の振り返り

学びを深める工夫

ほかの人とのやりとりを通じて
思考を広げる問いや学習活動

見方・考え方を働かせる場面

小学校、歴
れき
史
し
や公民の学びと関

連する資
し
料
りょう

地図帳を活用する学習活動

資料を読み取る視
し
点
てん
や学習活動

現
げん
地
ち
の人々の「声」

活用する思考ツール

小学校、歴史や公民、
他教科で学ぶ事

じ
項
こう

対話

見方・考え方

小 歴 公

地図帳活用

資料活用

声

思考ツール 巻頭9

小学校⃝歴史⃝公民⃝他教科との関連

教科書を活用した学び方 ここに
QRコード
が入ります

章や節といった内
ない
容
よう
のまとまり（単元）について、単元を貫

つらぬ
く問いを通して学びましょう。

章の問いや節の問いを考えるために必要な知
ち
識
しき
を、本文ページや特

とく
設
せつ
ページを通して習

しゅう
得
とく
していきましょう。

導入
資料

見開きの学習内
ない
容
よう
に

つながる具体事例を
取り上げています。

本文
資料

学習内容を理
り
解
かい
するう

えで重要な事
じ
項
こう
は太字

で表しています。

見開きの学習課題です。
見開き全体の学習内容
を見通します。学習課題

■1 ■2 ■3

本文から重要事項を書き出
すなどの作業を通して、見開
きの学習内容を確

かく
認
にん
します。

自分の言葉で説明する活動
を通して、見開きの学習内容
を振

ふ
り返ります。

確認しよう

説明しよう

■4

■5

5

10

15

↑　由
ゆ

布
ふ

岳
だけ

と観光列車「ななつ星
ぼし

in 九州」（大分県由布市、8月）　1 p.173

由
ゆ

布
ふ

岳
だけ

は火山なんだって！
九州地方は火山が多いのかな？

↑　有
あり

明
あけ

海
かい

の干
ひ

潟
がた

で行われる「鹿
か

島
しま

ガタリ
ンピック」（佐賀県鹿島市、2019 年 6 月） 
　毎年初夏になると開かれる干潟の運動会
で、大人から子どもまで泥

どろ
だらけになって

楽しみます。　

3

p.171

←　宮崎平野のビニールハウス（宮崎県宮崎
市、4月）　
4

p.175

↑　長崎くんち（長崎県長崎市、2016年）　2 p.176

168

写真で眺める

九 州 地 方 福岡

佐賀
大分

熊本長崎

鹿児島

宮崎

沖 縄

11

44

33

22

55

66

77

この節では、写真1～7のような九州地方の様子が、特に「自然環
かん

境
きょう

」の視
し

点
てん

とどのように関係しているのかを
中心に考えていこう。

九州地方の学習を見通そう
ここに
QRコード
が入ります

p.181 の振り返りでは、あなたの考える「写真で眺める九州地方」をつくろう

↑　観光客でにぎわう博
はか

多
た

の屋台（福岡県福岡市、2018年）　博多ではラーメン
や うどん など、小麦を使った食文化が根づいています。　
5

p.175

↑　日本一の生産量を誇
ほこ

る熊本県のトマト（八
やつ

代
しろ

市、12
月）　
6

p.175

見通しスライド

→　美しい魚やサンゴ礁
しょう

がみら
れる南の海（沖縄県、宮

みや

古
こ

島
じま

市
沖、2021年 5月）　

7

p.178

九州地方はすごく
範
はん

囲
い

が広いんだね！
端
はし

から端まで何 km
くらいあるん
だろう？

日
本
の
諸
地
域

　九州
地
方

3
章

169

日
本
の
諸
地
域

　九州
地
方

3
章

節の問いについて、あなたの考えをまとめよう　思考・判断・表現節の振り返り2

↑　自然環
かん

境
きょう

の特
とく

徴
ちょう

に着目して九州地方をまとめた例　2 思考ツール 巻頭9 ウェビング

防災対策

北九州工業地帯の発展 九州の中心都市、福岡市 開発と自然保護の両立

琉球王国アジアとの交流・結びつき

筑紫平野の二毛作

宮崎平野の促成栽培

観光地

火山が多い

温暖な気候

海に囲まれている大陸に近い

梅雨や台風による雨

南西諸島の島々

サンゴ礁

生活や産業への影響など

自然環境の特色

凡例

九州地方の
自然環境

❶❶

振り返り 主体的な学び

●節の問いの解
かい
決
けつ
に向けて主体的に取り組むことが

　□よくできた　□できた　□あまりできなかった
　→よくできた点や改

かい
善
ぜん
したい点などを書き出そう。

●�節の学習を終えて、新たな疑
ぎ
問
もん
や探
たん
究
きゅう
したいこと、深め

たいことなどを書き出そう。

九州地方の自然環
かん

境
きょう

は、人々の生活や産業にど
のような影

えい

響
きょう

を与
あた

えているのだろうか。

 ヒント1 　�九州地方の人々の生活や産業の背
はい
景
けい
となる自

然環境の特
とく
徴
ちょう
は？

 ヒント2 　�自然環境の恩
おん
恵
けい
や課題、これらに対する人々

の生活の工
く
夫
ふう
は？

1節の問い
❶節の問いについて、図でまとめよう
　◆�この節の学習を振

ふ

り返りながら、図2の❶を埋
う

めて、
自然環

かん

境
きょう

の特
とく

徴
ちょう

に着目した九州地方のまとめを完成さ
せよう。

❷節の問いについて、考えを深めよう 
　◆�図2をもとに、九州地方の自然環境が人々の生活や産

業に影響を与えていることが分かる写真と、その写真
を補

ほ

足
そく

するための資
し

料
りょう

（写真やグラフ、地図）を一つず
つ、教科書や地図帳、ウェブサイトなどから選ぼう。

　◆�グループになって、選んだ写真や資料とその理由を発
表し合おう。そして、あなたたちだけの「写真で眺

なが

め
る九州地方（→p.168 ～ 169）」をつくり、地

ち

域
いき

の特色
を示

しめ

すタイトルをつけよう。

❸節の問いを踏
ふ

まえて地域の特色をまとめよう
　◆�図2と❷をもとに、九州地方の特色を文章で簡

かん

単
たん

にま
とめよう。

対話
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●❷

学んだことを確
たし

かめ、節の学習内
ない

容
よう

を振
ふ

り返ろう　知識 地図帳活用節の振り返り1

節の重要語句

□南西諸島
□カルデラ
□火山
□リアス海岸

□梅雨
□台風
□温泉
□地熱発電所

□シラス台地
□畜産
□二毛作
□促成栽培

□北九州工業地帯
□公害
□集積回路（IC）
□サンゴ礁

１．�A～ Hにあてはまる県
けん

庁
ちょう

所
しょ

在
ざい

地
ち

名と、その県名を答えよう。
２．�ⓐ～ⓓにあてはまる平野名、山名、諸

しょ

島
とう

名を答えよう。
３．�①～⑧にあてはまる語

ご

句
く

を、「節の重要語句」から選んで答えよう。

学習を
振り返ろう

1 節1節（p.167 〜 179）（p.167 〜 179）

九九州州地地方方

九州地方の自然環
か ん

境
きょう

は、人々の生活や産業にどのような影
え い

響
きょう

を与
あ た

えているのだろうか。

1節の問い 人間と自然の関わり（→巻頭 8）見方・考え方

簡単な説明ができた語句にチェックを入れよう。

ⓐ 平野

ⓒ 山地

ⓓ 諸島

D

E

B

A

C

F

G

H

ⓑ 山

� ��km

C  （→p.176）
・ 大陸との貿

ぼう
易
えき
を行う港町として発

はっ
展
てん

・ 九州地方最大の都市

九州の工業（→p.177）
・ 官

かん
営
えい
の八

や
幡
はた
製
せい
鉄
てつ
所
しょ
から、鉄

てっ
鋼
こう
業を

中心とした ④ に発
はっ
展
てん

・ 現
げん
在
ざい
は集積回路（IC）の生産や自動

車産業が盛
さか
ん

・ ⑤ を克
こく
服
ふく
した環境保

ほ
全
ぜん
の取り組

み

ⓑ  山・別
べっ

府
ぷ

周辺（→p.170、 173）
・ 全国有数の ⑥ がいくつもあり、
観光資

し
源
げん
になっている

・ 地熱発電が行われている

宮崎平野（→p.175）
・ 冬でも温

おん
暖
だん
な気候

・ 野菜の ⑦ が盛
さか
ん

ⓓ  諸島（→p.178〜179）
・ 数多くの島々がある
・ 一年中 温

おん
暖
だん
な気候

・ ⑧ の美しい海
・ さとうきび や菊

きく
、パイナッ

プルなどの栽
さい
培
ばい

・ 観光産業などの第 3次産
業が盛

さか
ん

ⓐ  平野（→p.175）
・ 九州有数の穀

こく
物
もつ
の産地

・ 1 年間に 2種類の農作物を栽
さい

培
ばい
する ① が行われてきた

・ 生
せい
鮮
せん
野菜の栽培も盛

さか
ん

シラス台地（→p.174〜 175）
・ 桜

さくら
島
じま
（御
おん
岳
たけ
）などの ② がある

・ ② の噴
ふん
出
しゅつ
物でできた、水を通しやすい土地

・ 野菜や茶などの栽
さい
培
ばい

・ 飼
し
料
りょう
作物の栽培と合わせた ③ が盛

さか
ん

↑　白地図を使ったまとめ1

ここに
QRコード
が入ります

ワークシートなど
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●❶

九州地方は、地形や気候にどのような特
とく

徴
ちょう

がみられる地
ち

域
いき

なのだ
ろうか。学習課題

5

10

　　　　　　　　　　日本の南西部に位置する九州地方は、九州と
その周

しゅう

囲
い

の島々、さらに九州から台
たい

湾
わん

に向かっ
て連なる南

なん

西
せい

諸
しょ

島
とう

からなり、南北に長く広がっています。

　九州の中央部には阿
あ

蘇
そ

山
さん

の巨
きょ

大
だい

なカルデラがあり、その南には、

険
けわ

しい九州山地が連なっています。また、西部には雲
うん

仙
ぜん

岳
だけ

、南部に
は桜

さくら

島
じま

（御
おん

岳
たけ

）や霧
きり

島
しま

山
やま

などの火
か

山
ざん

があり、現
げん

在
ざい

も活発に活動してい
て、たびたび噴

ふん

火
か

しています。九州山地を源
げん

流
りゅう

とする筑
ちく

後
ご

川
がわ

や白
しら

川
かわ

の下流には、筑
つく

紫
し

平野や熊本平野が広がっており、佐賀市や熊本市

といった都市があります。

　海岸線に着目すると、九州の北西部はリアス海
かい

岸
がん

となっていて、

その西に大
たい

陸
りく

棚
だな

が広がる海
かい

域
いき

をもつ長崎県は、全国有数の漁
ぎょ

獲
かく

量を

活発な火山と
特色ある海岸線

1 p.1691

解説 2

p.172 p.147 p.146

p.175

p.143

p.143

九九州州地地方方のの
自自然然環環境境1

1 大
おお

隅
すみ

半島より南にある鹿児島県の島々と、
沖縄県の島々の総

そう

称
しょう

です。

2 満
まん

潮
ちょう

時には海面の下になり、干
かん

潮
ちょう

時には海
面上に姿

すがた

を現
あらわ

す、砂
すな

や泥
どろ

が堆
たい

積
せき

してできた低
てい

湿
しっ

地
ち

のことです。

↑　日本に占
し

める九州地方の割
わり

合
あい

4

九州
１１.８
％

１１.４
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東
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近
畿面　積

３７�８万km２

人　口
１億2592万人

（2022年）〔住民基本台帳 人口・世帯数表、ほか〕

　火山の爆
ばく
発
はつ
や噴

ふん
火
か
による

陥
かん
没
ぼつ
などによってできた大

きな�くぼ地のことです。カ
ルデラを縁

ふち
取
ど
る環

かん
状
じょう
の山々

を外
がい
輪
りん
山
ざん
といい、カルデラ

に水がたまるとカルデラ湖
ができます。阿

あ
蘇
そ
山
さん
のカル

デラは、南北に約25km、
東西に約18kmもあり、世
界最大級です。

解 説 カルデラ

↑　九州地方の自然1
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↑　阿
あ

蘇
そ

山
さん

のカルデラ2

外
輪 山

→　カルデラができる様子3

この くぼんだ地形は、
どうやってできたの
かな？

日本の地形や気候、自然災害（小）　防災（小・歴・公）小学校⃝歴史⃝公民⃝他教科との関連

九州地方1第 節 ここに
QRコード
が入ります

自然環境に注目して
九州地方の自然環

かん

境
きょう

は、人々の生活や産業にど
のような影

えい

響
きょう

を与
あた

えているのだろうか。
1節の問い

170

日
本
の
諸
地
域

　九
州
地
方

3
章

5

10

誇
ほこ

ります。佐賀県の南には、日本最大の干
ひ

潟
がた

をもつ有
あり

明
あけ

海
かい

があり、日

本有数の養
よう

殖
しょく

のり の産地となっています。一方、九州南東部の宮崎

平野では、日
ひゅう

向
が

灘
なだ

に面して直線的な海岸線が続き、野菜栽
さい

培
ばい

のビニー
ルハウスが立ち並

なら

びます。南西諸島には数多くの島があり、サンゴ
礁
しょう

の海など豊
ゆた

かな自然を求めて、多くの観光客が訪
おとず

れる島もあります。

　　　　　　　　　　九州は、暖
だん

流
りゅう

である黒
くろ

潮
しお

と対
つ し ま

馬海流が近くを
流れているため、冬でも比

ひ

較
かく

的温
おん

暖
だん

です。特に、

九州南部では冬に晴天の日が多く、さらに南に位置する南西諸島で
は、冬でも薄

うす

着
ぎ

で過
す

ごせる暖
あたた

かい日もあります。このため毎年 2

月になると、多くのプロ野球や J リーグのチームが九州南部や南西

諸島で、合宿をしながら練習を行っています。一方、夏から秋には、

南の太
たい

平
へい

洋
よう

上から湿
しめ

った季節風が吹
ふ

き、多くの雨が降
ふ

ります。雨は
梅
つ

雨
ゆ

の時期から台
たい

風
ふう

が通
つう

過
か

する時期にかけて特に多く、近年は線
せん

状
じょう

降
こう

水
すい

帯がもたらす豪
ごう

雨
う

により、洪
こう

水
ずい

や土
ど

砂
しゃ

災
さい

害
がい

が増
ふ

えています。

2 p.168

p.143

p.169、175

p.169、178

温暖で多雨な
気候と自然災害

p.143

7

5

p.144

p.144

3 p.147

九州地方の火山の位置と名
めい
称
しょう
を、

図　や地図帳で確
かく
認
にん
しよう。

九州地方の地形や気候の特
とく
徴
ちょう
を説

明しよう。

確認しよう 1

説明しよう

3 次々と発達した積
せき

乱
らん

雲が上空の風の影
えい

響
きょう

で
帯のように連なったもので、激

はげ

しい雨を長時間
にわたって降

ふ

らせます。

脱
だつ

炭
たん

素
そ

で防
ぼう

災
さい

力も高める熊本市

　2016年の熊本地
じ

震
しん

（→ p.146）で大きな被
ひ

害
がい

を受けた熊本市では、震
しん

災
さい

の教
訓を生かし、持続可

か

能
のう

な、災
さい

害
がい

に強いまちづくりに取り組んでいます。例えば、
熊本城を中心に周遊するバス「しろめぐりん」に電気自動車（EV）を導

どう

入
にゅう

し、
災害時には非

ひ

常
じょう

用の電
でん

源
げん

として活用するしくみを整えました。このEVバスは、
市内のごみ焼

しょう

却
きゃく

施
し

設
せつ

で発電した電気で運行されており、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

ゼロを実
じつ

現
げん

しています。ごみ焼却施設で発電した電気は、
市役所や学校などでも利用されているほか、災害時に避

ひ

難
なん

所となる施設の EV
充
じゅう

電
でん

スタンドにも直接送られています。地域の脱炭素化（→p.157）とともに、
災害時にも電気を供

きょう

給
きゅう

できる体
たい

制
せい

の構
こう

築
ちく

が進められています。

未来に未来に
向けて向けて

防 災

←↑　プロ野球チームの春季キャンプの開
かい

催
さい

地（左）と練習を見学する人々（上）（宮
崎県宮崎市、2023年 2月）
5
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久米島
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宮古島
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（2020年）〔日本野球機構資料、ほか〕

↑　九州地方の主な都市の雨温図7
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宮　崎（宮崎）那　覇（沖縄）
な は

年平均気温　23.3℃
年降水量　2161mm

年平均気温　17.7℃
年降水量　2626mm

年平均気温　17.3℃
年降水量　1687mm

〔理科年表 2023〕

↑　災
さい

害
がい

時に電
でん

源
げん

として利用できる EV バス
「しろめぐりん」（熊本県熊本市、2021年）
6

171

コラム
（→巻頭 6）

学びを深めるさまざまな
コラムがあります。

QRコード
（→巻頭 6）

学びを深めるさまざまなデジタル
コンテンツにつながります。

■1

■2

■3
■4
■5

↑p.168 ～ 169 ↑p.180 ～ 181

巻頭 5

ポイント
比較ができる写真　掲載ページ一覧
ページ タイトル

p.199 活発な噴火を続ける西之島
p.494 雨季と乾季のトンレサップ湖の様子
p.521 シェンチェン（深圳）の変化
p.701
p.702

ドイツとポーランドの国境に架かる橋を行き来する人々や車
かつてのドイツとポーランドの国境

p.1121
p.1122

手作業でのコーヒーの実の収穫
大型機械を使ったコーヒーの実の収穫

p.1153 アマゾン川流域の熱帯林の伐採
p.1441
p.1442

「さっぽろ雪まつり」の会場で雪遊びを楽しむ子どもたち
花見を楽しむ人々

ページ タイトル
p.1561 氷河の後退

p.1756 筑紫平野での小麦の収穫と田植えの終わった水田

p.1823 洞海湾の変化

p.2061 大阪湾沿岸の工業地帯の移り変わり

p.2096 2003年と2022年の二年坂の様子

p.2281
p.2282

収穫前の水田
伝統的工芸品 小千谷縮の雪さらし

p.2643 高台に造成された新しい住宅地（三王団地）の移り変わり

同じ場所でも撮影された
時期が違ったり、同じ時期
であっても場所の違ったり
する写真を随所に掲載して
います。複数の写真の比較
から、さまざまな疑問が
生まれるようにしています。

興味・関心を
喚起する写真

特
色

2
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誌
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単元の最後には、節の学習を振り返り、地域の特色と節の問いに対する自らの考えを
まとめる「学習を振り返ろう」を設置しています。
節末には「未来に向けて」を設置し、未来の社会をつくる人々の取り組みを紹介しています。

⬆p.212-213 ⬆p.216

学習を振り返ろう
白地図を用いた知識・技能の確認と、思考ツールなどを用いた学習内容の整理を
行い、最後に節の問いに対する自らの考えをまとめられるようにしています。

未来に向けて
各地方の特色となる地理的事象をSDGsと関連
させて追究できるようにしています。

国土理解が
深まる

左ページでは、白地図を用いながら暮らし
や産業などについて記述した文章の穴埋め
をして、重要用語の確認ができるようにし
ています。

右ページでは、近畿地方の略図を用いて環境保全のために
行われている取り組みを整理できるようにしています。
問題が発生した原因と、それに対する取り組みを整理する
ことで、節の問い「近畿地方での環境保全の取り組みは、
人口増加や産業発展のなかで、どのように行われてきたの
だろうか。」について自らの考えをまとめられるようにし
ています。

関連するSDGsのゴールをアイコンで
示しています。

本資料p.24で紹介している「古都京
都・奈良と歴史的景観の保全」の学習
と関連させて、京都の伝統工芸品が地
場産業や先端技術産業に成長して、現
在に受け継がれている背景を記述して
います。

節末「未来に向けて」　掲載ページ一覧（全７か所）
ページ 地方 タイトル テーマ

p.182 九州地方 自然環境の再生から資源循環型社会へ
～工業の発展と公害をいち早く経験した福岡県北九州市～ 環境・エネルギー

p.198 中国・四国地方 通信網を生かした地域おこしの取り組み
～徳島県神山町や上勝町のICT活用～ 情報・技術

p.216 近畿地方 環境につちかわれた産業の発展のために
～地場産業から先端技術を生み出してきた京都の企業～ 伝統・文化

p.232 中部地方 時代の変化に対応する産業の創出
～新たなものづくりに挑戦を続ける浜松市を例に～ 情報・技術

p.248 関東地方 公共交通を活用したまちづくり
～コンパクトシティを目指す栃木県宇都宮市～ 情報・技術

p.264 東北地方 災害からの復興と生活の場の再生
～高台に移転した岩手県宮古市田老地区～ 防災

p.280 北海道地方 多様な文化を大切にする取り組み
～自然と共に生きるアイヌ民族を例に～ 人権・多文化

着実に深まる国土理解「日本の諸地域」
地域の特色を着実に理解できる地誌の展開2

特 色
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世界と日本の諸地域学習の冒頭には「序説」を設置し、地域的特色を追究する際の視点
（主題）と地球的課題・地域の課題の関係を端的に示しています。

⬆p.45 ⬆p.166

文章だけではわかりにくい、地域の特色と課題の関係について、写真やイラストを用いて
わかりやすく説明しています。

各州における地域を追究する主題と、注目する地球的課題について一覧で示し、
各州でどのような地球的課題を扱っているかが一目でわかるようにしています。

地域に見られる課題には、現在進行している事例だけでなく、課題を克服した事例も含めて 
います。これらの事例を参考にすることで、より具体的に地域の「持続可能な発展」について
考えられるようにしています。

各地方における地域を追究する際に注目する視点と、地域に見られる課題について一覧で示し、
各地方でどのような課題を扱っているかが一目でわかるようにしています。

世界と日本の諸地域学習の「序説」
地域の特色を着実に理解できる地誌の展開2

特 色

特
色
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ポイント

章・節を単元のまとまりとし、学習の見通し・振り返りがしやすい構成にしています。学習の見通し・振り返りを
通して、学習者は「主体的・対話的で深い学び」を、指導者は「指導と評価の一体化」を実現できるようにしています。

⬆p.46-47 ⬆p.50-51⬆p.48 ⬆p.62-63

写真で眺める
節の冒頭には「写真で眺める」を設置しています。大きく鮮やか
な写真から地域を概観する学習活動を通して、学習する地域に
対する興味・関心を高め、学習の見通しを立てることができ、
「主体的な学び」につながるようにしています。

学習を振り返ろう

章・節末には「学習を振り返ろう」を設置し
ています。思考ツールを活用しながら対話
を通して「章・節の問い」に取り組むことで、
「対話的な学び」や「深い学び」を実現できる
ようにしています。

右のイメージのように、「節・章の問い」を受けた「学習課題」を各見開きに設置し、見通し・
振り返り学習を積み重ねることで、「章・節の問い」にせまれるよう、「問い」を構造化しています。
また、各問いの役割と関連を明確にしているので、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」
「学びに向かう力、人間性等」の3つの資質・能力を着実に習得・育成でき、それぞれの観点別評
価を適切に行えるようにしています。「章・節の問い」に取り組むことで、習得した 知能・技能
やそれを活用した 思考・判断・表現 を評価できるようにしています。また、単元を通した見通し
と振り返りによって、自らの学びを調整し、粘り強く取り組む 主体的に学習に取り組む態度 を見取
ることができるようにしています。

【例】第2部第2章第1節「アジア州」（p.46-63）

見通し 学習活動

主
知・技 思・判・表 主

振り返り

振り返り

章・節の問い 章・節の振り返り
（学習を振り返ろう）

見開きの問い
（学習課題）

見開きの振り返り
（確認しよう／
説明しよう）

見通し

主体的・対話的で
深い学びへ

問いの種類
観点別評価への対応

知 思・判・表 主

章・節の問い ◎ ◎ ◎

学習課題 ◎ ○

確認しよう ◎

説明しよう ◎ ◎

見通し・振り返りがしやすい構成で「指導と評価の一体化」を支援
「主体的・対話的で深い学び」につながる単元構成3

特 色

主 …主体的に学習に取り組む態度…知識・技能知・技 …思考・判断・表現思・判・表章・節の展開

詳しくは本資料p.32 詳しくは本資料p.33-34 詳しくは本資料p.35-36

章・節の問い
単元のはじめには「章・節の問い」を設置し
ています。「単元を貫く問い」を明示するこ
とで、見通しをもって学習に取り組めるよ
うにしています。

学習課題
各見開きに「章・節の問い」に対応
した「学習課題」を設置しています。

確認しよう/説明しよう

各見開きに「学習課題」に対応した
「確認しよう/説明しよう」を設置
しています。

知・技 思・判・表

深い学びにつながる
「問い」のイメージ

特
色

3

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」に
つ
な
が
る
単
元
構
成
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ポイント

各見開きの「学習課題」「確認しよう」「説明しよう」
でつかんだ学習内容の積み重ねが、「章・節の問い」
の追究につながるようにしています。

「章・節の問い」と見開きの「問い」の関係
導入の「写真で眺める」を活用し、見通しを立てて学習を進めていくことで、「主体的な学び」を
実現できるようにしています。
各見開きでも見通し・振り返り学習がしやすい紙面構成になっています。各見開きの学習内容は、
「章・節の問い」を受ける形で「学習課題」を設置し、展開しています。

➡�「章・節の問い」と各見開きの「問い
（学習課題・確認しよう・説明しよう）」
の関係のイメージ

学習
課題

確認
しよう

説明
しよう

学習
課題

確認
しよう

説明
しよう

学習
課題

確認
しよう

説明
しよう

章・節の
問い

⬇p.46-47

⬇p.50-51

学習課題
見開きの学習でおさえるべ
き目標を示しています。
本時の学習内容を見通す問
いです。

確認しよう
本文や図版から、学習
上大切な事項を確認さ
せる問いです。
正しく文章を読む力
（読解力）を養い、知識
の確実な定着を促して
います。

説明しよう
学習課題を振り返り、
習得した知識を活用し
て言語活動につなげる
問いです。
思考力、判断力、表現
力の育成を促していま
す。

導入資料
見開きの学習内容の核心を
つき、かつ、生徒に「なぜ」
を抱かせる資料を掲載して
います。

導入資料
見開き左上の一番大きな写真は、各州・地方の＜地域を追究す
る主題＞＜注目する視点＞（本資料p.27-28）に関連しています。

資料活用アイコン
「地理的な見方・考え方」を働かせるのに適した写真・資料に
付しています。p.49、206など全53か所に掲載しています。
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　　　　　　　　　アジアにはさまざまな民族が暮らし、人々が信
しん

仰
こう

する宗
しゅう

教
きょう

もさまざまです。それぞれの民族がほ
かの地域と交流することよって、宗教が各地に広まっていきました。
　仏

ぶっ

教
きょう

は、インドで生まれ、スリランカや東南アジアに広まったほ
か、シルクロードを通って中国や朝

ちょう

鮮
せん

半島、日本へと伝わりました。
西アジアや中央アジアで広く信仰されているイスラム教

きょう

は、アラビ
ア半島で生まれ、インド洋の海上貿

ぼう

易
えき

を通して南アジアや東南アジ
アにも広がりました。インドでは、多くの人がヒンドゥー教

きょう

を信仰
し、フィリピンでは、ヨーロッパの人々の布

ふ

教
きょう

活動や植民地支
し

配
はい

を
通して伝わったキリスト教

きょう

の信者が多数を占
し

めます。
　　　　　　　　　アジアには世界の総

そう

人口の6割
わり

が暮らし、そ
の多くが季節風の影響で湿潤な地域に集中してい

ます。特に中国とインドという人口が多い国を抱
かか

える東アジアと南
アジアは、古くから農業が盛んで、両地域で古代文明が栄えました。
この二つの文明が栄えた地域の間に位置する東南アジアは、近代に
なって開発が進み、人口が多い地域の一つになりました。
　20世

せい

紀
き

の後半には、日本に次いで韓
かん

国
こく

やシンガポールなどが経
けい

済
ざい

発
はっ

展
てん

を遂
と

げ、21世紀にかけて東南アジアや中国が続き、今この
動きは南アジアへ広がりつつあります。こうした経済発展は、アジ
アの豊

ほう

富
ふ

な労働力を生かした工業化がもたらしたものです。経済発
展を遂

と

げた国々では都
と

市
し

化
か

が進み、シャンハイ（上海）やデリー、
ジャカルタなどの巨

きょ

大
だい

都市が、アジアの各地に誕
たん

生
じょう

しています。

交流によって   
広まった宗教

p.40

p.41

p.41、47

7 p.41、46

p.84

p.40 7

人口の集中と
経済発展

（2021年） 8

6 p.52

p.58

p.56

p.54 p.47

p.52、57

p.58

p.46

アジア州で信
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仰
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されている宗
しゅう

教
きょう

と
その主な国を、図　や地図帳で確

かく
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の特
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徴
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につい
て、気候と農業との関係から説明
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その他 1.1

その他 1.2

仏教 94.6％
タイ（2015年）

ヒンドゥー教 1.7
キリスト教

イスラム教 4.3

イスラム教

イスラム教 87.2％ 9.9
インドネシア（2010年）

その他 2.2

イスラム教 
キリスト教 91.8％ 6.0

フィリピン（2015年）

キリスト教 2.3

その他 3.7
ヒンドゥー教 79.8％ 14.2

インド(2011年)

その他 0.7
イスラム教 99.3％

イラン(2011年)

〔CIA資料、ほか〕

↑　主な国の宗
しゅう

教
きょう

別人口の割
わり

合
あい
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１９００ ５０ ２０００ ２２ ５０年

１００
９０
８０
７０
６０
５０
４０
３０
２０
１０
０

億人

第
一
次
世
界
大
戦

第
二
次
世
界
大
戦

将来推計

アフリカ

北アメリカ

アジアオセアニア

ヨーロッパ

中央・南アメリカ※

※メキシコ以南の地域

〔World Population Prospects 2022、ほか〕

↑　世界の人口の変化　 　 　 　 　  1950 年以
い

降
こう

で、人口が大きく増
ふ

えている地
ち

域
いき

に注目しよう。
8 資料活用

世
界
の
諸
地
域
　ア
ジ
ア
州
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章・節の問い
「章・節の問い」を、各ページのタイトル下にも掲載しています。
「単元を貫く問い」である「章・節の問い」を常に意識して学習に
取り組めるようにしています。

本文
背景や因果関係まで丁寧に
記述しています。

主

見通し・振り返りがしやすい構成で「指導と評価の一体化」を支援
「主体的・対話的で深い学び」につながる単元構成3

特 色

知・技 思・判・表

「○○州/○○地方の学習を見通そう」
節の問いとなる主題を示し、見通しを立てて
学習に取り組めるようにしています。
QRコンテンツには「写真で眺める」の動画を
収録しています。教科書以外の資料も見るこ
とで、主題や視点をより明確に意識して学習
の見通しが立てられるようにしています。

NEW

NEW

⬅QRコンテンツ
　「写真で眺める」
　動画

写真で眺める 本文ページ
特
色

3

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」に
つ
な
が
る
単
元
構
成

343332



ポイント

まとめとして単元末に「学習を振り返ろう」を設置しています。左ページでは学習した知識・
技能を白地図を用いて確認できるようにしています。
右ページでは思考ツールを用いた学習事項の整理と、対話を通して「章・節の問い」に対する
自らの考えをまとめることで、「深い学び」を実現できるようにしています。

振り返り1  知識・技能の確認
白地図で学習事項の確認ができるように
しています。

⬇p.62-63

視覚的に分析したり考えを整理したりする際に用いる
図や表を、思考ツールといいます。
思考ツールを活用する場面には「思考ツールアイコン」
を付し、活用を促しています。
また、巻頭９とQRコンテンツでは、教科書で取り上
げている思考ツールの紹介と、活用の手順を動画で
説明しています。

⬆QRコンテンツ 
　思考ツール「マトリックス」の
　活用手順説明動画

思考ツールアイコン　
掲載ページ一覧（全8か所）
ページ 思考ツールの

種類

p.63 マトリックス

p.79 マトリックス

p.89 ウェビング

p.90 ウェビング

ページ 思考ツールの
種類

p.127 ステップチャート

p.181 ウェビング

p.231 マトリックス

p.279 ウェビング

⬇巻頭９

見通し・振り返りがしやすい構成で「指導と評価の一体化」を支援
「主体的・対話的で深い学び」につながる単元構成3

特 色

主知・技 思・判・表

振り返り2-①  地域的特色を思考ツールにまとめる
図2では、各見開きの学習を振り返りながら、地域的特色を
思考ツールにまとめられるようにしています。思考ツールに
まとめることで、学習内容の整理ができるようにしています。

振り返り2-③   節の問いを踏まえて地域的特色を 
まとめる

①と②をもとに、地域の特色を自分の言葉で文章にまとめら
れるようにしています。

振り返り2-②  対話を通して考えを深める
①をもとに、グループで話し合いながらオリジナルの「写真
で眺める」（本資料p.32）をつくれるようにしています。

「主体的・対話的で深い学び」へ

NEW

世
界
の
諸
地
域

　ア
ジ
ア
州

2
章

節の問いについて、あなたの考えをまとめよう　思考・判断・表現節の振り返り2

↑　アジア州における経
けい

済
ざい

成長の背
はい

景
けい

とその影
えい

響
きょう

をまとめた例　2 思考ツール 巻頭9 マトリックス

国・地域 経済成長の背景 経済成長によって生じた影響　【 ○…よくなった点、▲…課題点 】

中国

❶ ❷

韓国
・外国の資金・技術の援助

・ICT産業の育成

○ ICT産業の発展で経済は力を取り戻した

▲ 人口と政治や経済がソウルに一極集中し、農村との格差が生じた

東南アジア
・工業団地に外国企業を招く

・ASEANの結成

○ 工業化により、都市部の産業が発展し、ASEAN経済共同体（AEC）などによっ

て貿易や交流が活発化

▲ 都市にスラムができたり、交通渋滞や大気汚染などの問題が生じたりした

南アジア

❸ ❹

中央アジア・

西アジア

・原油や石油製品の輸出

・恵まれた鉱産資源

○ 原油や石油製品の輸出で得た利益で、産業を発展させ、交通網・通信網の

整備や教育などに生かした

▲ 資源が少ない国 の々発展の遅れや、鉱産資源をめぐる利害関係の対立が生

じる

振り返り 主体的な学び

●節の問いの解
かい
決
けつ
に向けて主体的に取り組むことが

　□よくできた　□できた　□あまりできなかった
　→よくできた点や改

かい
善
ぜん
したい点などを書き出そう。

●�節の学習を終えて、新たな疑
ぎ
問
もん
や探
たん
究
きゅう
したいこと、深め

たいことなどを書き出そう。

アジア州では、急速に経
けい

済
ざい

が成長したことによっ
て、地

ち

域
いき

にどのような影
えい

響
きょう

が生じているのだろ
うか。

 ヒント1 　�アジア州に共通する経済成長の背
はい
景
けい
や特

とく
徴
ちょう

は？
 ヒント2 　経済成長によって�よくなった点と課題点は？

1節の問い
❶節の問いについて、図でまとめよう
　◆�この節の学習を振

ふ

り返りながら、図2の❶～❹を埋
う

め
て、アジア州における、経

けい

済
ざい

成長の背
はい

景
けい

と地
ち

域
いき

への影
えい

響
きょう

についてのまとめを完成させよう。

❷節の問いについて、考えを深めよう 
　◆��図2をもとに、アジア州の経済成長とそれによる地域

への影響を表す写真を、教科書やウェブサイトなどか
ら 1枚

まい

選ぼう。
　◆�グループになって、選んだ写真とその理由を発表し合

おう。そして、あなたたちだけの「写真で眺
なが

めるアジ
ア州（→ p.46 ～ 47）」をつくり、地域の特色を示

しめ

すタ
イトルをつけよう。

❸節の問いを踏
ふ

まえて地域の特色をまとめよう
　◆�図2と❷をもとに、アジア州の特色を文章で簡

かん

単
たん

にま
とめよう。

対話

63

NEW

「学習を振り返ろう」

思考ツールアイコン

特
色

3

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」に
つ
な
が
る
単
元
構
成

3635



「主体的・対話的で深い学び」を実践する特設「アクティブ地理」を新設しています。（全４テーマ）
対話を通して課題に粘り強く向き合う姿勢や、他者との意見交換を通して合意形成を目指す態度
を身に付けられるようにしています。
⬇⬇p.150-151　クロスロードやハザードマップを使って、防災・減災に対する実践的な知識・技能を習得できます。p.150-151　クロスロードやハザードマップを使って、防災・減災に対する実践的な知識・技能を習得できます。

対話を通して学びを深める「アクティブ地理」
「主体的・対話的で深い学び」につながる単元構成3

特 色
NEW

原寸大

3837



ポイント

地域に見られる課題について、単元の学習を生かして考察することで、単なる知識・技能
ではなく、「生きて働く知識・技能」を定着させることができるようにしています。
また、歴史や公民とも関連したテーマを設定し、多面的・多角的に考えられるようにしています。

⬇⬇p.90-91　アフリカ州で見られる課題を考察し、解決への取り組みをSDGsと関連させて考えます。p.90-91　アフリカ州で見られる課題を考察し、解決への取り組みをSDGsと関連させて考えます。 ⬇⬇p.281-282　「脱炭素社会の実現」に向けて、地域の自然環境を生かしたどのような再生可能エネルギーによる発電方法が適しているか考えます。p.281-282　「脱炭素社会の実現」に向けて、地域の自然環境を生かしたどのような再生可能エネルギーによる発電方法が適しているか考えます。

⬇p.214-215　京都が魅力的な観光地であり続けるための取り組みを、観光客と住民の立場から考えます。

対話を通して学びを深める「アクティブ地理」
「主体的・対話的で深い学び」につながる単元構成3

特 色

対話アイコン  

世
界
の
諸
地
域

　ア
ジ
ア
州

2
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節の問いについて、あなたの考えをまとめよう　思考・判断・表現節の振り返り2

↑　アジア州における経
けい

済
ざい

成長の背
はい

景
けい

とその影
えい

響
きょう

をまとめた例　2 思考ツール 巻頭9 マトリックス

国・地域 経済成長の背景 経済成長によって生じた影響　【 ○…よくなった点、▲…課題点 】

中国

❶ ❷

韓国
・外国の資金・技術の援助

・ICT産業の育成

○ ICT産業の発展で経済は力を取り戻した

▲ 人口と政治や経済がソウルに一極集中し、農村との格差が生じた

東南アジア
・工業団地に外国企業を招く

・ASEANの結成

○ 工業化により、都市部の産業が発展し、ASEAN経済共同体（AEC）などによっ

て貿易や交流が活発化

▲ 都市にスラムができたり、交通渋滞や大気汚染などの問題が生じたりした

南アジア

❸ ❹

中央アジア・

西アジア

・原油や石油製品の輸出

・恵まれた鉱産資源

○ 原油や石油製品の輸出で得た利益で、産業を発展させ、交通網・通信網の

整備や教育などに生かした

▲ 資源が少ない国 の々発展の遅れや、鉱産資源をめぐる利害関係の対立が生

じる

振り返り 主体的な学び

●節の問いの解
かい
決
けつ
に向けて主体的に取り組むことが

　□よくできた　□できた　□あまりできなかった
　→よくできた点や改

かい
善
ぜん
したい点などを書き出そう。

●�節の学習を終えて、新たな疑
ぎ
問
もん
や探
たん
究
きゅう
したいこと、深め

たいことなどを書き出そう。

アジア州では、急速に経
けい

済
ざい

が成長したことによっ
て、地

ち

域
いき

にどのような影
えい

響
きょう

が生じているのだろ
うか。

 ヒント1 　�アジア州に共通する経済成長の背
はい
景
けい
や特

とく
徴
ちょう

は？
 ヒント2 　経済成長によって�よくなった点と課題点は？

1節の問い
❶節の問いについて、図でまとめよう
　◆�この節の学習を振

ふ

り返りながら、図2の❶～❹を埋
う

め
て、アジア州における、経

けい

済
ざい

成長の背
はい

景
けい

と地
ち

域
いき

への影
えい

響
きょう

についてのまとめを完成させよう。

❷節の問いについて、考えを深めよう 
　◆��図2をもとに、アジア州の経済成長とそれによる地域

への影響を表す写真を、教科書やウェブサイトなどか
ら 1枚

まい

選ぼう。
　◆�グループになって、選んだ写真とその理由を発表し合

おう。そして、あなたたちだけの「写真で眺
なが

めるアジ
ア州（→ p.46 ～ 47）」をつくり、地域の特色を示

しめ

すタ
イトルをつけよう。

❸節の問いを踏
ふ

まえて地域の特色をまとめよう
　◆�図2と❷をもとに、アジア州の特色を文章で簡

かん

単
たん

にま
とめよう。

対話

63

NEW

他者とのやり取りを通じて思考を広げる問いや学習課題には「対話アイコン」を付しています。対話を通して自ら
の考えをより深めるとともに、他者の意見を尊重する態度を身に付けられるようにしています。p.152、225ほ
か全51か所に設置しています。

活動を促すさまざまなパフォーマンス課題
習得した知識や技能を使って実践的に考えていくパフォーマンス課題を設定しています。ペーパーテストでは
測りにくい「思考・判断・表現」や「主体的に学習に取り組む態度」の見取りに最適です。

対話を中心とした活動型学習
正解がひとつでない課題に対して、意見交換や発表をする対話型の学習活動を多く設定しています。
対話を通した「深い学び」が実現できるようにしています。

「見方・考え方」の活用
ページ全体で働かせる「見方・考え方」を明示しています。「見方・考え方」を働かせることで、地理的分野の
資質・能力を育成できるようにしています。

他分野とのつながり
例えば、p.281-282「地域に適した再生可能エネルギーを考えよう」では、
電力の供給には発電費用や供給の安定性などを考慮する必要を示し、
公民的分野の経済単元との関連を示唆しています。

特
色

3
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4039



地域的・地球的課題の解決に取り組む視点を養う「未来に向けて」を40か所に設置しています。
各地の取り組みから、よりよい未来を構想するためのヒントを得られるようにしています。

巻頭「未来に向けて　よりよい社会を目指して」
巻頭で、SDGsの17の目標とその実現に向けた世界と日本の取り組みを紹介しています。
帝国書院の歴史的分野・公民的分野の教科書でも同様のページを設置し、中学校社会科
の学習全体を通して「持続可能な社会の実現」を意識づけられるようにしています。

特設ページ・コラム「未来に向けて」
歴史的分野・公民的分野と共通する「環境・エネルギー」「防災」「人権・多文化」「平和・安全」「情報・
技術」「伝統・文化」の６つのテーマから、未来の社会をつくる取り組みを紹介しています。

「未来に向けて」　掲載ページ一覧（全40か所）
環境・エネルギー 人権・多文化 情報・技術 防災 平和・安全 伝統・文化

アジア州 p.61 p.55
ヨーロッパ州 p.73、75 p.67
アフリカ州 p.85

北アメリカ州 p.97 p.95
南アメリカ州 p.111
オセアニア州 p.121、125

九州地方 p.173、177、182 p.171
中国・四国地方 p.198 p.187 p.189

近畿地方 p.209 p.205 p.203 p.216
中部地方 p.223 p.232 p.221 p.229
関東地方 p.243 p.248 p.237
東北地方 p.253、264

北海道地方 p.275、277 p.280 p.269

その他
p.156-157 p.161、290 p.149

巻頭1-2 「よりよい社会を目指して」

⬆p.277

⬆p.189

⬆p.229 ⬆p.243

⬆p.248

⬆p.253

⬆巻頭1-2

SDGsに関する具体的な地域事例を多数掲載
「持続可能な社会の実現」に向けた意識を育む工夫4

特 色

特
色

4

「
持
続
可
能
な
社
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現
」に
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意
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を
育
む
工
夫

4241



SDGs11「住み続けられるまちづくりを」にも関連する「防災」については、特に丁寧に扱って
います。また、第４部「地域のあり方」では、地理的分野のまとめとして、「持続可能な社会の
実現」に向けた探究活動に取り組めるようにしています。

防災
本文（p.146-149）で、日本で発生す
る自然災害と防災・減災への取り組
みを学び、「アクティブ地理」（p.150-
151）では、クロスロードやハザード
マップを用いて、自分たちの住む地域
で必要な備えについて考えられるよ
うにしています。

地域のあり方
地理的分野のまとめとして、これまでの学習で身に付けてきた知識・技能や思考力、判断力、表現力
を生かして、テーマ設定→実態調査→課題の考察→解決策の構想→解決策の提案に取り組めるように
しています。一連の流れと方法を具体的に示すことで、無理なく実践できるようにしています。
地域の課題の分析と、その解決に向けた構想に取り組むことで、課題を「自分ごと」として捉え、主体
的に社会に参画する態度を養えるようにしています。

⬆p.146

⬆p.148

⬆p.150-151

⬆p.284

日本で発生する自然災害について記述し
ています。
地形や気候などの自然条件との関わりを
理解できるようにしています。

防災や減災への取り組みを理解できるよ
うにしています。
災害発生時の公助・自助・共助とともに、
どう行動すべきか日頃から考えておくこ
との大切さを記述しています。

これまでの学習で身に付けた知識・技能
を生かして、クロスロードに取り組んだ
り、ハザードマップの読み取りを行い、
自分の住む地域で起こりうる自然災害
と、災害に対する備えを「自分ごと」と
して考えられるようにしています。

SDGsに関する具体的な地域事例を多数掲載
「持続可能な社会の実現」に向けた意識を育む工夫4

特 色

特
色
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QRコンテンツを1,705用意し、「個別最適な学び」を支援しています。
教科書のもくじや中面の随所、裏表紙に掲載している
QRコードからアクセスできるようにしています。

QRコンテンツ一覧

学習内容を定着させるコンテンツ（　　　　）や、学習内容を深化させるコンテンツ（　　　　）を収録しています。
「単元別メニュー」では各コンテンツを単元ごとに分類し、学習する単元で活用できるコンテンツがすぐに見つかるようにしています。

定着 深化

写真で眺める（学習の見通し）
第２部第２章「世界の諸地域」と第３部第３章「日本の諸地域」
の学習の導入ページ「写真で眺める」を動画にしています。
学習の見通しを立てられるようにしています。

定着

➡九州地方の動画

⬆メニュー画面

学習を振り返ろう
章・節末にある「学習を振り返ろう」ページに対応したワーク
シート（Wordデータ・PDFデータ）と、「章・節の振り返り1」
の解答（PDFデータ）を収録しています。
端末上で単元の振り返りができるようにしています。

定着

➡九州地方のワークシート

学学習習をを振振りり返返ろろうう ３３部部３３章章１１節節 九九州州地地方方（（教教科科書書 ～～ ））

年 組 番

１節の問い

九州地方の自然環境は、人々の生活や産業にどのような影響を与えているのだろうか。

節節のの振振りり返返りり１１

．Ａ～Ｈにあてはまる県庁所在地名と、その県名を答えよう。

Ａ

県

Ｂ

県

Ｃ

県

Ｄ

県

Ｅ

県

Ｆ

県

Ｇ

県

Ｈ

県

．○～ⓓにあてはまる平野名、山名、諸島名を答えよう。

○ 平野 ○ 山 ⓒ 山地 ⓓ 諸島

．①～⑥にあてはまる語句を、「節の重要語句」から選んで答えよう。

① ② ③

④ ⑤ ⑥

節節のの振振りり返返りり２２

【【①①図図ででままととめめよようう】】自然環境の特徴に着目して、九州地方のまとめ図を作成しよう。

図解アニメーション
地理で習得したい技能について動画で解説しています。文章
だけではわかりにくい学習事項をアニメーションで図解し、
理解しやすくしています。

定着

➡丸い地球儀を開いてみると

アクティブ地理
「アクティブ地理」ページに対応したワークシート（Wordデー
タ・PDFデータ）と、参考となるサイトへのリンク集、他分野
教科書のページを収録しています。端末を活用しながら「主体
的・対話的で深い学び」を実現できるようにしています。

定着

➡「自然災害から命を守ろう」ワークシート

アアククテティィブブ地地理理 自自然然災災害害かからら命命をを守守ろろうう 災災害害のの危危険険性性とと防防災災情情報報のの活活用用

教教科科書書 ～～

年 組 番

．．イイララスストト地地図図かからら自自然然災災害害のの危危険険性性をを考考ええよようう

❶図１のア～ウの地点で、起こりうる自然災害を挙げよう。

ア

イ

ウ

❷ 対対話話 以下の判断の分かれ道 クロスロード で、あなたは と のどちらを選択するか、判断し

た理由とともに話し合おう。

あなたは自宅にいます。台風の接近に伴い、昼過ぎから雨が激しくなり、午後 時には気象庁か

ら大雨・洪水警報が発表されました。しかし、地元の自治体からの避難指示が出ているのかどうか、

分かりません。この時点であなたは避難を始めますか？

・

理由

結局、そのまま自宅にとどまることにしました。その後、雨の降り方がひどくなり、避難しよう

と考えましたが、暗くて自宅周辺の状況も分かりません。その際、あなたは自宅の 階に避難します

か？それとも ｍほど離れたビルに避難しますか？

・

理由

２２．．ハハザザーードドママッッププをを使使っってて避避難難先先をを考考ええよようう

❶図２で、長谷駅は何ｍ浸水すると予測されているのだろうか。

ｍ

❷あなたが図２の★の地点にいる時に、規模は分からないが津波発生の危険を感じたら、ア〜ウのどこ

に避難すればよいのだろうか。津波到達時間も参考に、避難先と避難ルートを考えよう。

一人一台端末で活用できるQRコンテンツ
「個別最適な学び」を支援するコンテンツ5

特 色

NEW

NEW

NEW

全13点

全20点

全30点

全51点

コンテンツ QRコードの教科書掲載ページ 収録数
1 写真で眺める（学習の見通し） p.47、65、81、93、107、119、169、185、201、219、235、251、267 13 NEW

2 学習を振り返ろう p.13、25、42、62、78、88、104、116、126、165、180、196、212、230、246、262、278 3種×17単元 NEW

3 アクティブ地理 p.90、150、214、281 30 NEW

4 図解アニメーション p.8、10、11、12、17、24、29、43、44、153 20

5 用語解説 p.294 385 NEW

6 NHK for School p.2、14、26、48、66、82、94、108、120、128、140、170、186、202、220、236、252、268、284 163 増補

7 他分野教科書リンク 巻頭1-2、p.282 35 NEW

8 統計資料 p.2、14、26、48、66、82、94、108、120、128、140、170、186、202、220、236、252、268、284 日本87・世界74 NEW

9 思考ツール・白地図 巻頭9 思考ツール21・白地図93 NEW

10 地域見える化GIS ジオグラフ p.138、287 79 NEW

11 小学校の振り返り（クイズ付き） p.4、22、167、183、199、217、233、249、265 地図クイズ5・リンク620 NEW

12 教科書を活用した学び方 巻頭5 2 NEW

13 リンク集 p.91、132 27 NEW

単元別メニュー p.2、14、26、48、66、82、94、108、120、128、140、170、186、202、220、236、252、268、284 ー NEW

全1,705

こちらからお試し
いただけます。

https://tks46.jp/07jhs/geo

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。　※通信料は別途かかります。
※コンテンツの数および内容は、変更になる可能性があります。

特
色

5

「
個
別
最
適
な
学
び
」を
支
援
す
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コ
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ツ
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用語解説
教科書に掲載している用語の定義や意味を収録しています。
検索機能もあり、調べたい用語をすぐに確認できるように
しています。

深化

➡「地中海式農業」の解説

思考ツール・白地図
思考ツール（本資料p.35-36）の解説動画とデータ（PDFデータ）お
よび、白地図データへのリンクを収録しています。多様な手法で
思考を深められるようにしています。

深化

➡クラゲチャートの活用手順解説動画

地域見える化GISジオグラフ
さまざまな統計データを、地図上にグラフで表示できる
GIS教材を収録しています。
特に「地域のあり方」単元の学習に最適です。

深化

➡福岡県の人口分布

小学校の振り返り（クイズ付き）
地図に関するクイズと、都道府県や国の情報を閲覧できる帝国書
院ウェブサイトへのリンクを収録しています。復習や調べ学習に
最適です。

➡スリーヒントクイズ

教科書を活用した学び方
「単元を通した学び」と「毎時の学び」を動画で解説しています。
学習の流れを把握できるようにしています。

➡「単元を通した学び」の解説動画

リンク集
学習に関連する外部サイトへのリンク集を収録しています。
調べ学習などで活用できるよう、テーマごとにまとめています。

➡SDGsに関連するウェブサイトへのリンク集

NHK for School
NHK for Schoolへのリンクを単元ごとに収録しています。
具体的な映像で知識定着が図れるようにしています。

深化

➡九州地方の動画一覧

統計資料
世界・日本のおもな統計を収録しています。ワンクリックで
地図やグラフも表示できるようにしています。
統計データは毎年更新しています。信頼の置ける出典のデー
タを利用できます。

深化

➡コーヒー豆の生産

他分野教科書リンク
学習に関連する帝国書院の歴史的分野と公民的分野の教科書
および、地図帳紙面を収録しています。
多面的・多角的に考察できるようにしています。

深化

➡SDGsに関連した公民的分野教科書の紙面

一人一台端末で活用できるQRコンテンツ
個別最適な学びを支援するコンテンツ5

特 色

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

全385語句

全79テーマ

全27点

地図クイズ５点
リンク620点

全２点

思考ツール21点
白地図93点

全161点（日本87点・世界74点）

全35点

全163点

特
色

5
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ポイント

　　　　　　　　（地域）
例）「京阪神大都市圏の特徴は？」
→�京都・大阪・神戸を中心に広がり、多くの人口が集中している。その人口を支えているのが琵琶湖を
水源とする琵琶湖・淀川水系であり、流域の水質保全のための取り組みが行われている。

どのような特徴がある地域なのだろうか

⬆巻頭８

「地理的な見方・考え方」を働かせる工夫

ページ 地理的な見方・考え方

p.13 位置や分布

p.25 位置や分布

p.42 人間と自然の関わり

p.62 地域の特徴

p.78 地域の特徴

p.88 地域の特徴

p.90 他地域との結びつき・地域の特徴

p.104 地域の特徴

p.116 人間と自然の関わり

p.126 他地域との結びつき

p.150 人間と自然の関わり・場所

p.165 分布や地域の特徴

p.180 人間と自然の関わり

p.196 他地域との結びつき

p.212 地域の特徴

p.214 場所・地域の特徴

p.230 地域の特徴

p.246 地域の特徴

p.262 地域の特徴

p.278 人間と自然の関わり

p.281 人間と自然の関わり・地域の特徴

「見方・考え方アイコン」　
掲載ページ一覧（全21か所）

例）「京阪神大都市圏はどのような場所だろうか？」
→�東京大都市圏に次いで人口が集中しており、大阪を中心
に交通網が周辺に延び、沿線に市街地が広がっている。
1960年代には郊外にニュータウンが建設された。

どのような場所だろうか

【例】�p.204-205�琵琶湖の水が
支える京阪神大都市圏

例）「千里ニュータウンはどこにあるのだろうか？」
→�大阪府の西部に位置する。
例）「京阪神大都市圏はどのように広がっているのだろうか？」
→�京都・大阪・神戸を中心に広がっている。

どこにあるのだろうか・どのように広がっているのだろうか

（人間と自然の相互依存関係）
例）�「琵琶湖・淀川の水質保全のために、京阪神大
都市圏ではどのような取り組みが行われてい
るのだろうか？」

→�過去に琵琶湖周辺の住民は、りんを含まない粉
せっけんの使用を呼びかけ、県も下水道の整備
や工業排水の制限に取り組んだ。近年はヨシを
湖岸に植え、水質改善に取り組んでいる。

人々の生活は、周囲の環境と
どのように関わり合っているのだろうか

NEW

場所

位置や分布

地域の特徴

「地理的な見方・考え方」＊を働かせた考察ができるよう、資料や本文を工夫しています。
教科書の巻頭８では、「地理的な見方・考え方」とは何か、具体的な事例を示しながら
端的にわかりやすく説明しています。
＊「地理的な見方・考え方」とは、「位置や分布」「場所」「人間と自然の相互依存関係」「空間的相互依存作用」「地域」の５つを指します。

「学習を振り返ろう」ページでは、
単元の振り返りで働かせる「地理的
な見方・考え方」を、「アクティブ
地理」ページでは、課題に取り組む
中で働かせる「地理的な見方・考え
方」を、「見方・考え方アイコン」
で示しています。（全21か所）

（空間的相互依存作用）
例）「京阪神大都市圏のつながりは？」
→�琵琶湖が水源となって京阪神大都市圏
の人々の生活を支えており、流域の環
境保全が重要な課題となっている。

他の場所とどのように結びついているのだろうか

他地域との結びつき 人間と自然の関わり
見方・考え方アイコン

そ
の
他
の
特
色
「
地
理
的
な
見
方
・
考
え
方
」を
働
か
せ
る
工
夫

5049



ポイント ポイント

地図帳やさまざまな資料を活用しながら「地理的な見方・考え方」を働かせて考察できるよう、
「地図帳活用」アイコンや「技能をみがく」を設置しています。

⬆p.210

⬆p.44

⬆p.133

「地図帳活用」では、
尾鷲の林業の様子を地
図帳で確認するよう促
しています。

⬅地図帳p.116

「技能をみがく」掲載ページ一覧（全21テーマ）
ページ タイトル
p.5 地図帳の統計資料の使い方
p.9 緯度・経度を使った都市の位置の表し方
p.11 地球儀での距離と方位の調べ方
p.12 地図帳のさくいんの引き方
p.12 世界の略地図の描き方
p.17 時差の調べ方
p.24 日本の略地図の描き方
p.27 写真の読み取り方
p.29 雨温図の読み取り方
p.43 グラフのつくり方
p.44 主題図の読み取り方

ページ タイトル
p.130 地形図の使い方①　～地図記号と縮尺～
p.132 地形図の使い方②　～「地理院地図」～
p.133 地形図の使い方③　～等高線と断面図～
p.133 地形図の使い方④　～新旧の地形図の比較～
p.135 ルートマップのつくり方
p.137 調査ノートの取り方
p.137 聞き取り調査の手法
p.153 人口ピラミッドの読み取り方
p.292 展示発表のしかた
p.293 プレゼンテーション資料のつくり方

地図帳には近畿地方
の降水量を示した図
があり、紀伊山地周
辺は８月の降水量が
多いことを読み取れ
るようにしています。

地図帳には「吉野
すぎ」や「尾鷲ひ
のき」の産地のイ
ラストがありま
す。

⬅地図帳p.115

⬆地図帳p.104

主題図の読み取り方
主題図の読み取りに関する技能を身に付けられる
ようにしています。主題図が多く登場する、第２
部第２章「世界の諸地域」の学習の前に設置してい
ます。

地形図の使い方
地形図の読み取りに関する技能を身に付けられる
ようにしています。地形図は、地域調査で使用す
ることを想定し、第３部第１章「身近な地域の調査」
の中に設置しています。

「地理的な見方・考え方」を働かせる工夫

技能をみがく
地図帳との連携を図ることで、位置や分布、他地域との結びつきなどを地図上でとらえ、学習をより深められ
るようにしています。また、「地図帳活用」　　　　　　を全56か所（p.3、16、26、72、128、156、175など）
に設置し、活用を促しています。

近
きん

畿
き

地方では、森林の保
ほ

全
ぜん

や水産資
し

源
げん

の保
ほ

護
ご

のために、どのよう
な取り組みが行われているのだろうか。学習課題

5

10

15

20

　　　　　　　　　雨が多く温
おん

暖
だん

な気候が木の生育に適
てき

している紀
き

伊
い

山地には、豊
ゆた

かな森林が広がっています。急斜
しゃ

面
めん

の多い険
けわ

しい山地であるにも関わらず、森林の多くは人が育てた
人工林で、すぎ や ひのき などが植えられています。これらの人

じん

工
こう

林
りん

では、樹
じゅ

木
もく

の成長に合わせて伐
ばっ

採
さい

と植林が繰
く

り返し行われ、枝
えだ

打
う

ちや間
かん

伐
ばつ

などの手入れを行って樹木を育てる林業が、古くから行わ
れてきました。特に奈良県の「吉

よし

野
の

すぎ」や三重県の「尾
お

鷲
わせ

ひのき」

は、色が美しく香りもよいことから、建
けん

築
ちく

材や家具などに加工され、

高品
ひん

質
しつ

な木材のブランドとして知られています。

　　　　　　　　紀伊山地の森林には、出
しゅっ

荷
か

に適
てき

した樹
じゅ

齢
れい

60 年ほ
どの すぎ や ひのき が豊

ほう

富
ふ

にあります。しかし、安

い外国産木材の輸
ゆ

入
にゅう

が増
ふ

えたことで、木材価
か

格
かく

が低
てい

迷
めい

したため、伐

採量はほとんど増
ふ

えていません。

　また、山間部では高
こう

齢
れい

化によって林業の働き手が減
へ

り、森林を管

理する技
ぎ

術
じゅつ

を受け継
つ

ぐ後
こう

継
けい

者が不足しており、荒
あ

れてしまう森林が
増えています。そこで新たに林業に従

じゅう

事
じ

する人を増やすために、林

業の知
ち

識
しき

や技
ぎ

能
のう

が習
しゅう

得
とく

できるよう国が支
し

援
えん

する「緑の雇
こ

用
よう

」制
せい

度
ど

や
自治体独

どく

自
じ

の支援制度が設
もう

けられています。これらを利用して林業

の仕事に就
つ

く人が増え、山間部に移
い

住
じゅう

してくる人もみられるように
なりました。

林業が盛んな
紀伊山地

p.203

p.158

1

林業の課題
とその対策

p.153 2

3

環環境境にに配配慮慮したした
林林業業とと漁漁業業5
近畿地方での環境保全の取り組みは、人口増

加や産業発展のなかで、どのように行われてきたのだろうか。
3節の問い

↑　林業従
じゅう

事
じ

者育成支
し

援
えん

講
こう

座
ざ

の様子（三重県津
つ

市、2021年）
3

2015 年100520001995

65歳以上の割合（％）

35歳未満の割合（％）

林業従事者数（人）
7000
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0

％

〔令和2年 国勢調査報告、ほか〕

↑　奈良・和歌山・三重の 3県における林業
従
じゅう

事
じ

者数の変化
2

→　「吉
よし

野
の

すぎ」の伐
ばっ

採
さい

（奈良県川
かわ

上
かみ

村
むら

、2017
年 7月）

1

すごい高さの
木だね！

「吉
よし
野
の
すぎ」は、

樹
じゅ
齢
れい
100 年

以上のものも
あるんだって

地図帳活用

三重県尾
お
鷲
わせ
市の林業の様子を確

かく
認
にん
しよう。

日本の農林水産業（小）　地球温暖化（小・歴・公）小学校⃝歴史⃝公民⃝他教科との関連210

写真や地図、グラフを読み取る技能を着実に習得できるよう、「技能をみがく」を全21テーマ設置しています。

地図帳の活用

そ
の
他
の
特
色
「
地
理
的
な
見
方
・
考
え
方
」を
働
か
せ
る
工
夫

5251



❶３分野の連携を図った10のポイント
社会科３分野共通の特色

社会科３分野（地理・歴史・公民）での連携や、小学校との連携を図っています。「小・歴・公」アイコンを
設置したり、「小学校・歴史・公民・他教科との関連」コーナーで関連する学習事項を提示したりしています。

⬇「写真で眺める」 
教科書p.64-65など地理

⬇「アクティブ地理」 
教科書p.281-282など地理

⬇「未来に向けて　 
よりよい社会を目指して」 
教科書 巻頭1-2

地理

本資料p.5-10、13、19-20、29、32

本資料p.37-40

本資料p.41-42、55-56

本資料p.29-36

▶写真やイラストを効果的に使った導入を設けています。興味・関心を高めるだけでなく、これから学ぶ内容を見通すことができます。

▶設定されたパフォーマンス課題について、単元の学習を生かして考察し、他者との意見交換を通して学びを深めることができます。

▶「未来に向けて」では、地理では地域の事例、歴史では過去の経験、 
公民では自らが考える課題を取り上げ、SDGsについての理解が深まるようにしています。

▶単元の最初に設置している「章・節の問い」で学習の見通しを立て、章・節末の「学習を振り返ろう」で単元の振り返りができます。 
見通し・振り返り学習を積み重ねることで「章・節の問い」にせまれるよう、「問い」を構造化しています。

主体的・対話的な学びを促す「導入」

「主体的・対話的で深い学び」を促す「アクティブ」
SDGsへの意識を育む工夫

見通し・振り返りがしやすい単元構成

⬇「タイムトラベル」 
教科書p.134-135など歴史

⬇「アクティブ歴史」 
教科書p.156-157など歴史

⬇「未来に向けて　 
よりよい社会を目指して」 
教科書 巻頭1-2

歴史

⬇「学習の前に」 
教科書p.116-117など公民

⬇「アクティブ公民」 
教科書p.166-167など公民

⬇「未来に向けて　 
よりよい社会を目指して」 
教科書 巻頭1-2

公民

1

3
10

2

学習の前に
33 部部 11章章（p.116 ～ 180）（p.116 ～ 180）

暮暮らしのなかかららしのなかから経経済済をを探探してみようしてみよう

A B C

1

2

3

TRY1
　下のイラストは、「はるの市」の「若

わか

木
ぎ

地区」の商店街の様子です。たくさんの人たちが買い物をしたり、働いたりし
ています。イラストを見ながら、経

けい

済
ざい

が私
わたし

たちの暮
く

らしとどのように関わっているか、考えてみましょう。

　次の場面は、イラストの■ア～■カのどれに当たるか、（　　）に記号を入れてみよう。❶
①購

こう
入
にゅう
する商品の代金を支

し
払
はら
っている（→p.122）	 （　　　）

②店長から給
きゅう
与
よ
を受けとっている（→p.138）	 （　　　）

③スマートフォンの契
けい
約
やく
内
ない
容
よう
を確

かく
認
にん
している（→p.126）	（　　　）

④市の作業員がごみを収
しゅう
集
しゅう
している（→p.156）	 （　　　）

⑤ATM（現
げん
金
きん
自動預

あず
け払

ばら
い機）を利用している（→p.150）	（　　　）

⑥パン用の小麦を受けとっている（→p.132）	 （　　　）

ア
イ

ワークシートなど

116
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D E F

TRY2
	 イラストから、人と人との間で交

こう
換
かん
が行われている場面を探

さが
してみよう。

　（ヒント：モノとモノの交換だけとは限
かぎ
りません）

　　　　	　の表を周りの人と持ち寄
よ
って、意見交換をしてみよう。

❶

❷ 対話 ❶

イラストから、さまざまな経
けい

済
ざい

活動を見つけるこ
とができましたか。
3部 1章では、家計（消

しょう

費
ひ

者）、企
き

業
ぎょう

、政
せい

府
ふ

などの
視
し

点
てん

から、経済のしくみや財
ざい

政
せい

のあ
り方について学習します。下の「1
章の問い」を通して、学びを深めて
いきましょう。

私
わたし
たちの社会を豊

ゆた
かにするために、

経
けい
済
ざい
にはどのような働きがあるのだろうか。

1章の問い

→p.176で
　振り返ろう

ウ

エ

オ

カ

誰
だれ
と誰 交

こう
換
かん
しているもの

例）B3 客と店員 お金と商品

117
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33 部部 11章章（p.116 ～ 180）（p.116 ～ 180）
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ています。イラストを見ながら、経

けい

済
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わたし

たちの暮
く
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　次の場面は、イラストの■ア～■カのどれに当たるか、（　　）に記号を入れてみよう。❶
①購

こう
入
にゅう
する商品の代金を支

し
払
はら
っている（→p.122）	 （　　　）

②店長から給
きゅう
与
よ
を受けとっている（→p.138）	 （　　　）

③スマートフォンの契
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約
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内
ない
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④市の作業員がごみを収
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D E F
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	 イラストから、人と人との間で交

こう
換
かん
が行われている場面を探

さが
してみよう。

　（ヒント：モノとモノの交換だけとは限
かぎ
りません）

　　　　	　の表を周りの人と持ち寄
よ
って、意見交換をしてみよう。

❶

❷ 対話 ❶

イラストから、さまざまな経
けい

済
ざい

活動を見つけるこ
とができましたか。
3部 1章では、家計（消

しょう

費
ひ

者）、企
き

業
ぎょう

、政
せい

府
ふ

などの
視
し

点
てん

から、経済のしくみや財
ざい

政
せい

のあ
り方について学習します。下の「1
章の問い」を通して、学びを深めて
いきましょう。

私
わたし
たちの社会を豊

ゆた
かにするために、

経
けい
済
ざい
にはどのような働きがあるのだろうか。

1章の問い

→p.176で
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ウ
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カ
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換
かん
しているもの
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関連

公民
アクティブ

4 節では、財
ざい

政
せい

の役
やく

割
わり

や、税
ぜい

金
きん

には限
かぎ

りがあることを学習しました。日本には、過
か

疎
そ

化により、存
そん

続
ぞく

が危
あや

ぶまれる鉄道やバスの路線が多くあります。赤字バスをめぐ
る対立を例に、税金の使いみちをどう選

せん

択
たく

するべきか、考えてみましょう。

学習
課題

赤字バス路線に税金を使うべきか？

TRY1
 Ａ～Ｃの各地区間を運行するバスの利

り
益
えき
（または損

そん
失
しつ
）を計算しよう。❶

1 赤字バス路線の廃止計画を確認しよう
市の
状況

あなたは人口約 8万を抱
かか

えるふゆき市の市長です。山間部
に位置するC地区は、高

こう

齢
れい

化・過
か

疎
そ

化が進んでいます。C
地区と市の中心部であるＡ地区を結ぶバスは、利用客が減

げん

少
しょう

し、赤字が続い
ています。バス会社はほかの路線から得

え

た利
り

益
えき

で赤字を補
おぎな

ってきましたが、
赤字額

がく

が大きいため、C地区の住民に路線の廃
はい

止
し

を提
てい

案
あん

しました。これに対し、
C地区の住民は、高齢者が多く、通院や買い物に路線バスが不

ふ

可
か

欠
けつ

だと反対
しており、市の税

ぜい

金
きん

を使ってでもバス路線を維
い

持
じ

してほしいと訴
うった

えています。

■□歳出→p.158　■□社会資本→ p.160

対立と合意、効
こう

率
りつ

と公正、
希少性

せい

見方・考え方

C地区 A地区 B地区

A地区バス停

C地区バス停

B
地
区
バ
ス
停

てい

15km、40分

15km、40分

5km
、20

分
5km

、20
分

利用者数：600 人
運賃：200円
1日あたりの売り上げ：12万円
バス：1日 30便
1便あたりの運行費用：3000円
1日あたりの費用：9万円

利用者数：40 人
運賃：500円
1日あたりの売り上げ：2万円
バス：1日 8便
1便あたりの運行費用：9000円
1日あたりの費用：7.2 万円

うんちん

ひ よう

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

人

1980 90 2000 10 20 30 40年

B地区：人口 34,000人
高齢化率 21.5％
C地区：人口 4,500人
高齢化率 45.0％

A地区：人口 38,000人
高齢化率 26.0％
こうれい りつ ふゆき市

350億円

市町村平均
305億円

へいきん

民生費
28.2%

10.7 10.214.4 13.2 11.711.6

教
育
費

公
債
費

土
木
費

総
務
費

衛
生
費

そ
の
他

35.2 10.4 10.5 8.212.0 11.712.0

え
い 

せ
い

こ
う
さ
い 主な解決策 変

へん
更
こう
後の
運賃

市の
年間負担額

市民1人あたり
の年間負担額

❶バスを廃
はい
止
し
、民間タクシーのみ 5000 円 0円 0円

❷ バスを廃止、民間の乗り合いタク
シーを運行（予約制

せい
、税
ぜい
金
きん
補
ほ
助
じょ
あり）

500 円 500万円 50円

❸バスを廃止、ライドシェア（相乗り）を導
どう
入
にゅう

200 円 0円 0円

❹本数を半分にし、運賃はそのまま 500 円 750万円 75円

❺本数を減
へ
らさず、運賃もそのまま 500 円 2000万円 200円

↑ ふゆき市の人口の推
すい

移
い

1 ↑ 解
かい

決
けつ

策
さく

とその実
じっ

施
し

後の運
うん

賃
ちん

、市と市民 1人あたりの年間負
ふ

担
たん

額
がく

3

↑ ふゆき市の歳
さい

出
しゅつ

状
じょう

況
きょう

バス運
行の補

ほ
助
じょ
金は、地方公共団

だん
体
たい
によっ

て異
こと
なりますが、土木費

ひ
や総

そう
務
む
費

として計上するところが多くなっ
ています。

2

ワークシートなど
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振り返り

2 赤字バス路線をめぐる住民の主張を整理しよう

3 対立から合意に向けた解決策を提案しよう

■□赤字バス路線の例を通して、財政の役割や税金の使いみちをめぐるさまざまな考え方について理解することができた。
■□効率と公正などの見方・考え方を働かせて、ふゆき市の赤字バス路線に税金を使うべきか、自分の考えを表現できた。

効
こう

率
りつ

と公正の見方・考え方を
働かせて考えてみよう。

見方・考え方

赤字バス路線を存
そん

続
ぞく

すべきかどうかについては、A・B地区の住民とC地区の住民の間で意見の対立が見られます。A・B
地区の住民も税

ぜい

金
きん

を納
おさ

めているため、この問題の当事者です。

企
き

業
ぎょう

が存
そん

続
ぞく

していくためには、採
さい

算
さん

のとれない事業から撤
てっ

退
たい

し、その分採算のとれる
事業に資

し

源
げん

を配分することが必要です。その意味で、赤字バス路線を廃
はい

止
し

するという判
はん

断
だん

は、効
こう

率
りつ

の見方・考え方にかなっています。一方で、公共交通手
しゅ

段
だん

の確
かく

保
ほ

のために税
ぜい

金を使うことは、人々がどこに住んでいても、生活上必要な公共サービスを受けること
ができるという意味で、公正の見方・考え方にかなっています。

TRY2
 　　 赤字バス路線は税

ぜい
金
きん
を使うべきものに当たるかどう

か検
けん
証
しょう
しよう。その際

さい
、「公

こう
益
えき
性
せい
」と「経

けい
営
えい
の効

こう
率
りつ
化」の両方

を満たすことが難
むずか
しい場合、何を重

じゅう
視
し
するか考えよう。

❶ 対話  　　 市長としての立場から、■3の解
かい
決
けつ
策
さく
❶～❺のなかか

ら適
てき
切
せつ
だと思うものを選び、その理由を考えてみよう。また、

それ以外に解決する方法はあるか考えてみよう。

❷ 対話

Ｃ地区に住む学生の声
車を運転できないので、バ
ス路線が廃止されたり減っ
たりしたら、通学や買い物
をするのに困

こま
ります。

Ｃ地区に住む高
こう

齢
れい

者の声
通院のためにバスを使いま
す。年金収

しゅう
入
にゅう
で暮

く
らしてい

るので、運
うん
賃
ちん
が上がったら、

生活が苦しくなってしまう。

Ｂ地区に住む市役所職
しょく

員
いん

の声
民間の予約制

せい
乗り合いタク

シーやライドシェアなどの
方法で、なるべく税

ぜい
金
きん
を使

わないようにしたい。

Ｂ地区に住む家族の声
赤字バス路線を残すために
貴
き
重
ちょう
な税金を使うよりは、

そのお金を子育て支
し
援
えん
のた

めに使ってほしい。

Ａ地区に住む若
わか

者
もの

の声
車でどこにでも行くことが
できるし、ふだんＣ地区に
は行かないので、バス路線
が廃止されても困りません。

会社の経
けい
営
えい
が成り立たなく

なれば、ほかの路線も廃
はい
止
し

になってしまう。赤字バス
路線の廃止はやむをえない。

Ａ地区に住むバス会社の人の声

ディスカッションをやってみよう

　ディスカッション（議
ぎ

論
ろん

）とは、あるテーマに対してさまざまな立場
から、自由に意見を出し合う方法です。ディスカッションによって、
一つの物事に対し多くの考え方があることを知ることができます。
下のトゥールミンモデルで自分の考えを整理しながら、赤字バス路

線に税
ぜい

金
きん

を使うべきか、ディスカッションをしてみよう。

技能を
みがく 6 赤字バス路線に

税
ぜい

金
きん

を使うべきか？

●ディスカッション（議
ぎ
論
ろん
）の注意点

・必ず根
こん
拠
きょ
に基

もと
づいた主

しゅ
張
ちょう
をする。不正

せい
確
かく
な情

じょう

報
ほう
を根拠として提

てい
示
じ
しない。

・相手の発言を途
と
中
ちゅう
でさえぎったり、むやみに

否
ひ
定
てい
したりしない。

・自分の主張を批
ひ
判
はん
されたからといって、相手

をけなさない。思考ツール 巻頭9

事実・データ 主
しゅ
張
ちょう

理由づけ
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本文ページ
教科書p.148-149など

歴史
本文ページ
教科書p.50-51など

地理

本資料p.30-31、33-34

▶章・節の「問い」を受けて、本文ページには「学習課題」「確認しよう」
「説明しよう」を設置し、学習の到達点を毎時間確認できます。

毎時間の学習における「問い」
本文ページ
教科書p.134-135など

公民4

本資料p.24、67

▶小学校や他分野の学習事項を生かせるよう、問いの文章を工夫
　したり、アイコンや側注で既習事項を提示したりしています。

小学校・他分野との関連を図る工夫9

教科書
巻頭8、p.159など

歴史
教科書
巻頭8、p.78など

地理

本資料p.49-50

▶「深い学び」のカギとなる「見方・考え方」は、本文ページや章・節末の「学
習を振り返ろう」など、さまざまな箇所で働かせることができます。

「見方・考え方」を働かせられる工夫
教科書
巻頭8、p.18-19

公民5

教科書
p.69など

歴史
教科書
巻頭10、p.226
など

地理

本資料p.51

▶「地図帳活用」を設置し、活用場面がよりわかりやすくなっています。
また、豊富な地図の読み取りを通して、空間認識能力を高められます。

地図の活用を促す工夫
教科書
p.186-187など

公民8

「未来に向けて　
自然を生かした信玄堤」
教科書p.97など

歴史
「日本の
地域的特色」
教科書p.146-151など

地理

本資料p.43

▶地理では災害の要因となる現象、歴史では災害の経験、公民では
　災害に対する行動を扱い、防災意識を育めます。

防災意識を育む工夫
「防災備蓄倉庫の新
設を考えてみよう」
教科書p.16など

公民6

「日本の領土画定と
近隣諸国」
教科書p.286-287など

歴史
「日本の領域と
その特徴」
教科書p.18-19など

地理
▶地理では日本の領域の範囲、歴史では領土画定の経緯、公民では国と

しての対応を扱い、日本の領土について正しく理解できます。

我が国の領土への理解を深める工夫
「領土をめぐる
取り組み」
教科書p.186-187など

公民7

本資料p.64、67

未来に向けて　未来に向けて　

私
わたし
たちが暮

く
らす日本も含

ふく
めた世界の国々は、持続可

か
能
のう
な社会を実

じつ
現
げん
するた

めに、S
エス
D
ディー
G
ジー
s
ズ
（Sustainable Development Goals）とよばれる「持続可能

な開発目標」に取り組んでいます。SDGs は、下のように 17 の目標から
なり、世界のさまざまな問題の解

かい
決
けつ
に向けて 2030年までに達成すべき目標

として、2015年に国
こく
際
さい
連合で採

さい
択
たく
されました。

持続可能な社会の実現を目指す取り組みの例を、見てみましょう。

ゆい けんと

よりよい社会を目指して

↑ 阪
はん

神
しん

甲
こう

子
し

園
えん

球場の屋根に設
せっ

置
ち

された太陽光
パネル（兵庫県西

にしの

宮
みや

市） この太陽光パネルが 1
年間で発電している電力量は、ここを本

ほん
拠
きょ
地と

する球
きゅう
団
だん
H が 1年間にこの球場の夜間試合で使

用する照
しょう
明
めい
の電力量に相当します（→p.198）。

1

↓ 海岸で清
せい

掃
そう

活動をする中学生（佐賀県唐
から

津
つ

市） 海岸には適
てき
切
せつ
に処

しょ
分
ぶん
されなかったプラス

チックごみが多く漂
ひょう
着
ちゃく
します。プラスチックご

みは海の生
せい
態
たい
系
けい
に深

しん
刻
こく
な影

えい
響
きょう
を与

あた
えています

（→p.196）。

3

↓ 人工巣
す

塔
とう

で飛ぶ練習をするコウノトリのひな（兵
庫県豊

とよ

岡
おか

市） 豊岡市では、日本国内で一度は絶
ぜつ
滅
めつ
し

たコウノトリを人工繁
はん
殖
しょく
し、野生へ帰す取り組みを進

めています（→p.196）。

2

この教科書に登場する生徒

これからの社会に向けて

巻頭 1
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私
わたし
たちが暮

く
らす日本も含

ふく
めた世界の国々は、持続可

か
能
のう
な社会を実

じつ
現
げん
するた

めに、S
エス
D
ディー
G
ジー
s
ズ
（Sustainable Development Goals）とよばれる「持続可能

な開発目標」に取り組んでいます。SDGs は、下のように 17 の目標から
なり、世界のさまざまな問題の解

かい
決
けつ
に向けて 2030年までに達成すべき目標

として、2015年に国
こく
際
さい
連合で採

さい
択
たく
されました。

持続可能な社会の実現を目指す取り組みの例を、見てみましょう。

かえで しゅん

→ 廃
はい

材
ざい

でつくったアート作品
（神奈川県川

かわ

崎
さき

市） 障
しょう
がいのあ

るアーティストが中心となって
制
せい
作
さく
した色鮮

あざ
やかな反

たん
物
もの
が、川

崎駅に展
てん
示
じ
されました。この反

物は市内の企
き
業
ぎょう
から集めたのぼ

り旗などの廃材から制作され、
展示後はかばんや小物などにつ
くり替

か
えて、販

はん
売
ばい
されました

（→p.139、161）。

5

↓ 避
ひ

難
なん

民
みん

の生活支
し

援
えん

をする日本のNPO（ウクライナ） このNPOは、ロシアの軍事侵
しん
攻
こう
から逃

のが

れるために故
こ
郷
きょう
を離
はな
れて生活するウクライナの人々の生活支援をしています（→p.193）。

7

← 火
か

災
さい

対
たい

策
さく

の放水訓
くん

練
れん

を
する合

がっ

掌
しょう

造
づく

り集落（富山県
南
なん

砺
と

市） 世界文化遺
い
産
さん
「五

ご

箇
か
山
やま
の合掌造り集落」があ

る南砺市は、地域内のエネ
ルギーの自給や農林業の再

さい

生
せい
、次世代の人材育成など

持続可
か
能
のう
な地

ち
域
いき
づくりを目

指した取り組みを進めてい
ます（→p.105）。

4

↑ 阪神甲子園球場の屋根に設置された太陽光
パネル（兵庫県西宮市） この太陽光パネルが 1
年間で発電している電力量は、ここを本拠地と
する球団Hが 1年間にこの球場の夜間試合で使
用する照明の電力量に相当します（→p.198）。

1

この教科書に登場する生徒

←↑ 電車を利用する観光
客（左、神奈川県鎌

かま

倉
くら

市）と
パーク＆ライドの切

きっ

符
ぷ

（上）
観光地が集中する鎌倉市で
は、交通渋

じゅう
滞
たい
を減

へ
らすため

に公共交通機関と協力し
て、車から電車やバスに乗
り換

か
えて観光してもらう取

り組み（パーク＆ライド）を
推
すい
進
しん
しています（→p.200）。

6

他分野リンク

巻頭 2
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⬅「節の問い」 
教科書 
p.48など

⬅「学習を振り返ろう」 
教科書 
p.62-63など

地理

⬆「章の問い」 
教科書 
p.105など

⬅「学習を振り返ろう」 
教科書 
p.158-160など

歴史

⬅「学習を振り返ろう」 
教科書 
p.174-177など

学習を
振り返ろう

1 ～ 5節の学習を振
ふ

り返り、下の表を参考に節の問いをまとめよう

33 部部 11章章（p.116 ～ 180）（p.116 ～ 180）

経経済済活活動動とと私私たちたち

私
わたし

たちの社会を豊
ゆた

かにするために、経
けい

済
ざい

にはどのような働きがあるのだろうか。

私たちの社会を豊かにする
ために、家計にはどのよう
な役

やく

割
わり

があるのだろうか。

私たちの社会を豊かにする
ために、企

き

業
ぎょう

にはどのよう
な役割があるのだろうか。

私たちの社会を豊かにする
ために、金

きん

融
ゆう

にはどのよう
な役割があるのだろうか。

●①
図
で
知
識
を
整
理
す
る

●家計と経済の関係（→p.122）

図のア～オに入る語句を選ぼう。
労働、代金、貯蓄、
モノ・サービス、給与( ）

●企業の社会的責任の例（→p.142）

図のカ～コに入る語句を選ぼう。
国際社会、消費者、従業員、

情報開示、社会貢献( ）
●間接金融と直接金融（→p.150）

図のサ～ソに入る語句を選ぼう。
直接、間接、貸し出し、

預金、株式( ）

●②
図
で
問
い
を
考
え
る

●③
問
い
を
ま
と
め
る

　で考えた図を参考に、「自立」をキー
ワードにして、節の問いの答えをま
とめよう。

　で考えた図を参考に、「消
しょう

費
ひ

者」「従
じゅう

業
ぎょう

員」「地
ち

域
いき

社会」をキーワードにし
て、節の問いの答えをまとめよう。

　で考えた図を参考に、「融
ゆう

通
ずう

」「目き
き」をキーワードにして、節の問い
の答えをまとめよう。

1章の問い

1節の問い
p.118~131

2節の問い
p.132~145

3節の問い
p.146~155

●② ●② ●②

理由

事実
優れた技術が
あっても、資金
が不足してい
る企業がある。

主張
金融によって経
済活動が活発に
なり、社会の発
展にもつながる。

私
わたし

たちの消
しょう

費
ひ

者として
の活動が、社会にどの
ような影

えい

響
きょう

を与えるの
か、いつも意

い

識
しき

してお
きたいね。

p.133～145のコラム・
特
とく

設
せつ

ページで考えた、
パン屋さんの起業の例
を思い出しましょう。

家計や企
き

業
ぎょう

の余
あま

って
いるお金を、お金が
足りない人に融

ゆう

通
ずう

す
るのが、金

きん

融
ゆう

のしく
みだったね。

節の振り返り

（ウ）

家計 企業

（ア）

消費支出

生産

収
入

支
出

（イ）

（ア）

（エ）

（オ）

企業

環境・人権
への配慮

（ク）（コ）の
満足度の向上

公正な
取り引き

（キ）

地域社会

法律を守る
などの義務

行政

取引先

（コ）

働きやすい
職場環境の整備

（ケ）

株主・投資家
（カ）

主張
家計の経済活動は、企業活動を支えると
ともに、消費者としての責任も負っている。

理由①
家計の消費
は企業の売
り上げにな
る。

理由② 理由③

主張
企業は利益を得るだけでなく、社会的責
任を果たすことも大切である。

理由①
企業は雇用
の場をつくっ
て家計を支
えている。

理由② 理由③

ワークシートなど

知識
思考・判断・表現

金融機関

企業 家計

（ソ）金融

（サ）金融
（シ）

（ス） （ス）
資金

（セ）・社債

（シ）
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私たちの社会を豊かにするために、経済にはどのような働きが
あるのだろうか。
私たちの社会を豊かにする
ために、政

せい

府
ふ

にはどのよう
な役割があるのだろうか。

私たちの社会を豊かにする
ために、日本経済には何が
求められているのだろうか。

●①
図
で
知
識
を
整
理
す
る

●財政のしくみ（→p.156）

図のタ～テに入る語句を選ぼう。
社会資本・公共サービス、
所得、税金、財政政策( ）

●日本経済を取り巻く状況（→p.172）

●②
図
で
問
い
を
考
え
る

●③
問
い
を
ま
と
め
る

　で考えた図を参考に、「公共サービ
ス」「社会保障」をキーワードにして、
節の問いの答えをまとめよう。

　で考えた図を参考に、日本経済が
発
はっ

展
てん

していくために、重要だと思う
取り組みを一つ取り上げ、節の問い
の答えをまとめよう。

1章の問い

4節の問い
p.156~167

5節の問い
p.168~173

●② ●②

3 部全体
の構成

理由

事実
少子高齢化で
労働力の維持
が難しくなっ
ている。

主張
日本の強みを生
かして、新たな
産業を育成して
いくことが大切。

限
かぎ

られた財
ざい

源
げん

をどう使
うかが、これからの財

ざい

政
せい

の課題だったね。

これからの日本経
けい

済
ざい

をどうするかは、日
本全体で立ち向かっ
ていくべき課題です。

主張
政府は、国民の経済活動や生活を向上さ
せるうえで大きな役割を果たしている。

理由①
政府は景気
を安定化さ
せている。

理由② 理由③

家計
企業

（タ）・
社会保険料

（ツ）の
再分配

景気の
安定化
（テ）

（チ）の
提供

政府

日本経済を取り巻く状況

これからの日本経済に向けて

AI や ICT の活用
（ナ）の向上

新たな（ニ）
の育成

グローバル化
デジタル化

経済格差（ト）

金融機関
3 節 (p.146～155)

政府
4 節 (p.156～167)

家計
1 節 (p.118～131)

企業
2 節 (p.132～145)

日本経済
5 節 (p.168～173)

3 部全体を通して、さま
ざまな経

けい

済
ざい

主体の分業と
交
こう

換
かん

のうえに、豊
ゆた

かな社
会が成り立っていること
を学んできました。

TRY1

TRY2

次の（1）（2）のときに上のグラフ
がどのように変化するかを　～
　から一つずつ選び、価

か
格
かく
の変

化を考えよう。
（1） 冷夏によって、アイスクリーム

を買う人が減
へ
ったとき。

（2） 企
き
業
ぎょう
の技

ぎ
術
じゅつ
革
かく
新
しん
によって、商品

の生産効
こう
率
りつ
が上がったとき。

❶
■ア

■エ

好
こう
況
きょう
・不

ふ
況
きょう
のときに経

けい
済
ざい
がどの

ように変化するか、上の表の空
くう

欄
らん
に矢印を記入しよう（金

きん
融
ゆう
政
せい
策
さく

は選
せん
択
たく
肢
し
のどちらか一方を選択）。

❶

好
こう
況
きょう

不況

賃
ちん
金
ぎん ↑ ↓

雇
こ
用
よう

生産

景気が過
か
熱
ねつ

不況

財
ざい
政
せい

政
せい
策
さく

税
ぜい
金
きん

公共
事業

金
きん
融
ゆう
政策

国
こく
債
さい
を

買う・売る
国債を
買う・売る

需要量、供給量

価
格

0
0

か 

か
く
需要曲線
じゅよう きょうきゅう

供給曲線

ア イ ウ エ

図のト～ニに入る語句を選ぼう。

（生産性、産業、少子高齢化）
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⬅「章の問い」 
教科書 
p.117など

公民

地理

1

2

単元を通した学び 

毎時の学び　

写真で眺める
これから学習する単元の導

どう
入
にゅう
です。写真や地図を読み取る活動

を通して、単元全体の学習内容を見通します。

学習を振り返ろう
単元の振

ふ
り返りです。●❶各章や節の学習内容を地図で整理します。●❷「写

真で眺
なが
める」や学習内容を振り返りながら、章や節の問いに取り組みます。

単元の見通し

本文ページの見通しと振り返り

単元の振り返り

学びを深める工夫

ほかの人とのやりとりを通じて
思考を広げる問いや学習活動

見方・考え方を働かせる場面

小学校、歴
れき
史
し
や公民の学びと関

連する資
し
料
りょう

地図帳を活用する学習活動

資料を読み取る視
し
点
てん
や学習活動

現
げん
地
ち
の人々の「声」

活用する思考ツール

小学校、歴史や公民、
他教科で学ぶ事

じ
項
こう

対話

見方・考え方

小 歴 公

地図帳活用

資料活用

声

思考ツール 巻頭9

小学校⃝歴史⃝公民⃝他教科との関連

教科書を活用した学び方 ここに
QRコード
が入ります

章や節といった内
ない
容
よう
のまとまり（単元）について、単元を貫

つらぬ
く問いを通して学びましょう。

章の問いや節の問いを考えるために必要な知
ち
識
しき
を、本文ページや特

とく
設
せつ
ページを通して習

しゅう
得
とく
していきましょう。

導入
資料

見開きの学習内
ない
容
よう
に

つながる具体事例を
取り上げています。

本文
資料

学習内容を理
り
解
かい
するう

えで重要な事
じ
項
こう
は太字

で表しています。

見開きの学習課題です。
見開き全体の学習内容
を見通します。学習課題

■1 ■2 ■3

本文から重要事項を書き出
すなどの作業を通して、見開
きの学習内容を確

かく
認
にん
します。

自分の言葉で説明する活動
を通して、見開きの学習内容
を振

ふ
り返ります。

確認しよう

説明しよう

■4

■5

5

10

15

↑　由
ゆ

布
ふ

岳
だけ

と観光列車「ななつ星
ぼし

in 九州」（大分県由布市、8月）　1 p.173

由
ゆ

布
ふ

岳
だけ

は火山なんだって！
九州地方は火山が多いのかな？

↑　有
あり

明
あけ

海
かい

の干
ひ

潟
がた

で行われる「鹿
か

島
しま

ガタリ
ンピック」（佐賀県鹿島市、2019 年 6 月） 
　毎年初夏になると開かれる干潟の運動会
で、大人から子どもまで泥

どろ
だらけになって

楽しみます。　

3

p.171

←　宮崎平野のビニールハウス（宮崎県宮崎
市、4月）　
4

p.175

↑　長崎くんち（長崎県長崎市、2016年）　2 p.176
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写真で眺める

九 州 地 方 福岡

佐賀
大分

熊本長崎

鹿児島

宮崎

沖 縄

11

44

33

22

55

66

77

この節では、写真1～7のような九州地方の様子が、特に「自然環
かん

境
きょう

」の視
し

点
てん

とどのように関係しているのかを
中心に考えていこう。

九州地方の学習を見通そう
ここに
QRコード
が入ります

p.181 の振り返りでは、あなたの考える「写真で眺める九州地方」をつくろう

↑　観光客でにぎわう博
はか

多
た

の屋台（福岡県福岡市、2018年）　博多ではラーメン
や うどん など、小麦を使った食文化が根づいています。　
5

p.175

↑　日本一の生産量を誇
ほこ

る熊本県のトマト（八
やつ

代
しろ

市、12
月）　
6

p.175

見通しスライド

→　美しい魚やサンゴ礁
しょう

がみら
れる南の海（沖縄県、宮

みや

古
こ

島
じま

市
沖、2021年 5月）　

7

p.178

九州地方はすごく
範
はん

囲
い

が広いんだね！
端
はし

から端まで何 km
くらいあるん
だろう？

日
本
の
諸
地
域

　九州
地
方

3
章
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節の問いについて、あなたの考えをまとめよう　思考・判断・表現節の振り返り2

↑　自然環
かん

境
きょう

の特
とく

徴
ちょう

に着目して九州地方をまとめた例　2 思考ツール 巻頭9 ウェビング

防災対策

北九州工業地帯の発展 九州の中心都市、福岡市 開発と自然保護の両立

琉球王国アジアとの交流・結びつき

筑紫平野の二毛作

宮崎平野の促成栽培

観光地

火山が多い

温暖な気候

海に囲まれている大陸に近い

梅雨や台風による雨

南西諸島の島々

サンゴ礁

生活や産業への影響など

自然環境の特色

凡例

九州地方の
自然環境

❶❶

振り返り 主体的な学び

●節の問いの解
かい
決
けつ
に向けて主体的に取り組むことが

　□よくできた　□できた　□あまりできなかった
　→よくできた点や改

かい
善
ぜん
したい点などを書き出そう。

●�節の学習を終えて、新たな疑
ぎ
問
もん
や探
たん
究
きゅう
したいこと、深め

たいことなどを書き出そう。

九州地方の自然環
かん

境
きょう

は、人々の生活や産業にど
のような影

えい

響
きょう

を与
あた

えているのだろうか。

 ヒント1 　�九州地方の人々の生活や産業の背
はい
景
けい
となる自

然環境の特
とく
徴
ちょう
は？

 ヒント2 　�自然環境の恩
おん
恵
けい
や課題、これらに対する人々

の生活の工
く
夫
ふう
は？

1節の問い
❶節の問いについて、図でまとめよう
　◆�この節の学習を振

ふ

り返りながら、図2の❶を埋
う

めて、
自然環

かん

境
きょう

の特
とく

徴
ちょう

に着目した九州地方のまとめを完成さ
せよう。

❷節の問いについて、考えを深めよう 
　◆�図2をもとに、九州地方の自然環境が人々の生活や産

業に影響を与えていることが分かる写真と、その写真
を補

ほ

足
そく

するための資
し

料
りょう

（写真やグラフ、地図）を一つず
つ、教科書や地図帳、ウェブサイトなどから選ぼう。

　◆�グループになって、選んだ写真や資料とその理由を発
表し合おう。そして、あなたたちだけの「写真で眺

なが

め
る九州地方（→p.168 ～ 169）」をつくり、地

ち

域
いき

の特色
を示

しめ

すタイトルをつけよう。

❸節の問いを踏
ふ

まえて地域の特色をまとめよう
　◆�図2と❷をもとに、九州地方の特色を文章で簡

かん

単
たん

にま
とめよう。

対話
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●❷

学んだことを確
たし

かめ、節の学習内
ない

容
よう

を振
ふ

り返ろう　知識 地図帳活用節の振り返り1

節の重要語句

□南西諸島
□カルデラ
□火山
□リアス海岸

□梅雨
□台風
□温泉
□地熱発電所

□シラス台地
□畜産
□二毛作
□促成栽培

□北九州工業地帯
□公害
□集積回路（IC）
□サンゴ礁

１．�A～ Hにあてはまる県
けん

庁
ちょう

所
しょ

在
ざい

地
ち

名と、その県名を答えよう。
２．�ⓐ～ⓓにあてはまる平野名、山名、諸

しょ

島
とう

名を答えよう。
３．�①～⑧にあてはまる語

ご

句
く

を、「節の重要語句」から選んで答えよう。

学習を
振り返ろう

1 節1節（p.167 〜 179）（p.167 〜 179）

九九州州地地方方

九州地方の自然環
か ん

境
きょう

は、人々の生活や産業にどのような影
え い

響
きょう

を与
あ た

えているのだろうか。

1節の問い 人間と自然の関わり（→巻頭 8）見方・考え方

簡単な説明ができた語句にチェックを入れよう。

ⓐ 平野

ⓒ 山地

ⓓ 諸島

D

E

B

A

C

F

G

H

ⓑ 山

� ��km

C  （→p.176）
・ 大陸との貿

ぼう
易
えき
を行う港町として発

はっ
展
てん

・ 九州地方最大の都市

九州の工業（→p.177）
・ 官

かん
営
えい
の八

や
幡
はた
製
せい
鉄
てつ
所
しょ
から、鉄

てっ
鋼
こう
業を

中心とした ④ に発
はっ
展
てん

・ 現
げん
在
ざい
は集積回路（IC）の生産や自動

車産業が盛
さか
ん

・ ⑤ を克
こく
服
ふく
した環境保

ほ
全
ぜん
の取り組

み

ⓑ  山・別
べっ

府
ぷ

周辺（→p.170、 173）
・ 全国有数の ⑥ がいくつもあり、
観光資

し
源
げん
になっている

・ 地熱発電が行われている

宮崎平野（→p.175）
・ 冬でも温

おん
暖
だん
な気候

・ 野菜の ⑦ が盛
さか
ん

ⓓ  諸島（→p.178〜179）
・ 数多くの島々がある
・ 一年中 温

おん
暖
だん
な気候

・ ⑧ の美しい海
・ さとうきび や菊

きく
、パイナッ

プルなどの栽
さい
培
ばい

・ 観光産業などの第 3次産
業が盛

さか
ん

ⓐ  平野（→p.175）
・ 九州有数の穀

こく
物
もつ
の産地

・ 1 年間に 2種類の農作物を栽
さい

培
ばい
する ① が行われてきた

・ 生
せい
鮮
せん
野菜の栽培も盛

さか
ん

シラス台地（→p.174〜 175）
・ 桜

さくら
島
じま
（御
おん
岳
たけ
）などの ② がある

・ ② の噴
ふん
出
しゅつ
物でできた、水を通しやすい土地

・ 野菜や茶などの栽
さい
培
ばい

・ 飼
し
料
りょう
作物の栽培と合わせた ③ が盛

さか
ん

↑　白地図を使ったまとめ1

ここに
QRコード
が入ります

ワークシートなど
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●❶

九州地方は、地形や気候にどのような特
とく

徴
ちょう

がみられる地
ち

域
いき

なのだ
ろうか。学習課題

5

10

　　　　　　　　　　日本の南西部に位置する九州地方は、九州と
その周

しゅう

囲
い

の島々、さらに九州から台
たい

湾
わん

に向かっ
て連なる南

なん

西
せい

諸
しょ

島
とう

からなり、南北に長く広がっています。

　九州の中央部には阿
あ

蘇
そ

山
さん

の巨
きょ

大
だい

なカルデラがあり、その南には、

険
けわ

しい九州山地が連なっています。また、西部には雲
うん

仙
ぜん

岳
だけ

、南部に
は桜

さくら

島
じま

（御
おん

岳
たけ

）や霧
きり

島
しま

山
やま

などの火
か

山
ざん

があり、現
げん

在
ざい

も活発に活動してい
て、たびたび噴

ふん

火
か

しています。九州山地を源
げん

流
りゅう

とする筑
ちく

後
ご

川
がわ

や白
しら

川
かわ

の下流には、筑
つく

紫
し

平野や熊本平野が広がっており、佐賀市や熊本市

といった都市があります。

　海岸線に着目すると、九州の北西部はリアス海
かい

岸
がん

となっていて、

その西に大
たい

陸
りく

棚
だな

が広がる海
かい

域
いき

をもつ長崎県は、全国有数の漁
ぎょ

獲
かく

量を

活発な火山と
特色ある海岸線

1 p.1691

解説 2

p.172 p.147 p.146

p.175

p.143

p.143

九九州州地地方方のの
自自然然環環境境1

1 大
おお

隅
すみ

半島より南にある鹿児島県の島々と、
沖縄県の島々の総

そう

称
しょう

です。

2 満
まん

潮
ちょう

時には海面の下になり、干
かん

潮
ちょう

時には海
面上に姿

すがた

を現
あらわ

す、砂
すな

や泥
どろ

が堆
たい

積
せき

してできた低
てい

湿
しっ

地
ち

のことです。

↑　日本に占
し

める九州地方の割
わり

合
あい

4

九州
１１.８
％

１１.４
％ ８.７ １７.７ １６.８ ３４.５ ６.８

４.１

北海道
２２.１

東北
１７.７

中部
１７.７８.７

１３.４

中国・四国

関
東
８.６

近
畿面　積

３７�８万km２

人　口
１億2592万人

（2022年）〔住民基本台帳 人口・世帯数表、ほか〕

　火山の爆
ばく
発
はつ
や噴

ふん
火
か
による

陥
かん
没
ぼつ
などによってできた大

きな�くぼ地のことです。カ
ルデラを縁

ふち
取
ど
る環

かん
状
じょう
の山々

を外
がい
輪
りん
山
ざん
といい、カルデラ

に水がたまるとカルデラ湖
ができます。阿

あ
蘇
そ
山
さん
のカル

デラは、南北に約25km、
東西に約18kmもあり、世
界最大級です。

解 説 カルデラ

↑　九州地方の自然1
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↑　阿
あ

蘇
そ

山
さん

のカルデラ2

外
輪 山

→　カルデラができる様子3

この くぼんだ地形は、
どうやってできたの
かな？

日本の地形や気候、自然災害（小）　防災（小・歴・公）小学校⃝歴史⃝公民⃝他教科との関連

九州地方1第 節 ここに
QRコード
が入ります

自然環境に注目して
九州地方の自然環

かん

境
きょう

は、人々の生活や産業にど
のような影

えい

響
きょう

を与
あた

えているのだろうか。
1節の問い

170

日
本
の
諸
地
域

　九
州
地
方

3
章

5

10

誇
ほこ

ります。佐賀県の南には、日本最大の干
ひ

潟
がた

をもつ有
あり

明
あけ

海
かい

があり、日

本有数の養
よう

殖
しょく

のり の産地となっています。一方、九州南東部の宮崎

平野では、日
ひゅう

向
が

灘
なだ

に面して直線的な海岸線が続き、野菜栽
さい

培
ばい

のビニー
ルハウスが立ち並

なら

びます。南西諸島には数多くの島があり、サンゴ
礁
しょう

の海など豊
ゆた

かな自然を求めて、多くの観光客が訪
おとず

れる島もあります。

　　　　　　　　　　九州は、暖
だん

流
りゅう

である黒
くろ

潮
しお

と対
つ し ま

馬海流が近くを
流れているため、冬でも比

ひ

較
かく

的温
おん

暖
だん

です。特に、

九州南部では冬に晴天の日が多く、さらに南に位置する南西諸島で
は、冬でも薄

うす

着
ぎ

で過
す

ごせる暖
あたた

かい日もあります。このため毎年 2

月になると、多くのプロ野球や J リーグのチームが九州南部や南西

諸島で、合宿をしながら練習を行っています。一方、夏から秋には、

南の太
たい

平
へい

洋
よう

上から湿
しめ

った季節風が吹
ふ

き、多くの雨が降
ふ

ります。雨は
梅
つ

雨
ゆ

の時期から台
たい

風
ふう

が通
つう

過
か

する時期にかけて特に多く、近年は線
せん

状
じょう

降
こう

水
すい

帯がもたらす豪
ごう

雨
う

により、洪
こう

水
ずい

や土
ど

砂
しゃ

災
さい

害
がい

が増
ふ

えています。

2 p.168

p.143

p.169、175

p.169、178

温暖で多雨な
気候と自然災害

p.143

7

5

p.144

p.144

3 p.147

九州地方の火山の位置と名
めい
称
しょう
を、

図　や地図帳で確
かく
認
にん
しよう。

九州地方の地形や気候の特
とく
徴
ちょう
を説

明しよう。

確認しよう 1

説明しよう

3 次々と発達した積
せき

乱
らん

雲が上空の風の影
えい

響
きょう

で
帯のように連なったもので、激

はげ

しい雨を長時間
にわたって降

ふ

らせます。

脱
だつ

炭
たん

素
そ

で防
ぼう

災
さい

力も高める熊本市

　2016年の熊本地
じ

震
しん

（→ p.146）で大きな被
ひ

害
がい

を受けた熊本市では、震
しん

災
さい

の教
訓を生かし、持続可

か

能
のう

な、災
さい

害
がい

に強いまちづくりに取り組んでいます。例えば、
熊本城を中心に周遊するバス「しろめぐりん」に電気自動車（EV）を導

どう

入
にゅう

し、
災害時には非

ひ

常
じょう

用の電
でん

源
げん

として活用するしくみを整えました。このEVバスは、
市内のごみ焼

しょう

却
きゃく

施
し

設
せつ

で発電した電気で運行されており、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

ゼロを実
じつ

現
げん

しています。ごみ焼却施設で発電した電気は、
市役所や学校などでも利用されているほか、災害時に避

ひ

難
なん

所となる施設の EV
充
じゅう

電
でん

スタンドにも直接送られています。地域の脱炭素化（→p.157）とともに、
災害時にも電気を供

きょう

給
きゅう

できる体
たい

制
せい

の構
こう

築
ちく

が進められています。

未来に未来に
向けて向けて

防 災

←↑　プロ野球チームの春季キャンプの開
かい

催
さい

地（左）と練習を見学する人々（上）（宮
崎県宮崎市、2023年 2月）
5
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久米島
ゴールデンイーグルス
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久米島
く め じま 沖縄島
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（2020年）〔日本野球機構資料、ほか〕

↑　九州地方の主な都市の雨温図7
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宮　崎（宮崎）那　覇（沖縄）
な は

年平均気温　23.3℃
年降水量　2161mm

年平均気温　17.7℃
年降水量　2626mm

年平均気温　17.3℃
年降水量　1687mm

〔理科年表 2023〕

↑　災
さい

害
がい

時に電
でん

源
げん

として利用できる EV バス
「しろめぐりん」（熊本県熊本市、2021年）
6

171

コラム
（→巻頭 6）

学びを深めるさまざまな
コラムがあります。

QRコード
（→巻頭 6）

学びを深めるさまざまなデジタル
コンテンツにつながります。

■1

■2

■3
■4
■5

↑p.168 ～ 169 ↑p.180 ～ 181

巻頭 5

1

2

単元を通した学び 

毎時の学び　

写真で眺める
これから学習する単元の導

どう
入
にゅう
です。写真や地図を読み取る活動

を通して、単元全体の学習内容を見通します。

学習を振り返ろう
単元の振

ふ
り返りです。●❶各章や節の学習内容を地図で整理します。●❷「写

真で眺
なが
める」や学習内容を振り返りながら、章や節の問いに取り組みます。

単元の見通し

本文ページの見通しと振り返り

単元の振り返り

学びを深める工夫

ほかの人とのやりとりを通じて
思考を広げる問いや学習活動

見方・考え方を働かせる場面

小学校、歴
れき
史
し
や公民の学びと関

連する資
し
料
りょう

地図帳を活用する学習活動

資料を読み取る視
し
点
てん
や学習活動

現
げん
地
ち
の人々の「声」

活用する思考ツール

小学校、歴史や公民、
他教科で学ぶ事

じ
項
こう

対話

見方・考え方

小 歴 公

地図帳活用

資料活用

声

思考ツール 巻頭9

小学校⃝歴史⃝公民⃝他教科との関連

教科書を活用した学び方 ここに
QRコード
が入ります

章や節といった内
ない
容
よう
のまとまり（単元）について、単元を貫

つらぬ
く問いを通して学びましょう。

章の問いや節の問いを考えるために必要な知
ち
識
しき
を、本文ページや特

とく
設
せつ
ページを通して習

しゅう
得
とく
していきましょう。

導入
資料

見開きの学習内
ない
容
よう
に

つながる具体事例を
取り上げています。

本文
資料

学習内容を理
り
解
かい
するう

えで重要な事
じ
項
こう
は太字

で表しています。

見開きの学習課題です。
見開き全体の学習内容
を見通します。学習課題

■1 ■2 ■3

本文から重要事項を書き出
すなどの作業を通して、見開
きの学習内容を確

かく
認
にん
します。

自分の言葉で説明する活動
を通して、見開きの学習内容
を振

ふ
り返ります。

確認しよう

説明しよう

■4

■5

5

10

15

↑　由
ゆ

布
ふ

岳
だけ

と観光列車「ななつ星
ぼし

in 九州」（大分県由布市、8月）　1 p.173

由
ゆ

布
ふ

岳
だけ

は火山なんだって！
九州地方は火山が多いのかな？

↑　有
あり

明
あけ

海
かい

の干
ひ

潟
がた

で行われる「鹿
か

島
しま

ガタリ
ンピック」（佐賀県鹿島市、2019 年 6 月） 
　毎年初夏になると開かれる干潟の運動会
で、大人から子どもまで泥

どろ
だらけになって

楽しみます。　

3

p.171

←　宮崎平野のビニールハウス（宮崎県宮崎
市、4月）　
4

p.175

↑　長崎くんち（長崎県長崎市、2016年）　2 p.176

168

写真で眺める

九 州 地 方 福岡

佐賀
大分

熊本長崎

鹿児島

宮崎

沖 縄

11

44

33

22

55

66

77

この節では、写真1～7のような九州地方の様子が、特に「自然環
かん

境
きょう

」の視
し

点
てん

とどのように関係しているのかを
中心に考えていこう。

九州地方の学習を見通そう
ここに
QRコード
が入ります

p.181 の振り返りでは、あなたの考える「写真で眺める九州地方」をつくろう

↑　観光客でにぎわう博
はか

多
た

の屋台（福岡県福岡市、2018年）　博多ではラーメン
や うどん など、小麦を使った食文化が根づいています。　
5

p.175

↑　日本一の生産量を誇
ほこ

る熊本県のトマト（八
やつ

代
しろ

市、12
月）　
6

p.175

見通しスライド

→　美しい魚やサンゴ礁
しょう

がみら
れる南の海（沖縄県、宮

みや

古
こ

島
じま

市
沖、2021年 5月）　

7

p.178

九州地方はすごく
範
はん

囲
い

が広いんだね！
端
はし

から端まで何 km
くらいあるん
だろう？

日
本
の
諸
地
域

　九
州
地
方

3
章

169

日
本
の
諸
地
域

　九
州
地
方

3
章

節の問いについて、あなたの考えをまとめよう　思考・判断・表現節の振り返り2

↑　自然環
かん

境
きょう

の特
とく

徴
ちょう

に着目して九州地方をまとめた例　2 思考ツール 巻頭9 ウェビング

防災対策

北九州工業地帯の発展 九州の中心都市、福岡市 開発と自然保護の両立

琉球王国アジアとの交流・結びつき

筑紫平野の二毛作

宮崎平野の促成栽培

観光地

火山が多い

温暖な気候

海に囲まれている大陸に近い

梅雨や台風による雨

南西諸島の島々

サンゴ礁

生活や産業への影響など

自然環境の特色

凡例

九州地方の
自然環境

❶❶

振り返り 主体的な学び

●節の問いの解
かい
決
けつ
に向けて主体的に取り組むことが

　□よくできた　□できた　□あまりできなかった
　→よくできた点や改

かい
善
ぜん
したい点などを書き出そう。

●�節の学習を終えて、新たな疑
ぎ
問
もん
や探

たん
究
きゅう
したいこと、深め

たいことなどを書き出そう。

九州地方の自然環
かん

境
きょう

は、人々の生活や産業にど
のような影

えい

響
きょう

を与
あた

えているのだろうか。

 ヒント1 　�九州地方の人々の生活や産業の背
はい
景
けい
となる自

然環境の特
とく
徴
ちょう
は？

 ヒント2 　�自然環境の恩
おん
恵
けい
や課題、これらに対する人々

の生活の工
く
夫
ふう
は？

1節の問い
❶節の問いについて、図でまとめよう
　◆�この節の学習を振

ふ

り返りながら、図2の❶を埋
う

めて、
自然環

かん

境
きょう

の特
とく

徴
ちょう

に着目した九州地方のまとめを完成さ
せよう。

❷節の問いについて、考えを深めよう 
　◆�図2をもとに、九州地方の自然環境が人々の生活や産

業に影響を与えていることが分かる写真と、その写真
を補

ほ

足
そく

するための資
し

料
りょう

（写真やグラフ、地図）を一つず
つ、教科書や地図帳、ウェブサイトなどから選ぼう。

　◆�グループになって、選んだ写真や資料とその理由を発
表し合おう。そして、あなたたちだけの「写真で眺

なが

め
る九州地方（→p.168 ～ 169）」をつくり、地

ち

域
いき

の特色
を示

しめ

すタイトルをつけよう。

❸節の問いを踏
ふ

まえて地域の特色をまとめよう
　◆�図2と❷をもとに、九州地方の特色を文章で簡

かん

単
たん

にま
とめよう。

対話

181

●❷

学んだことを確
たし

かめ、節の学習内
ない

容
よう

を振
ふ

り返ろう　知識 地図帳活用節の振り返り1

節の重要語句

□南西諸島
□カルデラ
□火山
□リアス海岸

□梅雨
□台風
□温泉
□地熱発電所

□シラス台地
□畜産
□二毛作
□促成栽培

□北九州工業地帯
□公害
□集積回路（IC）
□サンゴ礁

１．�A～ Hにあてはまる県
けん

庁
ちょう

所
しょ

在
ざい

地
ち

名と、その県名を答えよう。
２．�ⓐ～ⓓにあてはまる平野名、山名、諸

しょ

島
とう

名を答えよう。
３．�①～⑧にあてはまる語

ご

句
く

を、「節の重要語句」から選んで答えよう。

学習を
振り返ろう

1 節1節（p.167 〜 179）（p.167 〜 179）

九九州州地地方方

九州地方の自然環
か ん

境
きょう

は、人々の生活や産業にどのような影
え い

響
きょう

を与
あ た

えているのだろうか。

1節の問い 人間と自然の関わり（→巻頭 8）見方・考え方

簡単な説明ができた語句にチェックを入れよう。

ⓐ 平野

ⓒ 山地

ⓓ 諸島

D

E

B

A

C

F

G

H

ⓑ 山

� ��km

C  （→p.176）
・ 大陸との貿

ぼう
易
えき
を行う港町として発

はっ
展
てん

・ 九州地方最大の都市

九州の工業（→p.177）
・ 官

かん
営
えい
の八

や
幡
はた
製
せい
鉄
てつ
所
しょ
から、鉄

てっ
鋼
こう
業を

中心とした ④ に発
はっ
展
てん

・ 現
げん
在
ざい
は集積回路（IC）の生産や自動

車産業が盛
さか
ん

・ ⑤ を克
こく
服
ふく
した環境保

ほ
全
ぜん
の取り組

み

ⓑ  山・別
べっ

府
ぷ

周辺（→p.170、 173）
・ 全国有数の ⑥ がいくつもあり、
観光資

し
源
げん
になっている

・ 地熱発電が行われている

宮崎平野（→p.175）
・ 冬でも温

おん
暖
だん
な気候

・ 野菜の ⑦ が盛
さか
ん

ⓓ  諸島（→p.178〜179）
・ 数多くの島々がある
・ 一年中 温

おん
暖
だん
な気候

・ ⑧ の美しい海
・ さとうきび や菊

きく
、パイナッ

プルなどの栽
さい
培
ばい

・ 観光産業などの第 3次産
業が盛

さか
ん

ⓐ  平野（→p.175）
・ 九州有数の穀

こく
物
もつ
の産地

・ 1 年間に 2種類の農作物を栽
さい

培
ばい
する ① が行われてきた

・ 生
せい
鮮
せん
野菜の栽培も盛

さか
ん

シラス台地（→p.174〜 175）
・ 桜

さくら
島
じま
（御

おん
岳
たけ
）などの ② がある

・ ② の噴
ふん
出
しゅつ
物でできた、水を通しやすい土地

・ 野菜や茶などの栽
さい
培
ばい

・ 飼
し
料
りょう
作物の栽培と合わせた ③ が盛

さか
ん

↑　白地図を使ったまとめ1

ここに
QRコード
が入ります

ワークシートなど

180

●❶

九州地方は、地形や気候にどのような特
とく

徴
ちょう

がみられる地
ち

域
いき

なのだ
ろうか。学習課題

5

10

　　　　　　　　　　日本の南西部に位置する九州地方は、九州と
その周

しゅう

囲
い

の島々、さらに九州から台
たい

湾
わん

に向かっ
て連なる南

なん

西
せい

諸
しょ

島
とう

からなり、南北に長く広がっています。

　九州の中央部には阿
あ

蘇
そ

山
さん

の巨
きょ

大
だい

なカルデラがあり、その南には、

険
けわ

しい九州山地が連なっています。また、西部には雲
うん

仙
ぜん

岳
だけ

、南部に
は桜

さくら

島
じま

（御
おん

岳
たけ

）や霧
きり

島
しま

山
やま

などの火
か

山
ざん

があり、現
げん

在
ざい

も活発に活動してい
て、たびたび噴

ふん

火
か

しています。九州山地を源
げん

流
りゅう

とする筑
ちく

後
ご

川
がわ

や白
しら

川
かわ

の下流には、筑
つく

紫
し

平野や熊本平野が広がっており、佐賀市や熊本市

といった都市があります。

　海岸線に着目すると、九州の北西部はリアス海
かい

岸
がん

となっていて、

その西に大
たい

陸
りく

棚
だな

が広がる海
かい

域
いき

をもつ長崎県は、全国有数の漁
ぎょ

獲
かく

量を

活発な火山と
特色ある海岸線

1 p.1691

解説 2

p.172 p.147 p.146

p.175

p.143

p.143

九九州州地地方方のの
自自然然環環境境1

1 大
おお

隅
すみ

半島より南にある鹿児島県の島々と、
沖縄県の島々の総

そう

称
しょう

です。

2 満
まん

潮
ちょう

時には海面の下になり、干
かん

潮
ちょう

時には海
面上に姿

すがた

を現
あらわ

す、砂
すな

や泥
どろ

が堆
たい

積
せき

してできた低
てい

湿
しっ

地
ち

のことです。

↑　日本に占
し

める九州地方の割
わり

合
あい

4
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（2022年）〔住民基本台帳 人口・世帯数表、ほか〕

　火山の爆
ばく
発
はつ
や噴

ふん
火
か
による

陥
かん
没
ぼつ
などによってできた大

きな�くぼ地のことです。カ
ルデラを縁

ふち
取
ど
る環

かん
状
じょう
の山々

を外
がい
輪
りん
山
ざん
といい、カルデラ

に水がたまるとカルデラ湖
ができます。阿

あ
蘇
そ
山
さん
のカル

デラは、南北に約25km、
東西に約18kmもあり、世
界最大級です。

解 説 カルデラ

↑　九州地方の自然1
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↑　阿
あ

蘇
そ

山
さん

のカルデラ2

外
輪 山

→　カルデラができる様子3

この くぼんだ地形は、
どうやってできたの
かな？

日本の地形や気候、自然災害（小）　防災（小・歴・公）小学校⃝歴史⃝公民⃝他教科との関連

九州地方1第 節 ここに
QRコード
が入ります

自然環境に注目して
九州地方の自然環

かん

境
きょう

は、人々の生活や産業にど
のような影

えい

響
きょう

を与
あた

えているのだろうか。
1節の問い

170

日
本
の
諸
地
域

　九州
地
方

3
章

5

10

誇
ほこ

ります。佐賀県の南には、日本最大の干
ひ

潟
がた

をもつ有
あり

明
あけ

海
かい

があり、日

本有数の養
よう

殖
しょく

のり の産地となっています。一方、九州南東部の宮崎

平野では、日
ひゅう

向
が

灘
なだ

に面して直線的な海岸線が続き、野菜栽
さい

培
ばい

のビニー
ルハウスが立ち並

なら

びます。南西諸島には数多くの島があり、サンゴ
礁
しょう

の海など豊
ゆた

かな自然を求めて、多くの観光客が訪
おとず

れる島もあります。

　　　　　　　　　　九州は、暖
だん

流
りゅう

である黒
くろ

潮
しお

と対
つ し ま

馬海流が近くを
流れているため、冬でも比

ひ

較
かく

的温
おん

暖
だん

です。特に、

九州南部では冬に晴天の日が多く、さらに南に位置する南西諸島で
は、冬でも薄

うす

着
ぎ

で過
す

ごせる暖
あたた

かい日もあります。このため毎年 2

月になると、多くのプロ野球や J リーグのチームが九州南部や南西

諸島で、合宿をしながら練習を行っています。一方、夏から秋には、

南の太
たい

平
へい

洋
よう

上から湿
しめ

った季節風が吹
ふ

き、多くの雨が降
ふ

ります。雨は
梅
つ

雨
ゆ

の時期から台
たい

風
ふう

が通
つう

過
か

する時期にかけて特に多く、近年は線
せん

状
じょう

降
こう

水
すい

帯がもたらす豪
ごう

雨
う

により、洪
こう

水
ずい

や土
ど

砂
しゃ

災
さい

害
がい

が増
ふ

えています。

2 p.168

p.143

p.169、175

p.169、178

温暖で多雨な
気候と自然災害

p.143

7

5

p.144

p.144

3 p.147

九州地方の火山の位置と名
めい
称
しょう
を、

図　や地図帳で確
かく
認
にん
しよう。

九州地方の地形や気候の特
とく
徴
ちょう
を説

明しよう。

確認しよう 1

説明しよう

3 次々と発達した積
せき

乱
らん

雲が上空の風の影
えい

響
きょう

で
帯のように連なったもので、激

はげ

しい雨を長時間
にわたって降

ふ

らせます。

脱
だつ

炭
たん

素
そ

で防
ぼう

災
さい

力も高める熊本市

　2016年の熊本地
じ

震
しん

（→ p.146）で大きな被
ひ

害
がい

を受けた熊本市では、震
しん

災
さい

の教
訓を生かし、持続可

か

能
のう

な、災
さい

害
がい

に強いまちづくりに取り組んでいます。例えば、
熊本城を中心に周遊するバス「しろめぐりん」に電気自動車（EV）を導

どう

入
にゅう

し、
災害時には非

ひ

常
じょう

用の電
でん

源
げん

として活用するしくみを整えました。このEVバスは、
市内のごみ焼

しょう

却
きゃく

施
し

設
せつ

で発電した電気で運行されており、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

ゼロを実
じつ

現
げん

しています。ごみ焼却施設で発電した電気は、
市役所や学校などでも利用されているほか、災害時に避

ひ

難
なん

所となる施設の EV
充
じゅう

電
でん

スタンドにも直接送られています。地域の脱炭素化（→p.157）とともに、
災害時にも電気を供

きょう

給
きゅう

できる体
たい

制
せい

の構
こう

築
ちく

が進められています。

未来に未来に
向けて向けて

防 災

←↑　プロ野球チームの春季キャンプの開
かい

催
さい

地（左）と練習を見学する人々（上）（宮
崎県宮崎市、2023年 2月）
5
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（2020年）〔日本野球機構資料、ほか〕

↑　九州地方の主な都市の雨温図7
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宮　崎（宮崎）那　覇（沖縄）
な は

年平均気温　23.3℃
年降水量　2161mm

年平均気温　17.7℃
年降水量　2626mm

年平均気温　17.3℃
年降水量　1687mm

〔理科年表 2023〕

↑　災
さい

害
がい

時に電
でん

源
げん

として利用できる EV バス
「しろめぐりん」（熊本県熊本市、2021年）
6

171

コラム
（→巻頭 6）

学びを深めるさまざまな
コラムがあります。

QRコード
（→巻頭 6）

学びを深めるさまざまなデジタル
コンテンツにつながります。

■1

■2

■3
■4
■5

↑p.168 ～ 169 ↑p.180 ～ 181

巻頭 5

歴史

1

2

単元を通した学び 

毎時の学び　

章扉
これから学習する単元（章）の導

どう
入
にゅう
です。小学校の学習

内
ない
容
よう
やこれまでの単元の学習を踏

ふ
まえ、章全体の学習

内容を見通し、章の問いを確
かく
認
にん
します。

学習を振り返ろう
単元（章）の振

ふ
り返りです。❶年表や地図を使ったり、節の問いを振り返ったりして学習

内
ない
容
よう
を整理します。●❷「タイムトラベル」を振り返りながら、章の問いに取り組みます。

❸時代の特色を考察して章全体の学習を振り返り、次の時代の学習につなげます。

p.102で振り返ろう

武家政権の成長と東アジア中世章3

↑　『平
へい

治
じ

物
もの

語
がたり

絵
え

巻
まき

』（模
も

本
ほん

）〔東京国立博物館蔵〕1
鎌
かま

倉
くら

時代平
へい

安
あん

時代
12世紀末 
源頼朝が鎌倉
幕
ばく

府
ふ

を開く

1180 源
げん

氏
じ

と
平
へい

氏
し

の戦い
（〜85）

戦
せん

国
ごく

時代室
むろまち

町時代南
なん

北
ぼく

朝
ちょう

時代
○足

あし
利
かが
義
よし
満
みつ

が金
きん
閣
かく
を

つくらせる

○足利義政
が銀

ぎん
閣
かく

を
つくらせる

○戦国大
だい

名
みょう

が勢
せい

力
りょく

を
争うように
なる

14世
せい

紀
き

半ば
京都に室町幕府が
開かれる

→　源
みなもとの

頼
より

朝
とも

2 →　足
あし

利
かが

義
よし

政
まさ

3

武
ぶ

士
し

による政
せ い

治
じ

が行われたことによって、社会はどのように変化したのだろうか。
3章の問い

この章で学習する節の問い

武士の世の始まり
なぜ、武

ぶ
士
し

が政
せい

治
じ

の実
じっ

権
けん

を握
にぎ

るようになったのだろうか。

武家政権の内と外
ユーラシア大陸からの影

えい
響
きょう

によって、日本にどのような変化が起
こったのだろうか。

人々の結びつきが強まる社会
なぜ、人々は結びつきを強めていったのだろうか。

1節
p.66~75

2節
p.78~89

3節
p.92~101

★�この時代では、前の章で学習した時代から�  

どのように社会が変化するか、予想を書こう。

●「学習する時代の見通し」をもとう

　これから学習する時代について、どのような時代なのか、ほかの
人と話し合ってみよう。
　その際

さい
、小学校で学習した人物や主な出来事、前の章で学習した

時代の特色を踏
ふ

まえよう。

対話

古代から雰
ふん

囲
い

気
き

が
変わったね。描

えが

か
れているのはどん
な人たちなのかな。●小学校で学んだ人物と主な出来事

武武家家政政権権のの成成長長とと東東アジアアジア3第 章 中世
ワークシートなど

ここに
QRコード
が入ります
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学習を
振り返ろう

33 章章  中中世世（p.63 ～ 101）（p.63 ～ 101）

武武家家政政権権のの成成長長とと東東アジアアジア

学習事項の確認

か

お

え

い

あ

う

北京
　ペ　キン

臨安
りんあん

� ����km

ワークシートなど

ここに
QRコード
が入ります

主な出来事世
紀

10

11

12

13

14

15

時
代

平
安

鎌
倉

室
町

戦
国

南
北
朝

1086

1156

1159

1180 ～85

～40
～41

1221
1232
1274
1281

1334

1338

1333

1392

1467

1428

応仁の乱～77

文化

高
麗

朝
鮮
明

宋

朝
鮮
中
国

元

金

鎌
倉
文
化

国
風
文
化

室
町
文
化

・
か
な
文
字
の
使
用

・
寝
殿
造

　
・
浄
土
信
仰

・『
平
家
物
語
』

　
・『
徒
然
草
』

　
・『
新
古
今
和
歌
集
』

・
鎌
倉
仏
教
誕
生 

・
東
大
寺
南  

大
門

　
・
東
大
寺
金
剛
力
士
像

・
東
山
文
化

・
北
山
文
化

源頼朝による　鎌倉幕府の成立

白河上皇による院政の開始

足利尊氏による室町幕府の成立

足利義満による南北朝の統一

保元の乱
奥州藤原氏が　平泉を中心に勢力を振るう

十三湊がアイヌ民族との交易で栄える

蒙古襲来　（博多）

平治の乱
平清盛による政治

源平の争乱

日宋貿易のために　大輪田泊を修築

二毛作の開始・牛馬による耕作

地頭による荘園や公領の支配

承久の乱
御成敗式目の制定
文永の役
弘安の役

鎌倉幕府の滅亡
後醍醐天皇による建武の新政

南北朝の対立

倭寇の活動

正長の土一揆

手工業の発達（紙・絹織物・陶器など）
勘合貿易の開始

琉球王国の成立

平将門の乱
藤原純友の乱

下剋上の風潮が高まる

（
銀
閣
、
書
院
造
、
禅
宗
、
水
墨
画
）

（
金
閣
、
能
、
狂
言
）

　
・
お
伽
草
子

939 
935 

A

B

C

E

F

D 

 

・
厳
島
神
社

武
ぶ

士
し

による政
せい

治
じ

が行われたことによって、社会はどのように変化したのだろうか。
3章の問い

知識

１）�時代の特色を考えるにあたって、次の作業を行って、
あなたの年表を完成させよう。
❶�政

せい

治
じ

や国
こく

際
さい

関係の変化で重要であると考える出来事
に赤いマーカーを、生活や社会の様子について重要
と考えた出来事には黄色いマーカーをつけよう。

❷�「章の問い」に対する考えをまとめるうえで、大切
だと考える出来事を書き足したり、関係のある出来
事どうしを矢印で結んだりしよう。

２）�地図中の� あ �～� か �の空
くう

欄
らん

に入るものを、年表内の
下線 A～ Fから選ぼう。

　なぜ、武士が政治の実権を握るようになったの
だろうか。

　ユーラシア大陸からの影響によって、日本にど
のような変化が起こったのだろうか。

　なぜ、人々は結びつきを強めていったのだろう
か。

1節
p.66~75

2節
p.78~89

3節
p.92~101

　それぞれの節の学習を振
ふ

り返って、「節の問い」に対
するあなたの考えをまとめよう。
節の問い

思考・判断・表現節の振り返り
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タイムトラベルを活用した振り返りから、「章の問い」に対するあなたの考えをまとめよう章の振り返り

　❶で見つけたことや左の年表にマークしたこと、武
士の政

せい

治
じ

による社会の変化を考えるにあたって重要だ
と感じたことについて、書き出してあなたの考えを整
理しよう。例えば右の表のように、古代・鎌倉時代・
室町時代に分けて考えよう。

　グループになり、特に重要だと感じたこととその
理由を発表し、意見交

こう

換
かん

をしよう。
　発表にあたっては、「節の振り返り」を参考にして、
そのことの背景や原

げん

因
いん

、結果や影
えい

響
きょう

も踏まえよう。

　グループでの話し合いで気づいたことを踏まえ、
「章の問い」に対するあなたの考えをまとめよう。

❶ タイムトラベルを活用して振
ふ

り返ろう。

❷ ほかの人と話し合って「章の問い」を考察しよう。 対話

　タイムトラベル「⑤鎌
かま

倉
くら

時代」「⑥室
むろ

町
まち

時代」
を見

み

比
くら

べて、大きく変化したことや、重要だと
感じたことを見つけよう。また、なぜそう考え
たのか、根

こん

拠
きょ

も踏
ふ

まえて説明しよう。
　タイムトラベルを見比べる際

さい

は、キーワード
を設

せっ

定
てい

し、見方・考え方を働かせよう。

p.64〜65タイムトラベル❺鎌倉時代

鎌
か ま

倉時代を眺
な が

めてみよう
（13～14世紀

き

ごろのある場面）

次の場面は、ア〜カのどれに当たるか、（　）に記号を入れてみよう。

CBA

3

1

2

次の場面を探してみよう！
さが

5
平安時代 p.52〜53

室町時代 p.90〜91

ここに
QRコード
が入ります

①　屋敷
しき

の周りには、堀
ほり

がめぐらされています。� （　　）
②　屋敷

しき

の主人が、納
おさ

められた品を確
かく

認
にん

しています。� （　　）
③　街

かい

道
どう

沿
ぞ

いに市が開かれています。� （　　）

④　田に水を入れる水車が、川に架
か

けられています。� （　　）
⑤　かまどがある工房

ぼう

で農具を修
しゅう

理している人がいます。�（　　）
⑥　僧

そう

侶
りょ

が、人々を集めて仏
ほとけ

の教えを説いています。� （　　）
①→p.66、70　②→p.70　③→p.92〜93　④→p.92　⑤→p.92　⑥→p.74ヒントヒント

　現
げん

代の町では見かけない動物もたくさ
んいるね。動物たちは、現

げん

代に置きかえる
とどんなものの代わりをしているのかな。

D E F

　ここからは中世、鎌
かま

倉時代といわれる時代にやっ
てきました。ここは西国とよばれた西日本のある農
村の様子です。この日は人々にとって、特別な催

もよお

し
がある日のようです。

　平安時代から鎌
かま
倉時代に移

うつ
り

変わって、どのような点が変化し
ているでしょうか。また、なぜそのように変
化したのでしょうか。例えば以下の点などに
注目し、周りの人と話し合ってみましょう。
・大きな屋敷

しき
のなかや周りにいる人々

・場面オのように仏
ほとけ
の教えを人々に説くようす

見方・
考え方

!

対話

p.90〜91タイムトラベル❻室町時代

室町時代を眺
な が

めてみよう
（15世紀

き

ごろのある場面）

次の場面は、ア〜カのどれに当たるか、（　）に記号を入れてみよう。

CBA

3

1

2

次の場面を探してみよう！
さが

6
鎌
かま

倉時代 p.64〜65

安土桃
もも

山時代 p.114〜115

ここに
QRコード
が入ります

①　町の入り口で、多くの人々が集団
だん

で訴
うった

えを起こしています。�（　　）
②　町の代表者が、お茶を飲みながら話し合いをしています。�（　　）
③　馬が、荷物を背

せ

に乗せて運んでいます。� （　　）

④　貨幣
へい

を使って、買い物をしています。� （　　）
⑤　中国へ向かう大きな船が、港に停

てい

泊
はく

しています。� （　　）
⑥　牛の力を使って、農作業を行っています。� （　　）

①→p.94　②→p.95、100　③→p.93　④→p.93　⑤→p.86　⑥→p.92ヒントヒント

　屋敷
しき

のなかの風景は、現
げん

代の和室や
日本文化と似

に

ているかも。具体的に、
どんな所や物が今と同じかな。

D E F

　室町時代といわれる時代にやってきました。ここ
は大阪湾

わん

に面するある港町です。いろいろな物が船
で運ばれてくるためか、各地からやってきた人々が
さまざまなやりとりをしています。

　鎌
かま
倉時代から室町時代に移

うつ
り

変わって、どのような点が変化し
ているでしょうか。また、なぜそのように変
化したのでしょうか。例えば以下の点などに
注目し、周りの人と話し合ってみましょう。
・人々が使っている木の容

よう
器の種類

・場面■オや■カなど、集まって活動する人々

見方・
考え方

!

対話

思考・判断・表現

例えば「武
ぶ

士
し

」をキーワードに
すると、こんなことに気がつくね。

支
し

配
はい

者
しゃ

層
そう

の移
うつ

り変わりに
� 着目しよう

p.52〜53 の「④平安時代」の絵や、「鎌倉
時代」「室町時代」の絵を比べて、大きな屋

や

敷
しき

にいる支配者層の人々はどのように変化
しているだろうか。

人々の持ち物の変化と
�武士との関係に着目しよう

「⑤鎌倉時代」と「⑥室町時代」の絵を比べ
て、武士以外の人々の持ち物が変化してい
ることには、どのような背

はい

景
けい

があったのだ
ろうか。

見方・考え方

推移

相互の関連

例えば 見方・考え方��巻頭8

「章の問い」に対するあなたの考え

重要だと感じたこと

古　代
中　世

鎌倉時代 室町時代
例：王（天皇）や貴族が

政治の中心だった
武士が政治を動かす中心
となった

各地で独自の支配が行
われるようになった
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❸ 時代の特色を考察しよう。 思考・判断・表現

❶これまでの考察を踏
ふ

まえて、中
ちゅう

世
せい

はどのような時代だったかを、あなたの言葉でまとめよう。

❷上でまとめたあなたの考えを、タイムトラベルを活用して、発表しよう。

中世は、� ［の］時代である。

なぜなら、�

� ［だ］からである。

中世の特色

「これからの社会を構想しよう」（→p.307）への準備 対話

振
り
返
り

●章の問い：学習を通して考えをまとめることが
　□よくできた　　□できた　　□あまりできなかった
●時代の特色をまとめるうえで有

ゆう
効
こう

だった「見方・考え方」
　□時期や年代　　□推移　　□比較　　□相互の関連
●「学習する時代の見通し」から考えが深まったこと
　
●章の学習を通して感じたこと・さらに深めたいと思ったこと

　章のはじめにあなたが立てた予想から、あなたの、この時代に対する考えはどのように深まっただろうか。
章の学習を通じて感じたことや、さらに深めたいと思ったことを、下の「振

ふ

り返り」に書いてみよう。

●「学習する時代の見通し」（→p.63）に戻ってみよう 主体的な学び

章
の
重
要
語

□ 寄進（p.66）
□ 院政（p.68）
□ 鎌倉仏教（p.74）
□ 蒙古襲来（p.80）
□ 悪党（p.84）
□ 勘合貿易（p.86）
□ 一揆（p.94）

□ 下剋上（p.96）
□ 応仁の乱（p.96）

● 節や章の問い、時代の特色をまとめる際
さい

に使用した
用語に　をつけよう。

　中世の学習から、現
げん

在
ざい

の社会と共通していると感じたことは何か、また、
大きく異

こと

なっていると感じたことは何か、右の視
し

点
てん

を参考に話し合って
みよう。その際

さい

、タイムトラベルも改めて見返してみよう。

　コラム「未来に向けて」や本文、タイムトラベルなどから、地球的な
諸
しょ

課題と関連していると感じたものを探
さが

し、SDGs の 17の目標のうちど
の目標とつながっているのか、ほかの人と話し合ってみよう。

例えば戦
せん

国
ごく

時代
には、川の氾

はん

濫
らん

に
どのように対

たい

処
しょ

していたのかな。

つながりを考えよう現在との
・「おそれ」や「けがれ」の考え方
・女

じょ

性
せい

と社会の関わり
・人々と災

さい

害
がい

の関わり� など

視点

つながりを考えようSDGsとの
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単元の見通し

本文ページの見通しと振り返り

単元の振り返り

学びを深める工夫

ほかの人とのやりとりを通じて
思考を広げる問いや学習活動

小学校、地理や公民の学びと関
連する資

し
料
りょう

地図帳を活用する活動

資料を読み取る視
し
点
てん
や学習活動

文章・語
ご
句
く
に関する資料

ユネスコの世界遺
い
産
さん
と「世界の

記
き
憶
おく
」、国

こく
宝
ほう
、重

じゅう
要
よう
文
ぶん
化
か
財
ざい
を�

紹
しょう
介
かい
していきます。

関連するイラストの場面や地図
の位置を示

しめ
すマーク� �

※赤字がタイムトラベル

関連する事
じ
項
こう
を扱

あつか
うページ

小学校、地理や公民、
他教科で学ぶ事項

対話

小 地 公

地図帳活用

資料活用
史料

世界
遺産
国
　宝

重
　文

記
　憶

p.64D3
p.173E2

p.41

小学校 ⃝ 地理 ⃝ 公民 ⃝ 他教科との関連

教科書を活用した学び方 ここに
QRコード
が入ります

章や節といった内
ない
容
よう
のまとまり（単元）について、単元を貫

つらぬ
く問いを通して学びましょう。

章の問いや節の問い考えるために必要な知
ち
識
しき
を、本文ページや特

とく
設
せつ
ページを通して習

しゅう
得
とく
していきましょう。

●❶ ●❷ ●❸

導入
資料

見開きの学習内
ない
容
よう
に

つながる歴史的資料
を取り上げています。

本文
資料

学習内容を理
り
解
かい
するう

えで重要な事
じ
項
こう
は太字

で表しています。

見開きの学習課題です。
見開き全体の学習内容
を見通します。学習課題

■1 ■2 ■3

本文から重要事項を書き出
す作業を通して、見開きの学
習内容を確

かく
認
にん
します。

自分の言葉で説明する活動
を通して、見開きの学習内容
を振り返ります。

確認しよう

説明しよう

■4

■5

↑　荘
しょう

園
えん

支
し

配
はい

者
しゃ

の館
やかた

（→p.64B3）〔『粉河寺縁起絵巻』 和歌山県 紀の川市 粉河寺蔵〕　
　　　　  なぜ、絵の右側の人々は物品を館に運んでいるのだろうか。
1
資料活用

国
　宝

武
ぶ

士
し

は、どのようにして登場し、力をつけていったのだろうか。
学習課題

5

10

15

　　　　　　　　10世
せい

紀
き

になると、貴
き

族
ぞく

や寺社、地方の有力者な
どは土地の開

かい

墾
こん

を進め、多くの広い荘
しょう

園
えん

をもちまし
た。11世紀半ば以

い

降
こう

、貴族や大寺社は、国
こく

司
し

による税
ぜい

の取り立て
を免

めん

除
じょ

される特
とっ

権
けん

を得
え

て、地方の有力者などから土地を寄
き

進
しん

されて
荘園領

りょう

主
しゅ

となりました。現
げん

地
ち

の管理を任
まか

せられた地方の有力者は、

その特権を生かして荘園の支
し

配
はい

を進めました。また、国司は、地方

の有力者たちを役人として、荘園以外の土地（公
こう

領
りょう

）の支配を任せた
ため、公領も地方の有力者の領地となっていきました。こうして荘

園・公領ともに、地方の有力者による土地支配が強まっていきました。

　こうした動きを背
はい

景
けい

に、社会全体で土地が財
ざい

産
さん

として重
じゅう

視
し

される
ようになり、土地にかけられる年

ねん

貢
ぐ

などの税が生まれました。地方

の有力者は、農民から税を得るため、必死に領地を獲
かく

得
とく

するように
なりました。土地の権利や境

きょう

界
かい

などをめぐって争いがしきりに起こ
り、人々は自分の力で土地を守らなければならなくなりました。こ
うして土地の私

し

有
ゆう

を基
き

礎
そ

とし、武
ぶ

装
そう

してみずからの力で紛
ふん

争
そう

を解
かい

決
けつ

しようとする社会が形成されていきました。そして、大寺社も武装

した僧
そう

侶
りょ

（僧
そう

兵
へい

）をもち、実力で要求を通そうとするようになりました。

増える荘園
2p.43

p.41

解説

1

p.64A2

各各地地でで生生まれるまれる
武武士士団団1

門
もん

前
ぜん

に座
すわ

っている人は
何をしているのかな。

↑　中
ちゅう

世
せい

の荘
しょう

園
えん

絵
え

図
ず

　中心に田があり、周辺に
いくつか集落がみられます。領

りょう
主
しゅ
は、みずから

の領地の範
はん
囲
い
を定めるため、絵図をつくりまし

た。〔重文『紀伊国桛田荘絵図』 京都市 神護寺蔵〕

2

解 説 寄
き

進
しん

　寄進とは、土地や財
ざい
産
さん
などを寄

き
付
ふ
する行

こう
為
い
を

いいます。土地を寄付した場合、実
じっ
際
さい
の土地の

管理は、もともと土地をもっていた人が行いま
した。寄進すると、領

りょう
主
しゅ
である貴

き
族
ぞく
や大寺社に

みつぎものを納
おさ
める必要がありますが、国

こく
司
し
が

取り立てる税
ぜい
よりも少なく済

す
むため、人々は税

を逃
のが
れる特

とっ
権
けん
を求めて盛

さか
んに寄進を行いました。

武士、武士の館、平氏、源氏（小）小学校 ⃝ 地理 ⃝ 公民 ⃝ 他教科との関連

なぜ、武
ぶ

士
し

が政
せい

治
じ

の実
じっ

権
けん

を握
にぎ

るようになったの
だろうか。

武士の世の始まり1第 節 ここに
QRコード
が入ります

1節の問い
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5

10

15

　　　　　　　　９～10世紀には、荘園・公領をめぐる各地の争

いや、蝦
え み し

夷などの抵
てい

抗
こう

が増
ぞう

加
か

し、朝
ちょう

廷
てい

を悩
なや

ませまし
た。そうしたなかで、都

みやこ

の武
ぶ

官
かん

や地方の有力者たちは弓矢や騎
き

馬
ば

な
どの武

ぶ

芸
げい

を身につけ、武
ぶ

士
し

とよばれるようになりました。武士は、

天
てん

皇
のう

の住まいや朝廷の警
けい

備
び

、犯
はん

罪
ざい

の取り締
し

まりにあたりました。

　都の武士が地方で国司に仕える役人となってそのまま住み着いた
り、地方の武士が都で貴族に仕えたりするなど、武士は都と地方を
行き来

き

しながら、実力を蓄
たくわ

えていきました。彼
かれ

らは、一族の長
おさ

であ
る惣

そう

領
りょう

を中心に子や兄弟をまとめ上げて従
じゅう

者
しゃ

たちを率
ひき

い、婚
こん

姻
いん

に
よってほかの有力者と手を結ぶなどして、武

ぶ

士
し

団
だん

というまとまりを
つくりました。そのなかで、天皇の子孫でもある源

げん

氏
じ

と平
へい

氏
し

が有力

な存
そん

在
ざい

となり、武士の統
とう

率
そつ

者（棟
とう

梁
りょう

）となっていきました。

　　　　　　　　　10世紀半ば、関
かん

東
とう

地方で平
たいらの

将
まさ

門
かど

が起こした乱
らん

や、

瀬
せ

戸
と

内
うち

地方で藤
ふじ

原
わらの

純
すみ

友
とも

が海
かい

賊
ぞく

を率
ひき

いて起こした乱 

は、中央政
せい

府
ふ

に対して表立って刃
は

向
む

かったもので、貴族たちに大き
な衝

しょう

撃
げき

を与
あた

えました。11世紀半ばには、東
とう

北
ほく

地方で有力者の勢
せい

力
りょく

争いが起こり、それを源
みなもとの

義
よし

家
いえ

らがしずめたことで、源氏は東
とう

国
ごく

（関

東地方）に力をもつようになりました。また、奥
おう

州
しゅう

藤
ふじ

原
わら

氏
し

は東北地

方を統
とう

一
いつ

し、平
ひら

泉
いずみ

（岩手県）を中心に勢力を振
ふ

るいました。

武士の役割
p.55

p.65D3、p.70

p.68

3 p.68

4

地方の武士の
自立の動き

人物

4

5

都
みやこ

や地方で武
ぶ

士
し

が担
にな

った役
やく

割
わり

を
本文から書き出そう。

武士が現
あらわ

れ、成長していった背
はい

景
けい

を、都と地方に分けてそれぞ
れ説明しよう。

確認しよう

説明しよう

棟梁
（天皇・貴族の子孫）

とうりょう

武士団

き ぞく

おさ

てんのう

惣領〈本家〉
（一族の長）

そうりょう

家子
（惣領の親戚）

いえの　こ

しんせき

＊1  家来、奉公人
＊2  下層の従者など

家人
け にん

＊1

下人・所従
げ にん しょじゅう

＊2

け らい

か そう じゅうしゃ

ほうこう

↑　武
ぶ

士
し

団
だん

のしくみ3

歴史
プラス 奥

おう
州
しゅう
藤
ふじ
原
わら
氏
し
の栄

えい
華
が

　平
ひら
泉
いずみ
に本

ほん
拠
きょ
を置いた奥州藤原氏は、清

きよ

衡
ひら
・基

もと
衡
ひら
・秀

ひで
衡
ひら
の三代にわたって東

とう
北
ほく
地

方で栄えました。大量にとれた砂
さ
金
きん
や良

馬などの交
こう
易
えき
で栄え、平泉には各地から

文物がもたらされました。都
みやこ
の文化も積

極的に取り入れ、浄
じょう
土
ど
への憧

あこが
れから平泉

に中
ちゅう
尊
そん
寺
じ
をつくりました。1189年、源

みなもとの

義
よし
経
つね
をかくまったことを口実に、源

みなもとの
頼
より
朝
とも

によって攻
せ
め滅
ほろ
ぼされましたが（→p.69）、

中尊寺金
こん
色
じき
堂
どう
は今も金色に輝

かがや
いています。

大宰府
だ ざい  ふ
大宰府
だ ざい  ふ

藤原純友の進路

藤原純友の乱
939～941

ふじわらのすみとも

平将門の乱
935～940

たいらのまさかど

保元の乱
1156

ほうげん

とう  ほく

平治の乱
1159

へい  じ

平将門の
勢力範囲
せいりょくはん い

平泉
ひらいずみ

京都

東北地方の争乱
（前九年合戦・

後三年合戦）
1051～62
1083～87

ぜん く ねんかっせん

ご さんねん

→p.68 →p.63、68

→瀬戸内海沿いの
国司を襲い、大宰
府を目指しました。

こく  し

せ と ないかい

おそ

平氏出身の武士団
源氏出身の武士団
その他の武士団

へい し

げん じ

� ���km

↑　武
ぶ

士
し

団
だん

と各地の争
そう

乱
らん

4

？～940

　下
しも
総
うさ
の国（千葉県・茨城県の一部）の武士である平将門は、祖

そ

父
ふ
からもらった土地を伯

お
父
じ
に奪

うば
われてしまい、そこから武力で

の争いが起こりました。伯父に勝利した将門の下
もと
には、関

かん
東
とう
で

中央政
せい
府
ふ
に不満を抱

いだ
く者が集まりました。勢

いきお
いに乗った将門は

常
ひた ち
陸（茨城県）や下

しも
野
つけ
（栃木県）・上

こう
野
ずけ
（群馬県）に攻

せ
め込

こ
み、国

こく
司
し
を追い出しました。そ

こでみずから「新皇（新しい天皇）」を名乗り、新しい国家づくりを始めました。しかし
その後、わずか50日余

あま
りで中央政府側の武士に討

う
たれてしまいました。

平
たいらの

将
ま さ

門
かど

「新
しん

皇
のう

」と名乗った武
ぶ

士
し

↓　中
ちゅう

尊
そん

寺
じ

金
こん

色
じき

堂
どう

（岩手県平
ひら

泉
いずみ

町）5
国
　宝

世界
遺産

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

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

安土
桃山

令和

67

■1

■2
■3

■4
■5

年表
このページで学習する
時期と時代が分かります。

学びを深めるデジタル
コンテンツにつながります。

QRコード
（→巻頭 6）

節の冒
ぼう
頭
とう
にタイムトラ

ベルがある際
さい
は、これ

から学習する時代はど
のような時代なのか、
最初に眺

なが
めてみること

で、時代のイメージを
ふくらませることがで
きます。

コラム
（→巻頭 6）

巻頭 5
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1

2

単元を通した学び 

毎時の学び　

章扉
これから学習する単元（章）の導

どう
入
にゅう
です。小学校の学習

内
ない
容
よう
やこれまでの単元の学習を踏

ふ
まえ、章全体の学習

内容を見通し、章の問いを確
かく
認
にん
します。

学習を振り返ろう
単元（章）の振

ふ
り返りです。❶年表や地図を使ったり、節の問いを振り返ったりして学習

内
ない
容
よう
を整理します。●❷「タイムトラベル」を振り返りながら、章の問いに取り組みます。

❸時代の特色を考察して章全体の学習を振り返り、次の時代の学習につなげます。

p.102で振り返ろう

武家政権の成長と東アジア中世章3

↑　『平
へい

治
じ

物
もの

語
がたり

絵
え

巻
まき

』（模
も

本
ほん

）〔東京国立博物館蔵〕1
鎌
かま

倉
くら

時代平
へい

安
あん

時代
12世紀末 
源頼朝が鎌倉
幕
ばく

府
ふ

を開く

1180 源
げん

氏
じ

と
平
へい

氏
し

の戦い
（〜85）

戦
せん

国
ごく

時代室
むろまち

町時代南
なん

北
ぼく

朝
ちょう

時代
○足
あし
利
かが
義
よし
満
みつ

が金
きん
閣
かく
を

つくらせる

○足利義政
が銀

ぎん
閣
かく

を
つくらせる

○戦国大
だい

名
みょう

が勢
せい

力
りょく

を
争うように
なる

14世
せい

紀
き

半ば
京都に室町幕府が
開かれる

→　源
みなもとの

頼
より

朝
とも

2 →　足
あし

利
かが

義
よし

政
まさ

3

武
ぶ

士
し

による政
せ い

治
じ

が行われたことによって、社会はどのように変化したのだろうか。
3章の問い

この章で学習する節の問い

武士の世の始まり
なぜ、武

ぶ
士
し

が政
せい

治
じ

の実
じっ

権
けん

を握
にぎ

るようになったのだろうか。

武家政権の内と外
ユーラシア大陸からの影

えい
響
きょう

によって、日本にどのような変化が起
こったのだろうか。

人々の結びつきが強まる社会
なぜ、人々は結びつきを強めていったのだろうか。

1節
p.66~75

2節
p.78~89

3節
p.92~101

★�この時代では、前の章で学習した時代から�  

どのように社会が変化するか、予想を書こう。

●「学習する時代の見通し」をもとう

　これから学習する時代について、どのような時代なのか、ほかの
人と話し合ってみよう。
　その際

さい
、小学校で学習した人物や主な出来事、前の章で学習した

時代の特色を踏
ふ

まえよう。

対話

古代から雰
ふん

囲
い

気
き

が
変わったね。描

えが

か
れているのはどん
な人たちなのかな。●小学校で学んだ人物と主な出来事

武武家家政政権権のの成成長長とと東東アジアアジア3第 章 中世
ワークシートなど

ここに
QRコード
が入ります

63

学習を
振り返ろう

33 章章  中中世世（p.63 ～ 101）（p.63 ～ 101）

武武家家政政権権のの成成長長とと東東アジアアジア

学習事項の確認

か

お

え

い

あ

う

北京
　ペ　キン

臨安
りんあん

� ����km

ワークシートなど

ここに
QRコード
が入ります

主な出来事世
紀

10

11

12

13

14

15

時
代

平
安

鎌
倉

室
町

戦
国

南
北
朝

1086

1156

1159

1180 ～85

～40
～41

1221
1232
1274
1281

1334

1338

1333

1392

1467

1428

応仁の乱～77

文化

高
麗

朝
鮮
明

宋

朝
鮮
中
国

元

金

鎌
倉
文
化

国
風
文
化

室
町
文
化

・
か
な
文
字
の
使
用

・
寝
殿
造

　
・
浄
土
信
仰

・『
平
家
物
語
』

　
・『
徒
然
草
』

　
・『
新
古
今
和
歌
集
』

・
鎌
倉
仏
教
誕
生 

・
東
大
寺
南  

大
門

　
・
東
大
寺
金
剛
力
士
像

・
東
山
文
化

・
北
山
文
化

源頼朝による　鎌倉幕府の成立

白河上皇による院政の開始

足利尊氏による室町幕府の成立

足利義満による南北朝の統一

保元の乱
奥州藤原氏が　平泉を中心に勢力を振るう

十三湊がアイヌ民族との交易で栄える

蒙古襲来　（博多）

平治の乱
平清盛による政治

源平の争乱

日宋貿易のために　大輪田泊を修築

二毛作の開始・牛馬による耕作

地頭による荘園や公領の支配

承久の乱
御成敗式目の制定
文永の役
弘安の役

鎌倉幕府の滅亡
後醍醐天皇による建武の新政

南北朝の対立

倭寇の活動

正長の土一揆

手工業の発達（紙・絹織物・陶器など）
勘合貿易の開始

琉球王国の成立

平将門の乱
藤原純友の乱

下剋上の風潮が高まる

（
銀
閣
、
書
院
造
、
禅
宗
、
水
墨
画
）

（
金
閣
、
能
、
狂
言
）

　
・
お
伽
草
子

939 
935 

A

B

C

E

F

D 

 

・
厳
島
神
社

武
ぶ

士
し

による政
せい

治
じ

が行われたことによって、社会はどのように変化したのだろうか。
3章の問い

知識

１）�時代の特色を考えるにあたって、次の作業を行って、
あなたの年表を完成させよう。
❶�政

せい

治
じ

や国
こく

際
さい

関係の変化で重要であると考える出来事
に赤いマーカーを、生活や社会の様子について重要
と考えた出来事には黄色いマーカーをつけよう。

❷�「章の問い」に対する考えをまとめるうえで、大切
だと考える出来事を書き足したり、関係のある出来
事どうしを矢印で結んだりしよう。

２）�地図中の� あ �～� か �の空
くう

欄
らん

に入るものを、年表内の
下線 A～ Fから選ぼう。

　なぜ、武士が政治の実権を握るようになったの
だろうか。

　ユーラシア大陸からの影響によって、日本にど
のような変化が起こったのだろうか。

　なぜ、人々は結びつきを強めていったのだろう
か。

1節
p.66~75

2節
p.78~89

3節
p.92~101

　それぞれの節の学習を振
ふ

り返って、「節の問い」に対
するあなたの考えをまとめよう。
節の問い

思考・判断・表現節の振り返り

102

タイムトラベルを活用した振り返りから、「章の問い」に対するあなたの考えをまとめよう章の振り返り

　❶で見つけたことや左の年表にマークしたこと、武
士の政

せい

治
じ

による社会の変化を考えるにあたって重要だ
と感じたことについて、書き出してあなたの考えを整
理しよう。例えば右の表のように、古代・鎌倉時代・
室町時代に分けて考えよう。

　グループになり、特に重要だと感じたこととその
理由を発表し、意見交

こう

換
かん

をしよう。
　発表にあたっては、「節の振り返り」を参考にして、
そのことの背景や原

げん

因
いん

、結果や影
えい

響
きょう

も踏まえよう。

　グループでの話し合いで気づいたことを踏まえ、
「章の問い」に対するあなたの考えをまとめよう。

❶ タイムトラベルを活用して振
ふ

り返ろう。

❷ ほかの人と話し合って「章の問い」を考察しよう。 対話

　タイムトラベル「⑤鎌
かま

倉
くら

時代」「⑥室
むろ

町
まち

時代」
を見

み

比
くら

べて、大きく変化したことや、重要だと
感じたことを見つけよう。また、なぜそう考え
たのか、根

こん

拠
きょ

も踏
ふ

まえて説明しよう。
　タイムトラベルを見比べる際

さい

は、キーワード
を設

せっ

定
てい

し、見方・考え方を働かせよう。

p.64〜65タイムトラベル❺鎌倉時代

鎌
か ま

倉時代を眺
な が

めてみよう
（13～14世紀

き

ごろのある場面）

次の場面は、ア〜カのどれに当たるか、（　）に記号を入れてみよう。

CBA

3

1

2

次の場面を探してみよう！
さが

5
平安時代 p.52〜53

室町時代 p.90〜91

ここに
QRコード
が入ります

①　屋敷
しき

の周りには、堀
ほり

がめぐらされています。� （　　）
②　屋敷

しき

の主人が、納
おさ

められた品を確
かく

認
にん

しています。� （　　）
③　街

かい

道
どう

沿
ぞ

いに市が開かれています。� （　　）

④　田に水を入れる水車が、川に架
か

けられています。� （　　）
⑤　かまどがある工房

ぼう

で農具を修
しゅう

理している人がいます。�（　　）
⑥　僧

そう

侶
りょ

が、人々を集めて仏
ほとけ

の教えを説いています。� （　　）
①→p.66、70　②→p.70　③→p.92〜93　④→p.92　⑤→p.92　⑥→p.74ヒントヒント

　現
げん

代の町では見かけない動物もたくさ
んいるね。動物たちは、現

げん

代に置きかえる
とどんなものの代わりをしているのかな。

D E F

　ここからは中世、鎌
かま

倉時代といわれる時代にやっ
てきました。ここは西国とよばれた西日本のある農
村の様子です。この日は人々にとって、特別な催

もよお

し
がある日のようです。

　平安時代から鎌
かま
倉時代に移

うつ
り

変わって、どのような点が変化し
ているでしょうか。また、なぜそのように変
化したのでしょうか。例えば以下の点などに
注目し、周りの人と話し合ってみましょう。
・大きな屋敷

しき
のなかや周りにいる人々

・場面オのように仏
ほとけ
の教えを人々に説くようす

見方・
考え方

!

対話

p.90〜91タイムトラベル❻室町時代

室町時代を眺
な が

めてみよう
（15世紀

き

ごろのある場面）

次の場面は、ア〜カのどれに当たるか、（　）に記号を入れてみよう。

CBA

3

1

2

次の場面を探してみよう！
さが

6
鎌
かま

倉時代 p.64〜65

安土桃
もも

山時代 p.114〜115

ここに
QRコード
が入ります

①　町の入り口で、多くの人々が集団
だん

で訴
うった

えを起こしています。�（　　）
②　町の代表者が、お茶を飲みながら話し合いをしています。�（　　）
③　馬が、荷物を背

せ

に乗せて運んでいます。� （　　）

④　貨幣
へい

を使って、買い物をしています。� （　　）
⑤　中国へ向かう大きな船が、港に停

てい

泊
はく

しています。� （　　）
⑥　牛の力を使って、農作業を行っています。� （　　）

①→p.94　②→p.95、100　③→p.93　④→p.93　⑤→p.86　⑥→p.92ヒントヒント

　屋敷
しき

のなかの風景は、現
げん

代の和室や
日本文化と似

に

ているかも。具体的に、
どんな所や物が今と同じかな。

D E F

　室町時代といわれる時代にやってきました。ここ
は大阪湾

わん

に面するある港町です。いろいろな物が船
で運ばれてくるためか、各地からやってきた人々が
さまざまなやりとりをしています。

　鎌
かま
倉時代から室町時代に移

うつ
り

変わって、どのような点が変化し
ているでしょうか。また、なぜそのように変
化したのでしょうか。例えば以下の点などに
注目し、周りの人と話し合ってみましょう。
・人々が使っている木の容

よう
器の種類

・場面■オや■カなど、集まって活動する人々

見方・
考え方

!

対話

思考・判断・表現

例えば「武
ぶ

士
し

」をキーワードに
すると、こんなことに気がつくね。

支
し

配
はい

者
しゃ

層
そう

の移
うつ

り変わりに
� 着目しよう

p.52〜53 の「④平安時代」の絵や、「鎌倉
時代」「室町時代」の絵を比べて、大きな屋

や

敷
しき

にいる支配者層の人々はどのように変化
しているだろうか。

人々の持ち物の変化と
�武士との関係に着目しよう

「⑤鎌倉時代」と「⑥室町時代」の絵を比べ
て、武士以外の人々の持ち物が変化してい
ることには、どのような背

はい

景
けい

があったのだ
ろうか。

見方・考え方

推移

相互の関連

例えば 見方・考え方��巻頭8

「章の問い」に対するあなたの考え

重要だと感じたこと

古　代
中　世

鎌倉時代 室町時代
例：王（天皇）や貴族が

政治の中心だった
武士が政治を動かす中心
となった

各地で独自の支配が行
われるようになった
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❸ 時代の特色を考察しよう。 思考・判断・表現

❶これまでの考察を踏
ふ

まえて、中
ちゅう

世
せい

はどのような時代だったかを、あなたの言葉でまとめよう。

❷上でまとめたあなたの考えを、タイムトラベルを活用して、発表しよう。

中世は、� ［の］時代である。

なぜなら、�

� ［だ］からである。

中世の特色

「これからの社会を構想しよう」（→p.307）への準備 対話

振
り
返
り

●章の問い：学習を通して考えをまとめることが
　□よくできた　　□できた　　□あまりできなかった
●時代の特色をまとめるうえで有

ゆう
効
こう

だった「見方・考え方」
　□時期や年代　　□推移　　□比較　　□相互の関連
●「学習する時代の見通し」から考えが深まったこと
　
●章の学習を通して感じたこと・さらに深めたいと思ったこと

　章のはじめにあなたが立てた予想から、あなたの、この時代に対する考えはどのように深まっただろうか。
章の学習を通じて感じたことや、さらに深めたいと思ったことを、下の「振

ふ

り返り」に書いてみよう。

●「学習する時代の見通し」（→p.63）に戻ってみよう 主体的な学び

章
の
重
要
語

□ 寄進（p.66）
□ 院政（p.68）
□ 鎌倉仏教（p.74）
□ 蒙古襲来（p.80）
□ 悪党（p.84）
□ 勘合貿易（p.86）
□ 一揆（p.94）

□ 下剋上（p.96）
□ 応仁の乱（p.96）

● 節や章の問い、時代の特色をまとめる際
さい

に使用した
用語に　をつけよう。

　中世の学習から、現
げん

在
ざい

の社会と共通していると感じたことは何か、また、
大きく異

こと

なっていると感じたことは何か、右の視
し

点
てん

を参考に話し合って
みよう。その際

さい

、タイムトラベルも改めて見返してみよう。

　コラム「未来に向けて」や本文、タイムトラベルなどから、地球的な
諸
しょ

課題と関連していると感じたものを探
さが

し、SDGs の 17の目標のうちど
の目標とつながっているのか、ほかの人と話し合ってみよう。

例えば戦
せん

国
ごく

時代
には、川の氾

はん

濫
らん

に
どのように対

たい

処
しょ

していたのかな。

つながりを考えよう現在との
・「おそれ」や「けがれ」の考え方
・女

じょ

性
せい

と社会の関わり
・人々と災

さい

害
がい

の関わり� など

視点

つながりを考えようSDGsとの
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単元の見通し

本文ページの見通しと振り返り

単元の振り返り

学びを深める工夫

ほかの人とのやりとりを通じて
思考を広げる問いや学習活動

小学校、地理や公民の学びと関
連する資

し
料
りょう

地図帳を活用する活動

資料を読み取る視
し
点
てん
や学習活動

文章・語
ご
句
く
に関する資料

ユネスコの世界遺
い
産
さん
と「世界の

記
き
憶
おく
」、国

こく
宝
ほう
、重

じゅう
要
よう
文
ぶん
化
か
財
ざい
を�

紹
しょう
介
かい
していきます。

関連するイラストの場面や地図
の位置を示

しめ
すマーク� �

※赤字がタイムトラベル

関連する事
じ
項
こう
を扱

あつか
うページ

小学校、地理や公民、
他教科で学ぶ事項

対話

小 地 公

地図帳活用

資料活用
史料

世界
遺産
国
　宝

重
　文

記
　憶

p.64D3
p.173E2

p.41

小学校 ⃝ 地理 ⃝ 公民 ⃝ 他教科との関連

教科書を活用した学び方 ここに
QRコード
が入ります

章や節といった内
ない
容
よう
のまとまり（単元）について、単元を貫

つらぬ
く問いを通して学びましょう。

章の問いや節の問い考えるために必要な知
ち
識
しき
を、本文ページや特

とく
設
せつ
ページを通して習

しゅう
得
とく
していきましょう。

●❶ ●❷ ●❸

導入
資料

見開きの学習内
ない
容
よう
に

つながる歴史的資料
を取り上げています。

本文
資料

学習内容を理
り
解
かい
するう

えで重要な事
じ
項
こう
は太字

で表しています。

見開きの学習課題です。
見開き全体の学習内容
を見通します。学習課題

■1 ■2 ■3

本文から重要事項を書き出
す作業を通して、見開きの学
習内容を確

かく
認
にん
します。

自分の言葉で説明する活動
を通して、見開きの学習内容
を振り返ります。

確認しよう

説明しよう

■4

■5

↑　荘
しょう

園
えん

支
し

配
はい

者
しゃ

の館
やかた

（→p.64B3）〔『粉河寺縁起絵巻』 和歌山県 紀の川市 粉河寺蔵〕　
　　　　  なぜ、絵の右側の人々は物品を館に運んでいるのだろうか。
1
資料活用

国
　宝

武
ぶ

士
し

は、どのようにして登場し、力をつけていったのだろうか。
学習課題

5

10

15

　　　　　　　　10世
せい

紀
き

になると、貴
き

族
ぞく

や寺社、地方の有力者な
どは土地の開

かい

墾
こん

を進め、多くの広い荘
しょう

園
えん

をもちまし
た。11世紀半ば以

い

降
こう

、貴族や大寺社は、国
こく

司
し

による税
ぜい

の取り立て
を免

めん

除
じょ

される特
とっ

権
けん

を得
え

て、地方の有力者などから土地を寄
き

進
しん

されて
荘園領

りょう

主
しゅ

となりました。現
げん

地
ち

の管理を任
まか

せられた地方の有力者は、

その特権を生かして荘園の支
し

配
はい

を進めました。また、国司は、地方

の有力者たちを役人として、荘園以外の土地（公
こう

領
りょう

）の支配を任せた
ため、公領も地方の有力者の領地となっていきました。こうして荘

園・公領ともに、地方の有力者による土地支配が強まっていきました。

　こうした動きを背
はい

景
けい

に、社会全体で土地が財
ざい

産
さん

として重
じゅう

視
し

される
ようになり、土地にかけられる年

ねん

貢
ぐ

などの税が生まれました。地方

の有力者は、農民から税を得るため、必死に領地を獲
かく

得
とく

するように
なりました。土地の権利や境

きょう

界
かい

などをめぐって争いがしきりに起こ
り、人々は自分の力で土地を守らなければならなくなりました。こ
うして土地の私

し

有
ゆう

を基
き

礎
そ

とし、武
ぶ

装
そう

してみずからの力で紛
ふん

争
そう

を解
かい

決
けつ

しようとする社会が形成されていきました。そして、大寺社も武装

した僧
そう

侶
りょ

（僧
そう

兵
へい

）をもち、実力で要求を通そうとするようになりました。

増える荘園
2p.43

p.41

解説

1

p.64A2

各各地地でで生生まれるまれる
武武士士団団1

門
もん

前
ぜん

に座
すわ

っている人は
何をしているのかな。

↑　中
ちゅう

世
せい

の荘
しょう

園
えん

絵
え

図
ず

　中心に田があり、周辺に
いくつか集落がみられます。領

りょう
主
しゅ
は、みずから

の領地の範
はん
囲
い
を定めるため、絵図をつくりまし

た。〔重文『紀伊国桛田荘絵図』 京都市 神護寺蔵〕

2

解 説 寄
き

進
しん

　寄進とは、土地や財
ざい
産
さん
などを寄

き
付
ふ
する行

こう
為
い
を

いいます。土地を寄付した場合、実
じっ
際
さい
の土地の

管理は、もともと土地をもっていた人が行いま
した。寄進すると、領

りょう
主
しゅ
である貴

き
族
ぞく
や大寺社に

みつぎものを納
おさ
める必要がありますが、国

こく
司
し
が

取り立てる税
ぜい
よりも少なく済

す
むため、人々は税

を逃
のが
れる特

とっ
権
けん
を求めて盛

さか
んに寄進を行いました。

武士、武士の館、平氏、源氏（小）小学校 ⃝ 地理 ⃝ 公民 ⃝ 他教科との関連

なぜ、武
ぶ

士
し

が政
せい

治
じ

の実
じっ

権
けん

を握
にぎ

るようになったの
だろうか。

武士の世の始まり1第 節 ここに
QRコード
が入ります

1節の問い

66

5

10

15

　　　　　　　　９～10世紀には、荘園・公領をめぐる各地の争

いや、蝦
え み し

夷などの抵
てい

抗
こう

が増
ぞう

加
か

し、朝
ちょう

廷
てい

を悩
なや

ませまし
た。そうしたなかで、都

みやこ

の武
ぶ

官
かん

や地方の有力者たちは弓矢や騎
き

馬
ば

な
どの武

ぶ

芸
げい

を身につけ、武
ぶ

士
し

とよばれるようになりました。武士は、

天
てん

皇
のう

の住まいや朝廷の警
けい

備
び

、犯
はん

罪
ざい

の取り締
し

まりにあたりました。

　都の武士が地方で国司に仕える役人となってそのまま住み着いた
り、地方の武士が都で貴族に仕えたりするなど、武士は都と地方を
行き来

き

しながら、実力を蓄
たくわ

えていきました。彼
かれ

らは、一族の長
おさ

であ
る惣

そう

領
りょう

を中心に子や兄弟をまとめ上げて従
じゅう

者
しゃ

たちを率
ひき

い、婚
こん

姻
いん

に
よってほかの有力者と手を結ぶなどして、武

ぶ

士
し

団
だん

というまとまりを
つくりました。そのなかで、天皇の子孫でもある源

げん

氏
じ

と平
へい

氏
し

が有力

な存
そん

在
ざい

となり、武士の統
とう

率
そつ

者（棟
とう

梁
りょう

）となっていきました。

　　　　　　　　　10世紀半ば、関
かん

東
とう

地方で平
たいらの

将
まさ

門
かど

が起こした乱
らん

や、

瀬
せ

戸
と

内
うち

地方で藤
ふじ

原
わらの

純
すみ

友
とも

が海
かい

賊
ぞく

を率
ひき

いて起こした乱 

は、中央政
せい

府
ふ

に対して表立って刃
は

向
む

かったもので、貴族たちに大き
な衝

しょう

撃
げき

を与
あた

えました。11世紀半ばには、東
とう

北
ほく

地方で有力者の勢
せい

力
りょく

争いが起こり、それを源
みなもとの

義
よし

家
いえ

らがしずめたことで、源氏は東
とう

国
ごく

（関

東地方）に力をもつようになりました。また、奥
おう

州
しゅう

藤
ふじ

原
わら

氏
し

は東北地

方を統
とう

一
いつ

し、平
ひら

泉
いずみ

（岩手県）を中心に勢力を振
ふ

るいました。

武士の役割
p.55

p.65D3、p.70

p.68

3 p.68

4

地方の武士の
自立の動き

人物

4

5

都
みやこ

や地方で武
ぶ

士
し

が担
にな

った役
やく

割
わり

を
本文から書き出そう。

武士が現
あらわ

れ、成長していった背
はい

景
けい

を、都と地方に分けてそれぞ
れ説明しよう。

確認しよう

説明しよう

棟梁
（天皇・貴族の子孫）

とうりょう

武士団

き ぞく

おさ

てんのう

惣領〈本家〉
（一族の長）

そうりょう

家子
（惣領の親戚）

いえの　こ

しんせき

＊1  家来、奉公人
＊2  下層の従者など

家人
け にん

＊1

下人・所従
げ にん しょじゅう

＊2

け らい

か そう じゅうしゃ

ほうこう

↑　武
ぶ

士
し

団
だん

のしくみ3

歴史
プラス 奥

おう
州
しゅう
藤
ふじ
原
わら
氏
し
の栄

えい
華
が

　平
ひら
泉
いずみ
に本

ほん
拠
きょ
を置いた奥州藤原氏は、清

きよ

衡
ひら
・基

もと
衡
ひら
・秀

ひで
衡
ひら
の三代にわたって東

とう
北
ほく
地

方で栄えました。大量にとれた砂
さ
金
きん
や良

馬などの交
こう
易
えき
で栄え、平泉には各地から

文物がもたらされました。都
みやこ
の文化も積

極的に取り入れ、浄
じょう
土
ど
への憧

あこが
れから平泉

に中
ちゅう
尊
そん
寺
じ
をつくりました。1189年、源

みなもとの

義
よし
経
つね
をかくまったことを口実に、源

みなもとの
頼
より
朝
とも

によって攻
せ
め滅
ほろ
ぼされましたが（→p.69）、

中尊寺金
こん
色
じき
堂
どう
は今も金色に輝

かがや
いています。

大宰府
だ ざい  ふ
大宰府
だ ざい  ふ

藤原純友の進路

藤原純友の乱
939～941

ふじわらのすみとも

平将門の乱
935～940

たいらのまさかど

保元の乱
1156

ほうげん

とう  ほく

平治の乱
1159

へい  じ

平将門の
勢力範囲
せいりょくはん い

平泉
ひらいずみ

京都

東北地方の争乱
（前九年合戦・

後三年合戦）
1051～62
1083～87

ぜん く ねんかっせん

ご さんねん

→p.68 →p.63、68

→瀬戸内海沿いの
国司を襲い、大宰
府を目指しました。

こく  し

せ と ないかい

おそ

平氏出身の武士団
源氏出身の武士団
その他の武士団

へい し

げん じ

� ���km

↑　武
ぶ

士
し

団
だん

と各地の争
そう

乱
らん

4

？～940

　下
しも
総
うさ
の国（千葉県・茨城県の一部）の武士である平将門は、祖

そ

父
ふ
からもらった土地を伯

お
父
じ
に奪

うば
われてしまい、そこから武力で

の争いが起こりました。伯父に勝利した将門の下
もと
には、関

かん
東
とう
で

中央政
せい
府
ふ
に不満を抱

いだ
く者が集まりました。勢

いきお
いに乗った将門は

常
ひた ち
陸（茨城県）や下

しも
野
つけ
（栃木県）・上

こう
野
ずけ
（群馬県）に攻

せ
め込

こ
み、国

こく
司
し
を追い出しました。そ

こでみずから「新皇（新しい天皇）」を名乗り、新しい国家づくりを始めました。しかし
その後、わずか50日余

あま
りで中央政府側の武士に討

う
たれてしまいました。

平
たいらの

将
ま さ

門
かど

「新
しん

皇
のう

」と名乗った武
ぶ

士
し

↓　中
ちゅう

尊
そん

寺
じ

金
こん

色
じき

堂
どう

（岩手県平
ひら

泉
いずみ

町）5
国
　宝

世界
遺産
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年表
このページで学習する
時期と時代が分かります。

学びを深めるデジタル
コンテンツにつながります。

QRコード
（→巻頭 6）

節の冒
ぼう
頭
とう
にタイムトラ

ベルがある際
さい
は、これ

から学習する時代はど
のような時代なのか、
最初に眺

なが
めてみること

で、時代のイメージを
ふくらませることがで
きます。

コラム
（→巻頭 6）

巻頭 5
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公民

1

2

単元を通した学び 

毎時の学び　

学習の前に
これから学習する単元（章）の導

どう
入
にゅう
です。イラストを読

み取る活動を通して、章全体の学習内容を見通し、章
の問いを確

かく
認
にん
します。

学習を振り返ろう
単元（章）の振

ふ
り返りです。●❶各節の学習内容を整理しながら節の問いをまとめま

す。●❷「学習の前に」を振り返りながら、章の問いに取り組みます。●❸課題探
たん
究
きゅう
学

習のテーマを設
せっ
定
てい
し、章全体の学習を確認します。

学習の前に
22 部部 11章章（p.30 ～ 73）（p.30 ～ 73）

暮暮らしのなかかららしのなかから憲憲法法とのとの関関わりをわりを探探してみようしてみよう

A B C

1

2

3

ア

TRY1
　下のイラストは、「はるの市」にある「さくら野商店街」周辺のまち並

な

みです。イラストを見ながら、私
わたし

たちの暮
く

らし
が憲

けん

法
ぽう

とどのように関わっているか、小学校や地理・歴
れき

史
し

で学習したことを踏
ふ

まえて考えてみましょう。

	 次の場面は、イラストの■ア～■ウのどれに当たるか、（　　　）に記号を入れてみよう。❶
①国民主

しゅ
権
けん
（国民が国の政

せい
治
じ
のあり方を決めること）に関わる場面（→p.38）	 	 	 	 	 	 （　　　)

②平和主
しゅ
義
ぎ
（武

ぶ
力
りょく
行使と戦争を放

ほう
棄
き
し、戦力と交戦権をもたないこと）に関わる場面（→p.40）	 	 	 	 (　　　)

③基
き
本
ほん
的人

じん
権
けん
の尊

そん
重
ちょう
（すべての人が生まれながらにしてもつ権

けん
利
り
を尊重すること）に関わる場面（→p.34、44～ 63）	 	 (　　　)

ここに
QRコード
が入ります

ワークシートなど
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D E F

イ

ウ

TRY2
	 イラストから、あなたが考える困

こま
っている人や課題がある場面を探

さが
し、

その具体的な内
ない
容
よう
を表にまとめてみよう。

　　　　	　でまとめた表を周りの人と持ち寄
よ
って、より多くの課題を

探してみよう。

❶

❷ 対話 ❶

困っている人や
課題がある場面 内容

例）C2 前を歩く人のたばこの煙がかかる

イラストから、私
わたし

たちの暮
く

らしと憲
けん

法
ぽう

の関わりや社
会の課題を見つけることができましたか。
2部1章では、私たちの権

けん

利
り

を保
ほ

障
しょう

する憲法について学習します。下
の「1章の問い」を通して、学びを
深めていきましょう。

民主的な社会をつくるために、私
わたし
たちは

どのように憲
けん
法
ぽう
をとらえ、考えていくべきなのだろうか。

1章の問い

→p.71で
　振り返ろう

31
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学習を
振り返ろう

1 ～ 3節の学習を振
ふ

り返り、下の表を参考に節の問いをまとめよう　

2 部 1章2部 1章（p.30 ～ 73）（p.30 ～ 73）

日本国憲法と私たち日本国憲法と私たち

民主的な社会をつくるために、私
わたし

たちはどのように憲
けん

法
ぽう

をとらえ、考えていくべきなのだろうか。

民主社会では、なぜ法に基
もと

づく政
せい

治
じ

が大切なのだろう
か。

日本国憲法では、なぜ基
き

本
ほん

的人
じん

権
けん

が保
ほ

障
しょう

されている
のだろうか。

日本国憲法では、なぜ国の
統
とう

治
ち

について規
き

定
てい

している
のだろうか。

●①
図
で
知
識
を
整
理
す
る

●憲法と国家・国民の関係（→p.33）

図のア～エに入る語句を選ぼう。
（国民、憲法、国家権力、国家）

●基本的人権の構成（→p.45） ●三
さん

権
けん

の分立（→p.67）

図のコ～シに入る語句を選ぼう。
（立法、行政、司法）

●②
図
で
問
い
を
考
え
る

●③
問
い
を
ま
と
め
る

●②で考えた図を参考に、「国家」を
キーワードにして、節の問いの答え
をまとめよう。

●②で考えた図を参考に、「個
こ

人
じん

の尊
そん

重
ちょう

」「国家権
けん

力
りょく

」をキーワードにして、
節の問いの答えをまとめよう。

●②で考えた図を参考に、「権力分立」
をキーワードにして、節の問いの答
えをまとめよう。

1章の問い

1節の問い
p.32~43

2節の問い
p.44~65

3節の問い
p.66~69

（ア）

（イ）の行使

（ウ）

(エ)で（イ）の
濫用を防ぐ

（オ）

（カ）

（キ） （ケ）（ク）

（コ）
〈国　会〉

国　民

主張
日本国憲法では、基本的人権が
保障されている。

理由①
個人の尊重
が大切であ
る。

理由② 理由③

主張
民主社会では、法に基づく政治が
大切である。

理由①
歴史上、人
の支配で多
くの人が苦
しんだ。

理由② 理由③

理由

事実
治安維持法が
あった。

主張
日本国憲法で、
国の統治を規定
している。

歴
れき

史
し

で学習した時代で
は、どのような政

せい

治
じ

が
行われていたかな。

p.30～31「学習の前に」
のイラストで見つけた
課題や個

こ

人
じん

の尊
そん

重
ちょう

の考
え方を活用してみよう。

この考えは、この後
に学習する政

せい

治
じ

のし
くみにも大きく関係
します。

節の振り返り

図のオ～ケに入る語句を選ぼう。

ここに
QRコード
が入ります

ワークシートなど

知識
思考・判断・表現

（サ）
〈内　閣〉

（シ）
〈裁判所〉

社会権、平等権、個人の尊重、
自由権、参政権など( ）
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いろんな場面がある
けど、今までの学習
とどのように関係し
ているのかな。

自分だけでなく、み
んなにとって暮

く

らし
やすいまちになって
いるか考えるとよさ
そうだ。

困っている人や
課題がある場面 内容 日本国憲法

との関わり

例）C1 前を歩く人のたばこの
煙がかかる

13条

権利が保障されて
いる人や場面 内容 日本国憲法

との関わり

例）E1 義務教育を受けられる 26条

（1） p.30～31 TRY2を振り返り、改めてイラストから困
こま

ってい
る人や課題がある場面を探

さが

して、その具体的な内
ない

容
よう

を表にま
とめてみよう。

（2） イラストから権
けん

利
り

が保
ほ

障
しょう

されている人や場面を探して、その
具体的な内容を表にまとめてみよう。

（3） 章の学習を踏
ふ

まえて、（1）、（2）で見つけた内容が関係する日
本国憲

けん

法
ぽう

の条
じょう

数
すう

を表にまとめてみよう。
（4） 　　　  （3）で作成した表を周りの人と持ち寄

よ

って、意見交
こう

換
かん

をしてみよう。
対話

　　　　　　
（1） 下線部（Ａ）を考えよう。

　　　　　　
（1） 下線部（Ｂ）について、クラゲチャートを用いてアイデア

を出そう。その際、p.43 TRY2も参考にしてみよう。

（2）  　　　 （1）について、周りの人と意見交換をしながら、
下線部（Ｂ）をまとめよう。

ステップ１

個人の尊
そん

重
ちょう

と法の支
し

配
はい

は、憲
けん

法
ぽう

とどのように
関わっているだろうか。

見方・考え方

ステップ２

対話

各節の学習や「学習の前に」を振
ふ

り返り、章の問いをまとめよう　思考・判断・表現章の振り返り

民主的な社会をつくるために、私たちはどのよ
うに憲法をとらえ、考えていくべきなのだろうか。

私は、憲法とは （Ａ） 

であると考える。

民主的な社会をつくるために、私たちは

 （Ｂ） 

していくべきである。

ステップ１

ステップ２

1章の問い

❶ 「学習の前に」を振り返ろう。 p.30-31〈学習の前に〉を振り返る

❷ 節の振り返りや❶を参考にして、章の問いの答えをまとめよう。

民主的な社会を
つくるために

思考ツール 巻頭9

A B C

1

2

3

D E F
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探究学習への準備 課題探
たん

究
きゅう

学習（5部、p.216）に向けて、探究テーマを考えよう 主体的な学び

❶ 章の学習を振
ふ

り返って、気になった学習内
ない

容
よう

や事例を挙げよう。

❷  　　　 ❶で整理したことを周りの人と持ち寄
よ

って、探究したいテーマを表にまとめよう。対話

（1） SDGs の 17 の目標から、章で学習した内容と特に関
連が深いと考える目標を挙げて、下の表で整理しよう。

観点１ S
エスディージーズ

DGs の 17の目標から振り返ろう

SDGs の目標 関連が深い学習内容や事例

例）3 すべての人に健康と福祉を
例）4 質の高い教育をみんなに
例）5 ジェンダー平等を実現しよう

・社会権
・教育を受ける権利
・平等権

地域の問題 関連が深い学習内容や事例

例）市議会における女性議員の
割合が低い

例）ヤングケアラーの増加

・ 平等権、政治分野の男女共同
参画推進法の制定
・ 児童（子ども）の権利に関する
条約
・ 子どもの人権を守る制度や支
援の充実

この章のなかから
選んだテーマ

探究するために
さらに調べたいこと

例）夫婦別氏の是非 ・海外の事例
・裁判所の判決

夫婦別氏の是非
について探究し
たい。

公共の福祉のあ
り方について探
究したい。

今後、憲法で認
められるべき人
権を探究したい。

死刑制度の是非
について探究し
たい。

振
り
返
り

●節の問い：学習を通して考えをまとめることが
　□よくできた　　□できた　　□あまりできなかった
●章の問い：学習を通して考えをまとめることが
　□よくできた　　□できた　　□あまりできなかった
●章の学習を通して特に重要だと思ったこと

●課題探究学習のテーマ案

章
の
重
要
語

□民主主義（p.33）
□立憲主義（p.33）
□基本的人権（p.34）
□法の支配（p.35）
□大日本帝国憲法（p.36）
□日本国憲法（p.37）
□国民主権（p.38）
□平和主義（p.40）
□個人の尊重（p.44）

□法の下に平等（p.45）
□自由権（p.46）
□精神活動の自由（p.46）
□平等権（p.48）
□社会権（p.54）
□公共の福祉（p.62）
□権力分立（p.66）
□憲法保障（p.68）
▶▶QR一問一答で確認しよう

（2） 地方公共団
だん

体
たい

の広
こう

報
ほう

誌
し

やウェブサイトから、章で学習
した内容と特に関連が深い事例を挙げて、下の表で整
理しよう。

観点２ 自分の住む地
ち

域
いき

の視
し

点
てん

で振り返ろう

探
たん

究
きゅう

するテーマについて、先生や家族など周りの
大人にもアドバイスをもらってみましょう。
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単元の見通し

本文ページの見通しと振り返り

単元の振り返り

学びを深める工夫

ほかの人とのやりとりを通じて
思考を広げる問いや学習活動
見方・考え方を働かせる資

し
料
りょう
や

コラム、学習活動
小学校、地理や歴

れき
史
し
の学びと関

連する資料

地図帳を活用する資料

資料を読み取る視
し
点
てん
や学習活動

社会に見られる課題に対する
賛
さん
成
せい
・反対の意見例

人々の「声」

該
がい
当
とう
する日本国憲

けん
法
ぽう
の条

じょう
数
すう

関連する「学習の前に」の場面

活用する思考ツール

小学校、地理や歴史、
他教科で学ぶ事

じ
項
こう

対話

見方・考え方

小 地 歴

地図帳活用

資料活用

声

（第24条）

p.169D3

思考ツール 巻頭9

小学校⃝地理⃝歴史⃝他教科との関連

教科書を活用した学び方 ここに
QRコード
が入ります

章や節といった内
ない
容
よう
のまとまり（単元）について、単元を貫

つらぬ
く問いを通して学びましょう。

章の問いや節の問いを考えるために必要な知
ち
識
しき
を、本文ページや特

とく
設
せつ
ページを通して習

しゅう
得
とく
していきましょう。

●❶ ●❷ ●❸

導入
資料

見開きの学習内
ない
容
よう
に

つながる具体事例を
取り上げています。

本文
資料

学習内容を理
り
解
かい
するう

えで重要な事
じ
項
こう
は太字

で表しています。

見開きの学習課題です。
見開き全体の学習内容
を見通します。学習課題

■1 ■2 ■3

本文から重要事項を書き出
す作業を通して、見開きの学
習内容を確

かく
認
にん
します。

自分の言葉で説明する活動
を通して、見開きの学習内容
を振

ふ
り返ります。

確認しよう

説明しよう

■4

■5

QRコード
（→巻頭 6）

学びを深めるさまざまなデジタル
コンテンツにつながります。

立
りっ

憲
けん

主
しゅ

義
ぎ

とはどのようなしくみで、それを実
じつ

現
げん

していくためには
どのような取り組みが必要なのだろうか。学習課題

5

10

15

　　　　　　　　　　私
わたし

たちの周りには、よりよく生きるためのき
まりがたくさんあります。ほかの国を侵

しん

略
りゃく

しな
い、ほかの人の体を傷

きず

つけたり財
ざい

産
さん

を奪
うば

ったりしない、警
けい

察
さつ

署
しょ

・消
しょう

防
ぼう

署・学校などを支
ささ

えるために公平に税
ぜい

金
きん

を出し合う、貧
まず

しい人や
病気になった人を助けるしくみをつくるなどのきまりがあります。
　たくさんの人が納

なっ

得
とく

してできたきまりなら、多くの人はそれを守
りますが、わがままを通すために、大事なきまりを破

やぶ

ろうとする人
もいます。そこで、人々の自由を制

せい

限
げん

して、きまりを守るよう強
きょう

制
せい

する力が必要になります。人に何かを強制する力を権
けん

力
りょく

といい、国
家が国民に強制する力を、国家権

けん

力
りょく

といいます。
私たちの自由は、何よりも尊

そん

重
ちょう

されなくてはなりません。しかし、
私たちの生活にとって欠かせない大事なきまりを人々に守らせるた
め、国家権力はなくてはならないものです。
　　　　　　　　　　国家権力を、濫

らん

用
よう

せず、よりよく使うには、
どうすればよいでしょうか。

何かを判
はん

断
だん

するとき、一人ひとりの能
のう

力
りょく

は限
かぎ

られていますが、多
くの人が決定に参加すれば、それぞれがもつ多様な情

じょう

報
ほう

や知
ち

識
しき

を生

国家権力とは
p.20

p.156

p.76

1

民主主義の
考え方

民主主義、独裁（歴）

私
わたし

たちを守る国家権
けん

力
りょく

警
けい

察
さつ

は私
わたし

たちの安全な生活や社会の秩
ちつ

序
じょ

を守るために、地
ち

域
いき

のパトロール、防
ぼう

犯
はん

活動、犯
はん

罪
ざい

捜
そう

査
さ

、交通安全活動、災
さい

害
がい

・
テロへの対

たい

策
さく

などを行っています。

　　　　警
けい

察
さつ

はどのような役
やく

割
わり

を果たして
いるのだろうか。
対話

民民主主主主義義とと
立立憲憲主主義義1

← 祭りの交通整理を行う警
けい

察
さつ

官
かん

（東京都台
たい

東
とう

区、
2022年）
1

↑ オンラインによる生徒総
そう

会
かい

学校におけ
る自分たちに関わる問題を話し合い、決定を行
う生徒会は、私

わたし
たちの身近な社会で行われてい

る民主主
しゅ
義
ぎ
ということができます。

2

　あなたの国が、あなたのために何ができる
かを問わないでほしい。あなたが、あなたの
国のために何ができるかを問うてほしい。

↑ ケネディ大
だい

統
とう

領
りょう

による就
しゅう

任
にん

式での演
えん

説
ぜつ

（ア
メリカ、1961 年） 民主主

しゅ
義
ぎ
のあり方に基

もと
づ

き、受け身ではなく積極的に社会に関わること
の大切さを訴

うった
えました。　　　　　　　

3

見方・考え方

小学校●地理●歴史●他教科との関連

ダミー文章ですダミー文章ですダミー文章です
ダミー文章ですダミー文章です

ダミー文章です0第 節 ここに
バーコード
が入ります

0節の問い

民主主義と日本国憲法1第 節

日日本本国国憲憲法法とと私私たちたち1第 章第 部2
民主的な社会をつくるために、私

わたし
たちはどのように憲

けん
法
ぽう
をとらえ、考えていくべきなのだろうか。1章の問い

ここに
QRコード
が入ります

民主社会では、なぜ法に基
もと

づく
政
せい

治
じ

が大切なのだろうか。
1節の問い
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民
主
主
義
と
日
本
国
憲
法

1
節

公民アクティブ 多数決を利用した決め方を考えよう　　　　　　　　見方・考え方

5

10

15

かせます。多数決を上手に使えば、少数の人が間
ま

違
ちが

った決定をしよ
うとしたとき、ほかの多くの人がそれを正せます。また、決定に参
加した人は、たとえ自分の思いどおりの決定にならなかったとして
も、それを受け入れようという気持ちになりやすいでしょう。
　そこで、国家権力を適

てき

切
せつ

に行使するために、すべての国民が決定
に参加すべきだという考え方が生まれました。これが民主主

しゅ

義
ぎ

です。
また、それに基

もと

づく政
せい

治
じ

を、民主政
せい

治
じ

といいます。
　　　　　　　　　　民主政治の下

もと

では国民全員が政治に参加する
ので、国民の多くが苦しむような決定はされに

くくなります。しかし、特定の職
しょく

業
ぎょう

の人にだけ重い税
ぜい

金
きん

を課すなど、
少数派

は

の権
けん

利
り

を侵
しん

害
がい

する決定を防
ふせ

ぐのが困
こん

難
なん

な場合もあります。ま
た、選挙で選ばれた大

だい

統
とう

領
りょう

や議会の多数派が、軍隊や警
けい

察
さつ

を使って
反対派・少数派を弾

だん

圧
あつ

し、独
どく

裁
さい

や戦争を始めることもあります。
　かつて、国家のそうしたあやまちを経

けい

験
けん

したことで、国家の人
じん

権
けん

侵害を禁
きん

止
し

し、独裁や戦争を防ぐためのしくみを盛
も

り込
こ

んだきまり
が必要だと考えられるようになりました。そのきまりを憲

けん

法
ぽう

といい、
国家権力の濫用を防ぐために憲法が必要だという考え方を立

りっ

憲
けん

主
しゅ

義
ぎ

といいます。民主主義と立憲主義は、国家権力を正しく使うために、
とても重要な考え方なのです。

解説 4 p.20、42

2 3 p.42

立憲主義の
考え方

p.43

p.34
国家権

けん
力
りょく
とはどのような力か、本

文から書き出してみよう。

国家権
けん
力
りょく
をよりよく正しく使うた

めに重要な考え方について説明し
てみよう。

確認しよう

説明しよう

解 説 多数決
多数決は多くの人の意見を反

はん
映
えい
できます。し

かし、案のつくり方によっては、過
か
半
はん
数
すう
の意見

が結果に反
はん
映
えい
しないこともあります。話し合い

を全くせずに決議すると、勘
かん
違
ちが
いが正されな

かったり、少数意見の尊
そん
重
ちょう
がされなくなったり

します。また、個
こ
人
じん
の自由に任

まか
せるべきことを

多数決で決めてはなりません。

↑ 多数決の問題点 10 人のうちＡ案に 4
人、Ｂ案に 3人、Ｃ案に 3人が賛

さん
成
せい
しています。

この場合、最も賛成の多い意見を採用すればＡ
案になりますが、Ａ案に賛成しない人の数は賛
成する人より多くなります。

4

A案に賛成（４人）…
さんせい

B 案に賛成（３人）…

C案に賛成（３人）…

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10
A案に賛成しない（６人）

文化祭に向けて、クラスの出し物を何にするか、
クラス全員で話し合ったところ、お化け屋

や

敷
しき

、カ
フェ、演

えん

劇
げき

の 3案に絞
しぼ

られました。そこで、多数
決を行ったところ、結果は右のようになりました。

【出し物の第一候
こう

補
ほ

】
お化け屋

や
敷
しき
…17人

カフェ…10人
演
えん
劇
げき
…8人

生徒Ａの意見
もう話し合いは尽

つ
くしたの

で、1回の多数決の結果で
決めたらよい。

生徒Ｂの意見
お化け屋

や
敷
しき
が最多だった

が、過
か
半
はん
数
すう
ではないから、

お化け屋敷とカフェでもう
一回決選投票をしたらよい。

生徒Ｃの意見
多くの意見を反

はん
映
えい
できるよ

うに、第二候
こう
補
ほ
の意見も聞

いて、第一候補と第二候補
の合計で決めたらよい。

出し物の候
こう
補
ほ
3 案について、第一候補と第一候補でない生徒の人数を右の

表にまとめてみよう。
生徒Ａ～Ｃの意見を参考に、どのような決め方がよいか、効

こう
率
りつ
や民主主

しゅ
義
ぎ
の

考え方を踏
ふ
まえながら考えてみよう。

について、周りの人と意見交
こう
換
かん
をしてみよう。

Q ①

Q ②

Q ③ ②

出し物 第一候
こう
補
ほ

第一候補でない

お化け屋
や
敷
しき

人 人

カフェ 人 人

演
えん
劇
げき

人 人
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■1

■2

■3

■4
■5

コラム
（→巻頭 6）

学びを深めるさまざまな
コラムがあります。

↑p.30〜31 ↑p.70〜72

巻頭 5

1

2

単元を通した学び 

毎時の学び　

学習の前に
これから学習する単元（章）の導

どう
入
にゅう
です。イラストを読

み取る活動を通して、章全体の学習内容を見通し、章
の問いを確

かく
認
にん
します。

学習を振り返ろう
単元（章）の振

ふ
り返りです。●❶各節の学習内容を整理しながら節の問いをまとめま

す。●❷「学習の前に」を振り返りながら、章の問いに取り組みます。●❸課題探
たん
究
きゅう
学

習のテーマを設
せっ
定
てい
し、章全体の学習を確認します。

学習の前に
22 部部 11章章（p.30 ～ 73）（p.30 ～ 73）

暮暮らしのなかかららしのなかから憲憲法法とのとの関関わりをわりを探探してみようしてみよう

A B C

1

2

3

ア

TRY1
　下のイラストは、「はるの市」にある「さくら野商店街」周辺のまち並

な

みです。イラストを見ながら、私
わたし

たちの暮
く

らし
が憲

けん

法
ぽう

とどのように関わっているか、小学校や地理・歴
れき

史
し

で学習したことを踏
ふ

まえて考えてみましょう。

	 次の場面は、イラストの■ア～■ウのどれに当たるか、（　　　）に記号を入れてみよう。❶
①国民主

しゅ
権
けん
（国民が国の政

せい
治
じ
のあり方を決めること）に関わる場面（→p.38）	 	 	 	 	 	 （　　　)

②平和主
しゅ
義
ぎ
（武

ぶ
力
りょく
行使と戦争を放

ほう
棄
き
し、戦力と交戦権をもたないこと）に関わる場面（→p.40）	 	 	 	 (　　　)

③基
き
本
ほん
的人
じん
権
けん
の尊
そん
重
ちょう
（すべての人が生まれながらにしてもつ権

けん
利
り
を尊重すること）に関わる場面（→p.34、44～ 63）	 	 (　　　)

ここに
QRコード
が入ります

ワークシートなど

30
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D E F

イ

ウ

TRY2
	 イラストから、あなたが考える困

こま
っている人や課題がある場面を探

さが
し、

その具体的な内
ない
容
よう
を表にまとめてみよう。

　　　　	　でまとめた表を周りの人と持ち寄
よ
って、より多くの課題を

探してみよう。

❶

❷ 対話 ❶

困っている人や
課題がある場面 内容

例）C2 前を歩く人のたばこの煙がかかる

イラストから、私
わたし

たちの暮
く

らしと憲
けん

法
ぽう

の関わりや社
会の課題を見つけることができましたか。
2部1章では、私たちの権

けん

利
り

を保
ほ

障
しょう

する憲法について学習します。下
の「1章の問い」を通して、学びを
深めていきましょう。

民主的な社会をつくるために、私
わたし
たちは

どのように憲
けん
法
ぽう
をとらえ、考えていくべきなのだろうか。

1章の問い

→p.71で
　振り返ろう

31
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学習を
振り返ろう

1 ～ 3節の学習を振
ふ

り返り、下の表を参考に節の問いをまとめよう　

2 部 1章2部 1章（p.30 ～ 73）（p.30 ～ 73）

日本国憲法と私たち日本国憲法と私たち

民主的な社会をつくるために、私
わたし

たちはどのように憲
けん

法
ぽう

をとらえ、考えていくべきなのだろうか。

民主社会では、なぜ法に基
もと

づく政
せい

治
じ

が大切なのだろう
か。

日本国憲法では、なぜ基
き

本
ほん

的人
じん

権
けん

が保
ほ

障
しょう

されている
のだろうか。

日本国憲法では、なぜ国の
統
とう

治
ち

について規
き

定
てい

している
のだろうか。

●①
図
で
知
識
を
整
理
す
る

●憲法と国家・国民の関係（→p.33）

図のア～エに入る語句を選ぼう。
（国民、憲法、国家権力、国家）

●基本的人権の構成（→p.45） ●三
さん

権
けん

の分立（→p.67）

図のコ～シに入る語句を選ぼう。
（立法、行政、司法）

●②
図
で
問
い
を
考
え
る

●③
問
い
を
ま
と
め
る

●②で考えた図を参考に、「国家」を
キーワードにして、節の問いの答え
をまとめよう。

●②で考えた図を参考に、「個
こ

人
じん

の尊
そん

重
ちょう

」「国家権
けん

力
りょく

」をキーワードにして、
節の問いの答えをまとめよう。

●②で考えた図を参考に、「権力分立」
をキーワードにして、節の問いの答
えをまとめよう。

1章の問い

1節の問い
p.32~43

2節の問い
p.44~65

3節の問い
p.66~69

（ア）

（イ）の行使

（ウ）

(エ)で（イ）の
濫用を防ぐ

（オ）

（カ）

（キ） （ケ）（ク）

（コ）
〈国　会〉

国　民

主張
日本国憲法では、基本的人権が
保障されている。

理由①
個人の尊重
が大切であ
る。

理由② 理由③

主張
民主社会では、法に基づく政治が
大切である。

理由①
歴史上、人
の支配で多
くの人が苦
しんだ。

理由② 理由③

理由

事実
治安維持法が
あった。

主張
日本国憲法で、
国の統治を規定
している。

歴
れき

史
し

で学習した時代で
は、どのような政

せい

治
じ

が
行われていたかな。

p.30～31「学習の前に」
のイラストで見つけた
課題や個

こ

人
じん

の尊
そん

重
ちょう

の考
え方を活用してみよう。

この考えは、この後
に学習する政

せい

治
じ

のし
くみにも大きく関係
します。

節の振り返り

図のオ～ケに入る語句を選ぼう。

ここに
QRコード
が入ります

ワークシートなど

知識
思考・判断・表現

（サ）
〈内　閣〉

（シ）
〈裁判所〉

社会権、平等権、個人の尊重、
自由権、参政権など( ）
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いろんな場面がある
けど、今までの学習
とどのように関係し
ているのかな。

自分だけでなく、み
んなにとって暮

く

らし
やすいまちになって
いるか考えるとよさ
そうだ。

困っている人や
課題がある場面 内容 日本国憲法

との関わり

例）C1 前を歩く人のたばこの
煙がかかる

13条

権利が保障されて
いる人や場面 内容 日本国憲法

との関わり

例）E1 義務教育を受けられる 26条

（1） p.30～31 TRY2を振り返り、改めてイラストから困
こま

ってい
る人や課題がある場面を探

さが

して、その具体的な内
ない

容
よう

を表にま
とめてみよう。

（2） イラストから権
けん

利
り

が保
ほ

障
しょう

されている人や場面を探して、その
具体的な内容を表にまとめてみよう。

（3） 章の学習を踏
ふ

まえて、（1）、（2）で見つけた内容が関係する日
本国憲

けん

法
ぽう

の条
じょう

数
すう

を表にまとめてみよう。
（4） 　　　  （3）で作成した表を周りの人と持ち寄

よ

って、意見交
こう

換
かん

をしてみよう。
対話

　　　　　　
（1） 下線部（Ａ）を考えよう。

　　　　　　
（1） 下線部（Ｂ）について、クラゲチャートを用いてアイデア

を出そう。その際、p.43 TRY2も参考にしてみよう。

（2）  　　　 （1）について、周りの人と意見交換をしながら、
下線部（Ｂ）をまとめよう。

ステップ１

個人の尊
そん

重
ちょう

と法の支
し

配
はい

は、憲
けん

法
ぽう

とどのように
関わっているだろうか。

見方・考え方

ステップ２

対話

各節の学習や「学習の前に」を振
ふ

り返り、章の問いをまとめよう　思考・判断・表現章の振り返り

民主的な社会をつくるために、私たちはどのよ
うに憲法をとらえ、考えていくべきなのだろうか。

私は、憲法とは （Ａ） 

であると考える。

民主的な社会をつくるために、私たちは

 （Ｂ） 

していくべきである。

ステップ１

ステップ２

1章の問い

❶ 「学習の前に」を振り返ろう。 p.30-31〈学習の前に〉を振り返る

❷ 節の振り返りや❶を参考にして、章の問いの答えをまとめよう。

民主的な社会を
つくるために

思考ツール 巻頭9

A B C

1

2

3

D E F
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探究学習への準備 課題探
たん

究
きゅう

学習（5部、p.216）に向けて、探究テーマを考えよう 主体的な学び

❶ 章の学習を振
ふ

り返って、気になった学習内
ない

容
よう

や事例を挙げよう。

❷  　　　 ❶で整理したことを周りの人と持ち寄
よ

って、探究したいテーマを表にまとめよう。対話

（1） SDGs の 17 の目標から、章で学習した内容と特に関
連が深いと考える目標を挙げて、下の表で整理しよう。

観点１ S
エスディージーズ

DGs の 17の目標から振り返ろう

SDGs の目標 関連が深い学習内容や事例

例）3 すべての人に健康と福祉を
例）4 質の高い教育をみんなに
例）5 ジェンダー平等を実現しよう

・社会権
・教育を受ける権利
・平等権

地域の問題 関連が深い学習内容や事例

例）市議会における女性議員の
割合が低い

例）ヤングケアラーの増加

・ 平等権、政治分野の男女共同
参画推進法の制定
・ 児童（子ども）の権利に関する
条約
・ 子どもの人権を守る制度や支
援の充実

この章のなかから
選んだテーマ

探究するために
さらに調べたいこと

例）夫婦別氏の是非 ・海外の事例
・裁判所の判決

夫婦別氏の是非
について探究し
たい。

公共の福祉のあ
り方について探
究したい。

今後、憲法で認
められるべき人
権を探究したい。

死刑制度の是非
について探究し
たい。

振
り
返
り

●節の問い：学習を通して考えをまとめることが
　□よくできた　　□できた　　□あまりできなかった
●章の問い：学習を通して考えをまとめることが
　□よくできた　　□できた　　□あまりできなかった
●章の学習を通して特に重要だと思ったこと

●課題探究学習のテーマ案

章
の
重
要
語

□民主主義（p.33）
□立憲主義（p.33）
□基本的人権（p.34）
□法の支配（p.35）
□大日本帝国憲法（p.36）
□日本国憲法（p.37）
□国民主権（p.38）
□平和主義（p.40）
□個人の尊重（p.44）

□法の下に平等（p.45）
□自由権（p.46）
□精神活動の自由（p.46）
□平等権（p.48）
□社会権（p.54）
□公共の福祉（p.62）
□権力分立（p.66）
□憲法保障（p.68）
▶▶QR一問一答で確認しよう

（2） 地方公共団
だん

体
たい

の広
こう

報
ほう

誌
し

やウェブサイトから、章で学習
した内容と特に関連が深い事例を挙げて、下の表で整
理しよう。

観点２ 自分の住む地
ち

域
いき

の視
し

点
てん

で振り返ろう

探
たん

究
きゅう

するテーマについて、先生や家族など周りの
大人にもアドバイスをもらってみましょう。
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単元の見通し

本文ページの見通しと振り返り

単元の振り返り

学びを深める工夫

ほかの人とのやりとりを通じて
思考を広げる問いや学習活動
見方・考え方を働かせる資

し
料
りょう
や

コラム、学習活動
小学校、地理や歴

れき
史
し
の学びと関

連する資料

地図帳を活用する資料

資料を読み取る視
し
点
てん
や学習活動

社会に見られる課題に対する
賛
さん
成
せい
・反対の意見例

人々の「声」

該
がい
当
とう
する日本国憲

けん
法
ぽう
の条

じょう
数
すう

関連する「学習の前に」の場面

活用する思考ツール

小学校、地理や歴史、
他教科で学ぶ事

じ
項
こう

対話

見方・考え方

小 地 歴

地図帳活用

資料活用

声

（第24条）

p.169D3

思考ツール 巻頭9

小学校⃝地理⃝歴史⃝他教科との関連

教科書を活用した学び方 ここに
QRコード
が入ります

章や節といった内
ない
容
よう
のまとまり（単元）について、単元を貫

つらぬ
く問いを通して学びましょう。

章の問いや節の問いを考えるために必要な知
ち
識
しき
を、本文ページや特

とく
設
せつ
ページを通して習

しゅう
得
とく
していきましょう。

●❶ ●❷ ●❸

導入
資料

見開きの学習内
ない
容
よう
に

つながる具体事例を
取り上げています。

本文
資料

学習内容を理
り
解
かい
するう

えで重要な事
じ
項
こう
は太字

で表しています。

見開きの学習課題です。
見開き全体の学習内容
を見通します。学習課題

■1 ■2 ■3

本文から重要事項を書き出
す作業を通して、見開きの学
習内容を確

かく
認
にん
します。

自分の言葉で説明する活動
を通して、見開きの学習内容
を振

ふ
り返ります。

確認しよう

説明しよう

■4

■5

QRコード
（→巻頭 6）

学びを深めるさまざまなデジタル
コンテンツにつながります。

立
りっ

憲
けん

主
しゅ

義
ぎ

とはどのようなしくみで、それを実
じつ

現
げん

していくためには
どのような取り組みが必要なのだろうか。学習課題

5

10

15

　　　　　　　　　　私
わたし

たちの周りには、よりよく生きるためのき
まりがたくさんあります。ほかの国を侵

しん

略
りゃく

しな
い、ほかの人の体を傷

きず

つけたり財
ざい

産
さん

を奪
うば

ったりしない、警
けい

察
さつ

署
しょ

・消
しょう

防
ぼう

署・学校などを支
ささ

えるために公平に税
ぜい

金
きん

を出し合う、貧
まず

しい人や
病気になった人を助けるしくみをつくるなどのきまりがあります。
　たくさんの人が納

なっ

得
とく

してできたきまりなら、多くの人はそれを守
りますが、わがままを通すために、大事なきまりを破

やぶ

ろうとする人
もいます。そこで、人々の自由を制

せい

限
げん

して、きまりを守るよう強
きょう

制
せい

する力が必要になります。人に何かを強制する力を権
けん

力
りょく

といい、国
家が国民に強制する力を、国家権

けん

力
りょく

といいます。
私たちの自由は、何よりも尊

そん

重
ちょう

されなくてはなりません。しかし、
私たちの生活にとって欠かせない大事なきまりを人々に守らせるた
め、国家権力はなくてはならないものです。
　　　　　　　　　　国家権力を、濫

らん

用
よう

せず、よりよく使うには、
どうすればよいでしょうか。

何かを判
はん

断
だん

するとき、一人ひとりの能
のう

力
りょく

は限
かぎ

られていますが、多
くの人が決定に参加すれば、それぞれがもつ多様な情

じょう

報
ほう

や知
ち

識
しき

を生

国家権力とは
p.20

p.156

p.76

1

民主主義の
考え方

民主主義、独裁（歴）

私
わたし

たちを守る国家権
けん

力
りょく

警
けい

察
さつ

は私
わたし

たちの安全な生活や社会の秩
ちつ

序
じょ

を守るために、地
ち

域
いき

のパトロール、防
ぼう

犯
はん

活動、犯
はん

罪
ざい

捜
そう

査
さ

、交通安全活動、災
さい

害
がい

・
テロへの対

たい

策
さく

などを行っています。

　　　　警
けい

察
さつ

はどのような役
やく

割
わり

を果たして
いるのだろうか。
対話

民民主主主主義義とと
立立憲憲主主義義1

← 祭りの交通整理を行う警
けい

察
さつ

官
かん

（東京都台
たい

東
とう

区、
2022年）
1

↑ オンラインによる生徒総
そう

会
かい

学校におけ
る自分たちに関わる問題を話し合い、決定を行
う生徒会は、私

わたし
たちの身近な社会で行われてい

る民主主
しゅ
義
ぎ
ということができます。

2

　あなたの国が、あなたのために何ができる
かを問わないでほしい。あなたが、あなたの
国のために何ができるかを問うてほしい。

↑ ケネディ大
だい

統
とう

領
りょう

による就
しゅう

任
にん

式での演
えん

説
ぜつ

（ア
メリカ、1961 年） 民主主

しゅ
義
ぎ
のあり方に基

もと
づ

き、受け身ではなく積極的に社会に関わること
の大切さを訴

うった
えました。　　　　　　　

3

見方・考え方

小学校●地理●歴史●他教科との関連

ダミー文章ですダミー文章ですダミー文章です
ダミー文章ですダミー文章です

ダミー文章です0第 節 ここに
バーコード
が入ります

0節の問い

民主主義と日本国憲法1第 節

日日本本国国憲憲法法とと私私たちたち1第 章第 部2
民主的な社会をつくるために、私

わたし
たちはどのように憲

けん
法
ぽう
をとらえ、考えていくべきなのだろうか。1章の問い

ここに
QRコード
が入ります

民主社会では、なぜ法に基
もと

づく
政
せい

治
じ

が大切なのだろうか。
1節の問い
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民
主
主
義
と
日
本
国
憲
法

1
節

公民アクティブ 多数決を利用した決め方を考えよう　　　　　　　　見方・考え方

5

10

15

かせます。多数決を上手に使えば、少数の人が間
ま

違
ちが

った決定をしよ
うとしたとき、ほかの多くの人がそれを正せます。また、決定に参
加した人は、たとえ自分の思いどおりの決定にならなかったとして
も、それを受け入れようという気持ちになりやすいでしょう。
　そこで、国家権力を適

てき

切
せつ

に行使するために、すべての国民が決定
に参加すべきだという考え方が生まれました。これが民主主

しゅ

義
ぎ

です。
また、それに基

もと

づく政
せい

治
じ

を、民主政
せい

治
じ

といいます。
　　　　　　　　　　民主政治の下

もと

では国民全員が政治に参加する
ので、国民の多くが苦しむような決定はされに

くくなります。しかし、特定の職
しょく

業
ぎょう

の人にだけ重い税
ぜい

金
きん

を課すなど、
少数派

は

の権
けん

利
り

を侵
しん

害
がい

する決定を防
ふせ

ぐのが困
こん

難
なん

な場合もあります。ま
た、選挙で選ばれた大

だい

統
とう

領
りょう

や議会の多数派が、軍隊や警
けい

察
さつ

を使って
反対派・少数派を弾

だん

圧
あつ

し、独
どく

裁
さい

や戦争を始めることもあります。
　かつて、国家のそうしたあやまちを経

けい

験
けん

したことで、国家の人
じん

権
けん

侵害を禁
きん

止
し

し、独裁や戦争を防ぐためのしくみを盛
も

り込
こ

んだきまり
が必要だと考えられるようになりました。そのきまりを憲

けん

法
ぽう

といい、
国家権力の濫用を防ぐために憲法が必要だという考え方を立

りっ

憲
けん

主
しゅ

義
ぎ

といいます。民主主義と立憲主義は、国家権力を正しく使うために、
とても重要な考え方なのです。

解説 4 p.20、42

2 3 p.42

立憲主義の
考え方

p.43

p.34
国家権

けん
力
りょく
とはどのような力か、本

文から書き出してみよう。

国家権
けん
力
りょく
をよりよく正しく使うた

めに重要な考え方について説明し
てみよう。

確認しよう

説明しよう

解 説 多数決
多数決は多くの人の意見を反

はん
映
えい
できます。し

かし、案のつくり方によっては、過
か
半
はん
数
すう
の意見

が結果に反
はん
映
えい
しないこともあります。話し合い

を全くせずに決議すると、勘
かん
違
ちが
いが正されな

かったり、少数意見の尊
そん
重
ちょう
がされなくなったり

します。また、個
こ
人
じん
の自由に任

まか
せるべきことを

多数決で決めてはなりません。

↑ 多数決の問題点 10 人のうちＡ案に 4
人、Ｂ案に 3人、Ｃ案に 3人が賛

さん
成
せい
しています。

この場合、最も賛成の多い意見を採用すればＡ
案になりますが、Ａ案に賛成しない人の数は賛
成する人より多くなります。

4

A案に賛成（４人）…
さんせい

B 案に賛成（３人）…

C案に賛成（３人）…

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10
A案に賛成しない（６人）

文化祭に向けて、クラスの出し物を何にするか、
クラス全員で話し合ったところ、お化け屋

や

敷
しき

、カ
フェ、演

えん

劇
げき

の 3案に絞
しぼ

られました。そこで、多数
決を行ったところ、結果は右のようになりました。

【出し物の第一候
こう

補
ほ

】
お化け屋

や
敷
しき
…17人

カフェ…10人
演
えん
劇
げき
…8人

生徒Ａの意見
もう話し合いは尽

つ
くしたの

で、1回の多数決の結果で
決めたらよい。

生徒Ｂの意見
お化け屋

や
敷
しき
が最多だった

が、過
か
半
はん
数
すう
ではないから、

お化け屋敷とカフェでもう
一回決選投票をしたらよい。

生徒Ｃの意見
多くの意見を反

はん
映
えい
できるよ

うに、第二候
こう
補
ほ
の意見も聞

いて、第一候補と第二候補
の合計で決めたらよい。

出し物の候
こう
補
ほ
3 案について、第一候補と第一候補でない生徒の人数を右の

表にまとめてみよう。
生徒Ａ～Ｃの意見を参考に、どのような決め方がよいか、効

こう
率
りつ
や民主主

しゅ
義
ぎ
の

考え方を踏
ふ
まえながら考えてみよう。

について、周りの人と意見交
こう
換
かん
をしてみよう。

Q ①

Q ②

Q ③ ②

出し物 第一候
こう
補
ほ

第一候補でない

お化け屋
や
敷
しき

人 人

カフェ 人 人

演
えん
劇
げき

人 人
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■1

■2

■3

■4
■5

コラム
（→巻頭 6）

学びを深めるさまざまな
コラムがあります。

↑p.30〜31 ↑p.70〜72

巻頭 5

共
通
の
特
色

３
分
野
の
連
携
を
図
っ
た
10
の
ポ
イ
ン
ト

5453



未来に向けて　未来に向けて　

NEXT2030へのヒントNEXT2030へのヒント

環境・
エネルギー

環境保全への取り組み

私たちの生活は多くのモノやエネルギーを消
しょう

費
ひ

して成り立っています。モノやエネルギーを安定
的に確

かく

保
ほ

することは、豊かな社会を維
い

持
じ

していくためには不
ふ

可
か

欠
けつ

です。しかし、人々の経
けい

済
ざい

活動の
拡
かく

大
だい

によって、地球温
おん

暖
だん

化などの地球環
かん

境
きょう

問題が広がってきており、大量消費を前
ぜん

提
てい

とした社会は
持続可

か

能
のう

とはいえなくなっています。これからは、地
ち

域
いき

社会や地球環境へ与える影
えい

響
きょう

も考
こう

慮
りょ

しなが
ら、モノやエネルギーをどのようにつくり、使い、処

しょ

分
ぶん

するかを考えていく必要があります。私た
ち消費者もひと事ではなく、ふだんの生活や消費活動を見直していくことが大切です。

2030 年の SDGs 達成とその先を目指して

神奈川県相
さ が み

模原
はら

市は、2021 年度の 1年間に一
いっ

般
ぱん

ごみとして捨
す

てられた電子機器などから、金・銀それぞれ約 15kg を回
かい

収
しゅう

するこ
とに成功しました。市内の南清

せい

掃
そう

工場の焼
しょう

却
きゃく

炉
ろ

では、高温に熱され
た砂を用いて、ごみを蒸

む

し焼きにしています。ごみの多くはガスと
なって焼

しょう

失
しつ

しますが、電子機器の基
き

板
ばん

などに含
ふく

まれる貴
き

金
きん

属
ぞく

は燃
も

え
残り、焼却炉の底にたまっていきます。相模原市は 3年前から焼
却炉メーカーと共同で、この焼却炉の砂のなかから金・銀を回収す
る技

ぎ

術
じゅつ

を研究してきました。その結果、21年度に回収した金・銀
は約 1億 3000万円分となり、回収費

ひ

用
よう

の約 1億円を差し引いて、
約 3700 万円の収

しゅう

益
えき

を上げました。収益は清掃工場の補
ほ

修
しゅう

費や環
かん

境
きょう

啓
けい

発
はつ

活動などにあてられています。

❶ ごみの焼却炉から金・銀を回収（神奈川県相模原市）

↑ 焼
しょう

却
きゃく

炉
ろ

から回
かい

収
しゅう

された砂や金のレプリカ（2022年）1

三重県四
よっ

日
か

市
いち

市で創
そう

業
ぎょう

した A社は、全国に約 2万店
てん

舗
ぽ

を展
てん

開
かい

し、
日本全体の電力の約 1%を消

しょう

費
ひ

する日本最大級の電力消費企
き

業
ぎょう

で
す。A社は 2018 年に脱

だつ

炭
たん

素
そ

に向けた計画を定め、店舗で排
はい

出
しゅつ

す
る二

に

酸
さん

化
か

炭
たん

素
そ

などを 50年までに総量でゼロにするという目標を掲
かか

げました。また、中間目標として 30 年までに店舗の使用電力の
50%を再

さい

生
せい

可
か

能
のう

エネルギー（→p.198）に切り替
か

えるとしています。
　A社は二酸化炭素排出量の約 9割

わり

が電力によるものなので、省
エネルギー設

せつ

備
び

を導
どう

入
にゅう

して使う電力を減
へ

らしたり、太陽光パネルを
設
せっ

置
ち

して再生可能エネルギーへ転
てん

換
かん

したりすることで、目標の達成
を目指しています。また、電力会社と連

れん

携
けい

して個人の家庭で発電さ
れた電気を買いとり、買い物に使えるポイントで還

かん

元
げん

するしくみも
導入しています。20年には使用電力のすべてを再生可能エネルギー
で賄

まかな

う店舗も誕生しました。

❷ 日本最大級の電力消費企業の脱炭素への挑戦（三重県四日市市）

↑ 壁
へき

面
めん

に太陽光パネルが設
せっ

置
ち

されたA社のショッピング
センターの立体駐

ちゅう

車
しゃ

場（神奈川県座
ざ

間
ま

市、2020年）
2
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自然災害から社会を守る
社会資本の整備

❶ 自然災害から社会を守るために
日本では近年、地

じ

震
しん

や大
おお

型
がた

台風、記録的な豪
ごう

雨
う

など大規
き

模
ぼ

な自然災
さい

害
がい

が相
あい

次いでいます。大規模な自然災害が発生
すれば、人的被

ひ

害
がい

に加えて道路や建物、電気などのライフ
ラインの被害も発生し、経

けい

済
ざい

活動に影
えい

響
きょう

が及
およ

びます。工場
が倒

とう

壊
かい

したり、道路が寸
すん

断
だん

されて部品の調達が困
こん

難
なん

になっ
たりすれば、生産活動の低下が全国へ広がり長期化するこ
とも考えられます。防

ぼう

災
さい

設
せつ

備
び

を整え、自然災害に強い社会
をつくることは政

せい

府
ふ

や地
ち

方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

の大切な役
やく

割
わり

です。

　ひとたび大規
き

模
ぼ

な自然災
さい

害
がい

によって人々の生活基
き

盤
ばん

が破
は

壊
かい

されれば、水・食料や健康の問題、経
けい

済
ざい

への影
えい

響
きょう

など、多くの問題が生じます。そのため、自然災害への対
たい

策
さく

はすべての S
エスディージーズ

DGs の目標
に関わるテーマだといえます。自然災害をなくすことはできませんが、その被

ひ

害
がい

を抑
おさ

えるのに必要
な社会資

し

本
ほん

や体
たい

制
せい

を整えておくことはできます。また、これまで多くの自然災害に見
み

舞
ま

われてきた
日本の政府や企

き

業
ぎょう

、地
ち

域
いき

社会には、自然災害に対
たい

応
おう

するための知
ち

識
しき

や経験が蓄
ちく

積
せき

されています。そ
れらを世界に広めていくことも、SDGs の達成に向けて日本が貢

こう

献
けん

できることの一つです。

2030 年の SDGs 達成とその先を目指して

防 災

↑ 災
さい

害
がい

による施
し

設
せつ

などの被
ひ

害
がい

額
がく

の推
すい

移
い

1

0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75

0
1
2
3
4
5
6
7

〔防災白書〕

施
設
等
被
害
額

国
内
総
生
産
に
対
す
る
比
率

1981 200090 20 年10

7

6

5

4

3

2

1

0

兆円 ％
1.75

1.5

1.25

1.0

0.75

0.5

0

0.25

国内総生産に
対する比率

施設等被害額
し せつ ひ がいがく

ひ  りつ

そう

❷ 過去に学び未来へ生かす水害対策（岡山県岡山市）

岡山県岡山市では、2018 年に 48 時間の雨量が
306mmを記録する豪

ごう

雨
う

が発生しました。岡山市の位置
する岡山平野は標高が低く、海や河

か

川
せん

の水位よりも低いと
ころにも市街地が広がっています。そのため、堤

てい

防
ぼう

の決
けっ

壊
かい

などによって浸
しん

水
すい

した場合には、排
はい

水
すい

が難
むずか

しく復
ふっ

旧
きゅう

にも時
間がかかります。18年の豪雨でも、床

ゆか

上
うえ

浸
しん

水
すい

と床
ゆか

下
した

浸水
を合わせて 7000 棟

とう

を超
こ

える家
か

屋
おく

の被
ひ

害
がい

が発生し、水害
被害額

がく

は約 719 億円に上りました。一方で、以前の台風

において浸水被害の多かった地
ち

域
いき

では、地上に降った雨を
くみ上げて河川へと送るポンプ場の整

せい

備
び

など、事前に水害
対
たい

策
さく

を行っていたため、大
おお

幅
はば

に被害を減
へ

らすことに成功し
ています。この経

けい

験
けん

を生かし、岡山市は下水道施
し

設
せつ

などの
一層の強化を進めています。
今後も、全国的に記録的な豪雨が発生し、水害が頻

ひん

発
ぱつ

す
ることが考えられます。そのため、豪雨や水害への備

そな

えは
ますます重要となっています。

↑ 豪
ごう

雨
う

で川が決
けっ

壊
かい

して冠
かん

水
すい

した道路（2018年）2 ↑ 雨水をためて水害を防
ふせ

ぐ地下水路の建
けん

設
せつ

（2020年）3
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地図帳
地図帳は各分野で幅広く活用できる社会科共通の教科
書です。
地図帳p.11-12では脱炭素社会の実現に向けた取り組
みに関するさまざまな資料を掲載しています。各分野
の学習で活用することで、より学びを深めることがで
きます。

❷学習がより深まる他分野および地図帳との連携 〜「未来に向けて」を活用して〜
社会科３分野共通の特色

「未来に向けて」は、未来の社会をつくる取り組みを紹介するコラム・特設です。地理・歴史・
公民共通で設置しており、分野をまたいで学習を深めたり、多面的・多角的な見方を養えたり
します。このページでは「環境保全」をテーマに、中学校社会科でどのように学びを展開して
いけるか一例を示しています。

⬆地理的分野 p.75

⬆歴史的分野 p.155

⬅公民的分野 p.178

⬆地図帳 p.11-12

自分たちにできる取り組みについて、地理や歴史
の学びをヒントに考えることができます。

地理的分野　
現状を学ぶ・地域の事例を学ぶ
地理的分野の学習では、環境保全のために世界・
日本で行われている取り組みを紹介しています。

「脱炭素社会に向かうヨーロッパ」では、環境負
荷の小さい移動手段として、夜行列車の利用が
見直されていることを紹介しています。

歴史的分野　
過去の取り組みを学ぶ
歴史的分野の学習では、環境保全のために過
去に行われていた取り組みを紹介しています。

「江戸のごみを利用した農業」では、ごみを発
酵させるときに発生する熱で野菜の促成栽培
が行われていたことを紹介しています。

公民的分野　
未来の社会をつくる行動を考える
公民的分野の学習では、環境保全のために行
われている取り組みと、今後の展望を「NEXT 
2030へのヒント」で取り上げています。

「環境保全への取り組み」では、自治体と企業
の取り組みを紹介しつつ、消費者も普段の生
活や消費活動を見直すことが大切だと結んで
います。環境保全を「自分ごと」として捉え、
自分たちにできる取り組みを考えさせること
ができます。

地図で考える持続可能な社会（３） 脱
だ つ

炭
た ん

素
そ

社会＊への取り組みが世界で行われ
るようになっているのはなぜだろうか。

世界の経済状況2

＊�地球温暖化の原因となる
二酸化炭素などの排出量
が実質ゼロになった社会
のことをいいます。

ア 石炭を燃料とする火力発電所（中国） ―2018年―
石炭火力発電は、他の方法より多くの二酸化炭素を排出します。温室
効果ガスの一つである二酸化炭素の排出削

さく
減
げん
は、地球的な課題です。

2050年以降に二酸化炭素排出量の実質ゼロを
達成する、温室効果ガス排出が少ない場合

2100年までに二酸化炭素排出量が現在の
約2倍になる、温室効果ガス排出が多い場合

※グラフの陰影は不確実性の幅を示す。
　　　　　　　　　　いんえい　　　　　　　　　　　　はば

年

℃
5

4

3

2

1

0

‒1
1950 2000 2015 2050 2100

〔IPCC資料〕

イ 1850～1900年を基準とした世界の平均気温の変化
温室効果ガス排出を削減しなければ、地球温暖化はさらに進むと考え
られています。脱炭素社会の実現が今求められています。

カ 高所得国の一つ アメリカ合衆国（ニューヨーク） ―2022年―
国民総所得の比較的高い国は、二酸化炭素排出量も多い傾

けい
向
こう
がありま

す。脱炭素社会の実現にはこれらの国の果たす役割が重要です。

キ 脱炭素に向けたさまざまな国の意見の例
脱炭素への考え方は、国の経済状況などによりさまざまです。
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ウ 世界の二酸化炭素排
出量に占

し
める各国の割合

―2020年―

アメリカ
合衆国
    24.7％ブラジル

1.7
ロシア
1.8

韓国 1.9
カナダ 2.0
イタリア 2.2
フランス  3.1
イギリス 3.2 インド  3.2
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4.5 5.7

その他
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94兆5849億
ドル

〔世界銀行資料〕

ク 世界の国民総所得
に占

し
める各国の割合

―2021年―

公

リンク p.9〜10p.9〜10  

リンク p.177〜179p.177〜179  

今まで経済発展し
てきた国が、脱炭
素のために積極的
に取り組むべき。

資金や技術が乏
とぼ
し

いので、脱炭素実
現のためには支

し
援
えん

が欲しい。

経済発展した国だ
けに温室効果ガス
排
はい
出
しゅつ
削
さく
減
げん
を求める

のは不公平だ。

脱炭素のために、
二酸化炭素を排出
しない発電を増や
すとよいのでは。

世界の二酸化炭素排
はい

出
しゅつ

量
りょう1

11

世界で排
はい

出
しゅつ

されている二酸化炭素B

脱
だつ

炭
たん

素
そ

社会の実現に向けてC

＊�地球温暖化の原因となる
二酸化炭素などの排出量
が実質ゼロになった社会
のことをいいます。

ケ 気候変動枠
わく

組
ぐみ

条約締
てい

約
やく

国会議（エジプト） ―2022年―
パリ協定（2015年）以降、経済発展した国だけでなく、それ以外の国も二酸化
炭素の削

さく
減
げん
が求められるようになり、世界全体で削減に取り組んでいます。

エ 洋上風力発電所（ベルギー） ―2019年―
石炭や石油などの化石燃料に頼

たよ
らない、再生可能エネルギーへの移行が

進んでいます。洋上を利用した風力発電も普
ふ
及
きゅう
してきています。

コ 日本の支
し

援
えん

による水上太陽光発電設備（ラオス） ―2019年―
地球温暖化は世界全体に影

えい
響
きょう
が及ぶため、どの国も対策が求められます。

発展途
と
上
じょう
国は、他国から技術や資金の支

し
援
えん
を得て脱炭素を進めています。

オ 電気自動車と充
じゅう

電
でん

設備（ドイツ） ―2022年― 
世界では中国やヨーロッパを中心に、二酸化炭素を排出しない
電気自動車が普

ふ
及
きゅう
してきています。

リンク p.56p.56  ●●⑥⑥
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オ

ア

エ

10t以上
5～10
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1～5
1t未満

資料なし

〔IEA資料〕
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韓国

イギリス カナダ

ブラジル

インド
1.7

4.5

5.9

4.6

4.1
8.1

4.7

8.7

オーストラリア
2.2

6.2

中国
日本

ロシア

アメリカ合衆国

ドイツ

フランス

チャド

コンゴ
民主共和国

－1.2

6.8

2.67.5

イタリア
6.7

高所得国（13206ドル以上）
上位中所得国（4256～13205ドル）
下位中所得国（1086～4255ドル）
低所得国（1085ドル以下）
資料なし

1人あたりの国民総所得（国・地域別）─2021年─

おもな国の経済成長率─2021年─
数値 おもな国の実質経済成長率（％）

カ

コ

ケ

〔世界銀行資料〕

カ、ケ、コは写真の位置を示す。

韓国

イギリス カナダ

ブラジル

インド
1.7

4.5

5.9

4.6

4.1
8.1

4.7

8.7

オーストラリア
2.2

6.2

中国
日本

ロシア

アメリカ合衆国

ドイツ

フランス

チャド

コンゴ
民主共和国

－1.2

6.8

2.67.5

イタリア
6.7

高所得国（13206ドル以上）
上位中所得国（4256～13205ドル）
下位中所得国（1086～4255ドル）
低所得国（1085ドル以下）
資料なし

1人あたりの国民総所得（国・地域別）─2021年─

おもな国の経済成長率─2021年─
数値 おもな国の実質経済成長率（％）

カ

コ

ケ

〔世界銀行資料〕

カ、ケ、コは写真の位置を示す。

●①図に示されたおもな国や地域のうち、二酸化
炭素排

はい
出
しゅつ

量
りょう

が多い国を二つ答えよう。
3

●①・●②図や■ウ・■クのグラフを見て、
中国とアメリカ合衆国はともに何が
多い（高い）国といえるか答えよう。

4

12

脱

　炭

　素

３年生1・2年生

ポイント

下の図のように、中学校社会科は地理と歴史を関連付けながら学び、その蓄積を踏まえて公民の学習がある構造に
なっています。そのため、どの分野においても教科全体を見通したカリキュラム・マネジメントが必要です。

帝国書院の教科書では、単元構成・紙面構成を統一し、コラムや特設なども共通にすることで、カリキュラム・マネ
ジメントをサポートしています。これにより、分野をまたいだ深い考察や多面的・多角的な見方を養うこともできます。

公 民 的
分 野

地 図 帳

位置や空間的な広がりなど（地理）＋推移や変化など（歴史） 対立と合意、
効率と公正など

課題解決のために
考える力

社会への
参画意識

歴 史 的 背 景地 理 的 条 件

１年生 ２年生 ３年生

歴 史 的 分 野

地 理 的 分 野

分野間連携の必要性

共
通
の
特
色

学
習
が
よ
り
深
ま
る
他
分
野
お
よ
び
地
図
帳
と
の
連
携

5655
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④学級活動の時間（1948年ごろ）
　　〈朝日新聞社提供〉

⑥初めての女性国会議員　1945
年，女性の選挙権が認

みと

められ，翌年

に39人の女性国会議員が誕
たん

生
じょう

しま

した。しかし，地方の議会では女性

が当選するのは難
むずか

しいことでした。

 ⑤戦時中の教科書（右上）と
戦後の墨

すみ

ぬり教科書（右下）

今との
つながり 教育基本法と教育の民主化

　　　　　　　　　日本の民主化のなかで，最も大きな問題

は憲法の改正でした。総司令部の指示で，

日本政府は新しい憲法の制定に着手しました。政府原案がで

きましたが，その案では民主化が徹
てっ

底
てい

されていないと判断し

た総司令部は，みずからつくった草
そう

案
あん

を日本政府に示し，修

正をうながしました。新しい政府案は，議会の審
しん

議
ぎ

を経て，

1946 年 11 月３日に日本国憲法として公布され，1947 年５

月３日から施
し

行
こう

されました。

　日本国憲法は，三つの点で，新しい時代に対する当時の国

民の期待がもりこまれていました。①主権は国民にあること
（国民主権），②戦争をふたたび起こさないこと（平和主義），

③基本的人権を尊
そん

重
ちょう

すること（個人の尊
そん

厳
げん

）です。この憲法に

もとづき，地方自
じ

治
ち

法
ほう

が施行され，これまで政府に任命され

ていた都道府県知事が，住民の直接選挙で選ばれるようにな

りました。また，教育基本法が制定され，教育の機会均等や
男女共学，個性の尊重を目標とする教育がめざされました。

これにともない，教
きょう

育
いく

勅
ちょく

語
ご

は失
しっ

効
こう

しました。

　日本国憲法では男女の同権や結婚の自由が定められ，結婚

は本人どうしの合意によるものとなりました。また，民法も
改正され，夫と妻は法律上，同じ権利をもつとされました。

新憲法の制定

1

コラム

→ p.166

→ p.167

　日本国憲法における三つの

大原則を，本文から探してみま

しょう。

　戦後の改革を一つ選び，日

本・中国・アメリカ，それぞれ

の記者になって，新聞の見出し

文を考えてみましょう。

チェック&トライ

1　こうした過
か

程
てい

から日本国憲法

は「総司令部のおしつけ」といわれ

ることもありますが，総司令部は，

政党や民間の学者らによって独自

につくられた憲法草案も参考にし

ました。

　戦後の新しい教育制度のもとで
は，小学校 6年間，中学校 3年
間となり（6・3制），この 9年間
が義務教育となりました。軍国主
義教育は禁止され，修

しゅう

身
しん

の科目が
廃止となり，新たに社会科と家庭
科が設けられました。また，学級
内の問題を生徒が自主的に解決す
るために学級活動（ホームルー
ム）の時間も設けられるなど，教
育の民主化がはかられました。ま
た，アメリカの食料支

し

援
えん

を受けて，
小学校での給食が始まりました。
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5

10

15

この時期に進
しん

展
てん

した日本の民主
化政

せい
策
さく

を，本文から書き出して
みよう。

戦後の日本では，どのような国
づくりが目指されたのか，日本
国憲法に盛

も
り込

こ
まれた人々の期

待を踏
ふ

まえて，説明してみよう。

確認
しよう

説明
しよう

体
たい

などの憲法草案も参考にしながら，みずから草案を作って日本政
府に示

しめ

し，修
しゅう

正
せい

を促
うなが

しました。新しい政府案は，議会の審
しん

議
ぎ

を経
へ

て，
1946年11月３日に日

に

本
ほん

国
こく

憲
けん

法
ぽう

として公
こう

布
ふ

され，1947年５月３日か
ら施

し

行
こう

されました。
　日本国憲法は，三つの点で，新しい時代に対する当時の国民の期
待が盛

も

り込
こ

まれていました。①主
しゅ

権
けん

は国民にあること（国
こく

民
みん

主
しゅ

権
けん

），

②戦争を再
ふたた

び起こさないこと（平
へい

和
わ

主
しゅ

義
ぎ

），③基
き

本
ほん

的
てき

人
じん

権
けん

を尊
そん

重
ちょう

する
こと（個

こ

人
じん

の尊
そん

厳
げん

）です。また，天
てん

皇
のう

はこれまでの主権者という立場
から，新たに日本国および国民統

とう

合
ごう

の象
しょう

徴
ちょう

とされました（象徴天皇
制）。

　　　　　　　　　　この憲法に基
もと

づき，地方自治法が施行され，
これまで政府に任

にん

命
めい

されていた都道府県知事や
市町村長が，住民の直

ちょく

接
せつ

選挙で選ばれるようになりました。また，
日本国憲法では男女の同

どう

権
けん

や結
けっ

婚
こん

の自由が定められ，結婚は本人ど
うしの合意によるものとなり，これを受けて民

みん

法
ぽう

も改正され，夫と
妻
つま

は法律上，同じ権
けん

利
り

を持つとされました。さらに，1947年には
民主教育の基本的な考え方を示した教

きょう

育
いく

基
き

本
ほん

法
ほう

が定められ，それに
伴
ともな

い，教育勅
ちょく

語
ご

は失
しっ

効
こう

しました。

12

史料

憲法に合わせた
新しい法

ほう

律
りつ

↓p.187

↓p.186 456

87初めての女
じょ
性
せい
国会議員　1945年，女性

の選挙権
けん

や参
さん

政
せい

権が認
みと

められ，翌
よく

年
とし

に39人
の女性国会議員が誕

たん
生
じょう

しました。しかし，
地方の議会では女性が当選するのは難

むずか
しい

ことでした。　　　　　　現在の女性国会
議員の人数を調べてみよう。

資料活用

教育基
き
本
ほん
法と教育の民主化歴史

プラス

　戦後の新しい教育制
せい

度
ど

の下
もと

では，男女共学や教育の機会均
きん

等
とう

などが定められました。
また，小学校６年間，中学校３年間（６・３制），高等学校３年間，大学４年間となり，
小・中学校の９年間が義

ぎ
務
む

教育となりました。軍国主
しゅ

義
ぎ

教育は禁
きん

止
し

され，修
しゅう

身
しん

の科
目が廃

はい
止
し

となり，新たに社会科と家庭科が設
もう

けられました。また，学級内の問題を生
徒が自主的に解

かい
決
けつ

するために学級会（ホームルーム）の時間も設けられるなど，教育の
民主化が図

はか
られました。さらに，アメリカ合

がっ
衆
しゅう

国
こく

の食料支
し

援
えん

を受けて，小学校での
給食が始まりました。

8　戦時中の教科書（上）と戦後の墨
すみ
塗
ぬ
り

教科書（下）　戦後になり，教科書は，墨
を塗ったり，ページを破

やぶ
いたりして使い

ました。

6

8　給食の始まり（1947年 大阪市）4
6　男女共学の学級会の時間（1948年 東京都北

きた
区）5
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↑通常教科書

通常教科書 拡大教科書（７冊分）
全310ページ 全2,780ページ

■ ページ数の比較（令和３年度版中学校用地理教科書の場合）

■ 同サイズでの紙面の比較（画像は令和３年度版）

5

10

に，外出のときには保
ほ

温
おん

性
せい

の高い毛皮のコートや帽
ぼう

子
し

などを身につ
けます。
　このように寒さが厳しい地域では，栽

さい

培
ばい

できる作物は限
かぎ

られてい
ます。そのため，冬の食

しょく

卓
たく

には，夏の間に栽培した野菜を酢
す

漬
づ

けに
した保

ほ

存
ぞん

食のほか，市
いち

場
ば

で買うことができる川や湖の魚，牛や豚
ぶた

の肉，乳
にゅう

製
せい

品
ひん

などが並
なら

びます。
　　　　　　　　　　シベリアでは航

こう

空
くう

機
き

や鉄道を使って多くの外
国製品が入ってくるようになり，町のスーパー

マーケットでは，冬でも新
しん

鮮
せん

な野菜や果
くだ

物
もの

などを買うことができる
ようになりました。アメリカ風のファストフード店や日本料理店な
ど，さまざまな外国の食文化も入ってきています。こうした外国製
品や外国文化は，今ではシベリアに暮らす人々の生活に溶

と

け込
こ

んで
います。また，日本や韓

かん

国
こく

からも家電製品や生活用品などが輸
ゆ

入
にゅう

さ
れ，生活が便利になってきています。

p.27，

p.27

外国文化の流入
と生活の変化

写真 ～ から，シベリアの人々
の住

じゅう
居
きょ
や衣服，食事の特色を読み

取り，書き出そう。

ヤクーツクの雨温図や，シベリア
の人々の衣食住の様子から，寒い
地域の暮

く
らしを説明しよう。

確認
しよう

説明
しよう

8　真冬の屋外で分
ぶ
厚
あつ
い防

ぼう
寒
かん
着
ぎ
を着た人々（ロシア，ヤクーツク，2016

年 2月撮
さつ
影
えい
）　地面や信号機の柱が凍

とう
結
けつ
しています。

8　温水を使った暖
だん
房
ぼう
によって暖

あたた
かく保

たも
たれた家の中（ロシ

ア，ヤクーツク近
きん
郊
こう
，2月撮

さつ
影
えい
）　食卓には，パンや酢

す
漬
づ
けの

野菜，乳
にゅう
製
せい
品
ひん
などが並んでいます。

二重窓二重窓

温水が流れる
ヒーター
温水が流れる
ヒーター

8　高
たか
床
ゆか
になっている集合住宅（ロシア，ヤクーツク，2月撮

さつ
影
えい
） 

　建物の柱は，永
えい
久
きゅう
凍
とう
土
ど
の部分まで打ち込

こ
まれています。

8　夏の間の野菜作り（ロシア，イルクーツク，8月撮
さつ
影
えい
）　ロシアでは， 

郊
こう
外
がい
にダーチャとよばれる菜園付きの別

べっ
荘
そう
をもつ家庭が多く，夏の間，野菜

や果
くだ
物
もの
などを栽

さい
培
ばい
して家族で食べたり，冬の保

ほ
存
ぞん
食
しょく
に加工したりします。

解 説 永
えい
久
きゅう
凍
とう
土
ど

　1年を通して凍
こお
ったままになっている土

ど
壌
じょう
で

す。地下数十mから数百mの厚
あつ
さがあり，シ

ベリアの広い範
はん
囲
い
に分

ぶん
布
ぷ
しています。短い夏の

間だけ，表面の凍土はとけます。

8　永久凍土の断
だん
面
めん

住宅

夏にはとける凍土

永久凍土層

水道管

食

衣住

住
境
環
と
活
生
の
々
人

1
章

37

↑拡大教科書

▶色覚特性をもつ人が同じ
ように見えやすい色づか
いに配慮したり、境界線
を黒ではっきりと書いた
りしています。

▶どこまでが同一の資料であるのか
判別しやすいよう、図の周囲をグ
レーで囲んでいます。右の図の場
合、2つの帯グラフが1つの資料を
構成していることがわかります。
また、引き出し線の起点を明確に
するため、黒点で表現しています。

▶誤読を防ぎ、すべての生徒にとって読みやすくなるよう、
　見開きタイトル、本文、図版タイトルなどにはユニバーサル

デザインフォント（UDフォント）を使用しています。

▶現在学習しているのがどの章なのか一目でわかる
よう、章ごとに色をわけています。

本文部分を
下に

スクロール

▶レイアウトの違いによる生徒の混乱を防ぐため、導入資料や学習課題、
振り返りの設問を各ページの同じ場所に配置し、見開きのレイアウト
を原則統一しています。

▶見通し・振り返りがしやすいよう、「導入資料、学習課題（見通し）➡
　本文➡確認しよう、説明しよう（振り返り）」で見開きの展開を統一し

ています。

▶グラフが読み取
りやすいよう、
折 れ 線 を 太 く
し、背景を白色
にしています。

⬆p.2063

⬆p.2062
⬆p.2038

※色覚特性のD型
とP型は、特性
の中でも代表的
なものです。

　左の図は、それ
らの色覚特性を
もつ人の色の見
え 方 を シ ミ ュ
レーションした
ものです。

非UDフォント

UDフォント

カラーユニバーサルデザインに配慮した見やすくわかりやすい色調1

インクルーシブ教育に配慮した表現2

誤読を防ぐ読みやすい文字3 学習単元がわかる工夫4

学習が進めやすい工夫5●文字の細い部分を太くして、見えやすくする。
●紛らわしい画線をやめ、シンプルなデザインにする。
●濁点部分のすきまを十分確保して視認性を高める。 

特に濁点のある ふりがな が読みやすくなっています。

●文字と線が判別しやすい。 
特に数字の「9」と「6」の区別や、数字の「3」とアルファベットの

「S」などの判別がしやすくなっています。

帯グラフ 折れ線グラフ

D型色覚※の人の見え方 P型色覚の人の見え方

非UDフォント

UDフォント

❶インクルーシブ教育への対応
サポート

すべての生徒が使いやすいよう、ユニバーサルデザインに基づいた編修をしています。

▶文字や資料を大きく目立たせ、レイアウトを
見やすく改善しています。

学習用端末での閲覧に最適化されたWeb紙面です。２画面表示で左面が図版、右面が本
文となっており、ユーザーが幅を自由に変更できます。また、右面の教科書本文の表示に
合わせて、左面には本文に対応した図版が表示されます。本文や資料を大きく見やすく
表示させ、関連性をつかみながら学習できます。

日本視覚障害社会科教育研究会編集、帝国書院発行

▶記載内容を大幅に精選し、見やすくなる
よう工夫しています。

特別支援教育のための教科書と地図帳

インクルーシブ教育のためのデジタル教科書の機能

⬆図版は左面、本文は右面に表示されます。 ⬆右面の本文の内容に連動して、左面の図版が表示されます。

「超紙面」機能のほかにも、総ルビや白黒反転、
読み上げ機能を搭載しています。

その他のデジタル教科書の機能は本資料 p.61-62

➡総ルビと白黒反転機能で表示した紙面

詳しくは本資料p.33-34

超紙面
NEW

『拡大教科書』 （無償給与対象） 『みんなの地図帳 ～見やすい・使いやすい～　初訂版』
（有償）

サ
ポ
ー
ト

イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
へ
の
対
応

5857



紙媒体で提供する教科書解説編と指導・評価編、およびコンテンツをダウンロードして使う
指導書Webサポートの3点セットで、毎日の授業をサポートします。

指導書（教科書解説編）

指導書（指導・評価編）

指導書Webサポート
授業プリント地理p.202-203

「1 近畿地方の自然環境」
年　　　組　　　番

名前

1．中央部の平地と南北の山地
⑴ �下に示した人口 30万以上の都市を図Ⅰに赤
丸で示し、気づいたことをまとめよう。

四日市　大津　京都　大阪　堺　東大阪
豊中　枚方　吹田　高槻　神戸　姫路
西宮　尼崎　明石　奈良　和歌山

⑵ �近畿地方で、リアス海岸がみられる地域を２か
所赤く囲み、その地域の名称を調べてみよう。

⑶ �なぜ、志摩半島では真珠の養殖が盛んなのだ
ろうか。

2．三つの地域で異なる気候
⑴ �舞鶴、大阪、潮岬の場所を地図帳で確認し、図Ⅰに四角で
示してみよう。

⑵ 次の❶～❸にあてはまる季節を記入して、それぞれの都市
の気候の特色を確認し、気候と関連する地域の特色を挙げ
てみよう。

舞鶴（北部） 大阪（中央部） 潮岬（南部）

気候の特色
北西からの季節風の影響で
（❶ 　）の降水量が多い。

（❷ 　）の暑さが厳しく、
年間の降水量が少ない。

南東からの季節風の影響で
（❸ 　）の降水量が特に
多い。黒潮の影響で冬も温暖。

地域の特色

「説明しよう」に TRY ◆　近畿地方の気候の特色を、北部・中央部・南部に分けて説明しよう。

北部 中央部 南部

図Ⅰ

気

　温℃
30
25
20
15
10
5
0

－5
－10

降
水
量
mm
400
350
300
250
200
150
100
50
0

潮 岬（和歌山）
しおの みさき

1 4 7 10月1 4 7 10 月1 4 7 10 月

大　阪（大阪）舞　鶴（京都）
まい づる

年平均気温　14.5℃
年降水量　1827mm

年平均気温　16.9℃
年降水量　1279mm

年平均気温　17.3℃
年降水量　2519mm

おもな平野・盆地
おもな山地・高地

評価問題（テスト例）
定期考査作成の参考にでき
ます。各問に「知識・技能」
「思考・判断・表現」の評価
観点を付しているため、評
価の参考にもなります。
歴史・公民の評価問題（テ
スト例）も利用できます。

授業プリント
全単元に対応しています。
授業だけでなく、生徒の自
学自習にも活用できます。

                                          

学習の見通し・振り返りシート 
３部 ３章 ３節 近畿地方 

第３節の問い 近畿地方での環境保全の取り組みは、人口増加や産業発展のなかで、どのように行われてきた

のだろうか。 

 

節の見通し 

(1) 「節の問い」について、学んでみたいことや、疑問に思ったことを自分の言葉で表してみよう。 

 

 

 

(2) 解決のために、何が分かればよいか、どのようなことを調べればよいかなど、見通しを立てよう。 

 
 
 
 

 

学習前の予想・学習後の振り返り 
本時の項目と学習課題 学習前の予想 学習後の振り返り 

1. 近畿地方の自然環境 

 

近畿地方は、地形や気候にど

のような特徴がみられる地

域なのだろうか。 

  

2. 琵琶湖の水が支える京阪神

大都市圏 

京阪神大都市圏の水源である

琵琶湖とその周辺では、水質や

環境の保全のために、どのよう

な取り組みが行われてきたの

だろうか。 

  

3. 阪神工業地帯と環境問題へ

の取り組み 

 

阪神工業地帯では、工業の発

展と共に生じた課題をどのよ

うに解決しようとしてきたの

だろうか。 

  

 
 

 
 

                                          

学学習習をを振振りり返返ろろうう  ３３部部３３章章３３節節  近近畿畿地地方方（（教教科科書書 pp..119999～～221111））  

   年  組  番            

 

３節の問い  

近畿地方での環境保全の取り組みは、人口増加や産業発展のなかで、どのように行われてきたのだろうか。 

  

節節のの振振りり返返りり１１  

1．Ａ～Ｇにあてはまる府・県庁所在地名と、その府・県名を答えよう。 

Ａ 

 (       府) 

Ｂ 

(       県) 

Ｃ 

(       県) 

Ｄ 

 (       府) 

Ｅ 

 (       県) 

Ｆ 

 (       県) 

Ｇ 

 (       県) 
 

 

2．○a～ⓓにあてはまる平野名、山名、諸島名を答えよう。 

○a        湾 ○b         湖 ⓒ       川 ⓓ       山地 

 

3．①～⑤にあてはまる語句を、「節の重要語句」から選んで答えよう。 

① ② ③ 

④ ⑤  

 

節節のの振振りり返返りり２２  

【【①①図図ででままととめめよようう】】環境保全の取り組みに着目して、近畿地方のまとめ図を作成しよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習の見通し・ 
振り返りシート
章・節ごとの見通しを立て、
最後に振り返ることができ
るプリントです。単元の学
習の前と後で、生徒の考え
がどのように変容したか見
取ることができ、評価につ
なげることができます。

「学習を振り返ろう」 
ワークシート
「学習を振り返ろう」ページ
に準拠したワークシートで
す。知識・技能の確認や、「章・
節の問い」に対する考えを
まとめられます。

※その他、年間指導計画案も収録しています。　※一部画像は現行のものです。

教科書紙面の縮刷版を中心
に置き、まわりに教科書の
解説や授業のポイント（板
書例）、「確認しよう」「説明
しよう」の解答例などを掲
載しています。

年間指導計画案、単元構成案、授業展開案や評価規準例を掲載しています。
デジタル教科書・教材を活用した展開案も掲載しています。

大改訂

➡�本文ページのイメージ
（画像は令和３年度版）

⬆�単元構成案のイメージ ⬆�授業展開案のイメージ

アアククテティィブブ地地理理 地地域域にに適適ししたた再再生生可可能能エエネネルルギギーーをを考考ええよようう

教教科科書書 ～～

年 組 番

．．再再生生可可能能エエネネルルギギーーをを使使っったた発発電電方方法法のの特特徴徴をを知知ろろうう

❶写真１～４は日本で行われている再生可能エネルギーを利用した主な発電方法です。それぞれどのよ

うな場所に分布しているのか、立地条件を考えよう。

❷写真１～４の発電方法には、どのようなプラスの面やマイナスの面があるのだろうか。表５などを参

考に考えよう。

水力発電 風力発電 太陽光発電 地熱発電

エネルギー源 水 流水 風 太陽光 地中深くの高温の

水蒸気

立地条件

プラスの面

マイナスの面

２２．．地地方方ごごととのの発発電電方方法法のの特特徴徴をを考考ええよようう

❶各地方の発電量の内訳にはどのような特徴があるのか、表で確認しよう。また、再生可能エネルギー

が占める割合にも注目しよう。

❷あなたが暮らす地方では、再生可能エネルギーを利用した発電所の分布にどのような特徴がみられる

のだろうか。図７で確認しよう。

「アクティブ地理」 
ワークシート
「アクティブ地理」ページに
準拠したワークシートです。
課題に取り組みやすくなり、
「主体的・対話的で深い学び」
を実践できます。

「身近な地域の調査」ワークシート
第３部第１章「地域調査のしかた」のワークシー
トです。段階を追って作業ができ、準備から結果
報告までの一連の流れを実践できます。

教科書掲載図版
教科書に掲載されている図版を、カラーとモノク
ロの２種類収録しています。授業プリントや定期
考査の作成に活用できます。

❷教師用指導書
サポート サンプルはこちら

URL：https://www.teikokushoin.co.jp/jhs/07shidousho/

NEW

※各コンテンツの名称は、変更になる可能性があります。

サ
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サポート
❸デジタル教科書・教材

一斉授業から「個別最適な学び」と「協働的な学び」まで、生徒の学びをトータルサポートします。

学習ツール　　　　～「個別最適な学び」と「協働的な学び」を実現させる新機能～

教科書図版の表示要素を任意で選んで表示できます。

日本と世界の項目別の統計を見ることができます。
毎年最新のデータに更新します。

NHKエンタープライズと共同制作したデジタル教科書オリ
ジナル動画を数多く収録しています。

世界92都市、日本82都市の雨温図を見ることができます。
比較や重ね合わせもできます。

レイヤー切り替え

統計コンテンツ

動画コンテンツ

雨温図コンテンツ

体験版はこちら
（2024年5月以降
お試しいただける予定です。）

各分野の注目コンテンツ ※ これらのコンテンツは②と③に収録されます。

おもな学習者用・指導者用共通コンテンツ

学びコネクト
～学習要素ワードの検索機能～
教科書の重要語句（＝学習要素ワード）を検索する
と、関連する紙面や図版を分野を超えて閲覧でき
る機能です。書目間連携が可能となり、複数の資
料から生徒が主体的に学習に適した資料を選択す
ることができます。

まとめも
～社会科思考ツール～
教科書本文から語句を抜き出して、オリジナルの思考ツールにまとめ
ることができる機能です。自分の考えを整理・構造化し、他者との意見
交換を踏まえて再調整することができます。

教科書 
図版B

教科書 
図版A

最適

地図帳 
図版C

地図帳 
図版D

学習要素ワード

NEW

NEW

地 図 帳
主題図コンテンツ

各州や各地方の主題図を「分
ける」「比べる」「重ねる」の
３つの手法で、さまざまな
視点から読み解くことがで
きます。

地 理
写真で発見！
世界の気候
世界の気候の特徴を写真や
雨温図から読み解くことで、
気候の概念とその分布につ
いて楽しく学べます。

歴 史
タイムトラベル
名探偵！
教科書に収録されている「タ
イムトラベル」を３D復元。
各 時 代 の 特 徴 を 没 入 感 を
もって楽しく学べます。

公 民
ぱんSim
〜パン屋さん経営大作戦〜

『社会科　中学生の公民』に
収録されている「パン屋さ
んをつくろう」をシミュレー
ションゲーム化。企業や経営
について楽しく学べます。

授業支援ツール　
～学習者用デジタル教科書+教材との連携で、「個別最適な学び」と「協働的な学び」をサポート～

授業 章・節のおわり

〈学習者用デジタル教科書+教材と授業支援ツールを活用した授業展開イメージ〉

授業準備
授業の
はじめ 授業 章・節の

まとめ
章・節の
展開確認

本時の
展開確認先生 先生 先生生徒 授業の

おわり生徒生徒 生徒

デジタル
教科書
章・節
まとめ案

授業
展開案

まとめも
社会科
思考ツール

授業
スライド
（コンテンツ）

デジタル版
学習の
見通し・
振り返り

デジタル版
学習の
見通し
・振り返り

ポートフォリオ 学びの可視化

NEW NEW NEW NEW

1時間の授業展開を10枚程度のスライドにまとめているので、
デジタル教科書を活用した授業をすぐに始められます。

③授業スライド

思考ツールを活用したデジタル教科書オリジナルのまとめ案や評価規準案などを用意しています。

①デジタル教科書 章・節まとめ案

教科書に記載されている学習課題・確認しよう・説明しようの内容をGoogle Workspaceの機能で生徒が回答し、先生が集約
できます。

②デジタル版 学習の見通し・振り返りシート

④単元構成案　⑤授業展開案
詳しくは本資料p.59教師用指導書と共通

NEW

NEW
①学習者用
　デジタル教科書
⃝紙の教科書と同一の内容を収録。
⃝拡大・縮小や書き消し、
　保存などの基本機能は標準装備。
⃝特別支援機能を搭載。

②学習者用
　デジタル教科書+教材
⃝①の機能はすべて収録。
⃝教科書に準拠したコンテンツ集を

収録。
⃝さらに、学習者用の新たな学習

ツールや注目コンテンツも収録。

③指導者用
　デジタル教科書（教材）
⃝デジタル教科書とデジタル教材の一体型。
⃝特別支援機能を搭載。
⃝さらに、デジタル教科書+教材を活用した

授業をサポートする授業支援ツールも収録。
⃝教師用指導書（本資料p.59-60）と指導者用

デジタル教科書（教材）のセット版も用意。

※各機能やコンテンツの名称は、変更になる可能性があります。

URL：https://ict.teikokushoin.co.jp/07jh_campaign/trial/index.html
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❶教育基本法との対応
特色一覧

教育基本法第二条 特に意を用いた点や特色　　　　※（青字）は教科書のページ 本資料での
特色と掲載ページ

全　体 問いを軸にした単元構成の構造化によって、「主体的・対話的で深い学び」と「指
導と評価の一体化」を実現
⃝章・節・各本文ページ冒頭には、学習内容を問い（「章・節の問い」「学習課題」）

で示し、生徒自らが学習の見通しをもてるようにしている。章・節・各本文ペー
ジの末尾には課題（「学習を振り返ろう」「確認しよう」「説明しよう」）を設けてい
る。問いには、協働的に学習する場面を設け、「主体的・対話的で深い学び」を
実現できるようにしている。

⃝学習活動では、３つの資質・能力を特に育成する場面を設けることで、学習を
見取ることができ、３つの観点に基づいた「指導と評価の一体化」が実現できる
ようにしている。

おもに
特色３ p.29-40

第一号
幅広い知識と教
養を身に付け、
真理を求める態
度を養い、豊か
な情操と道徳心
を 培 う と と も
に、健やかな身
体を養うこと。

理解しやすい本文と興味・関心を高める写真や資料により、意欲的に学びに向か
う態度を育成
⃝第２部第２章「世界の諸地域」および第３部第３章「日本の諸地域」の各節の冒頭

には、大判の写真から地域の様子をつかむ「写真で眺める」（全13か所）を設け
ている。（p.46-47、64-65、80-81、92-93、106-107、118-119、168-
169、184-185、200-201、218-219、234-235、250-251、266-267）　また、
第３部第３章「日本の諸地域」の各節の冒頭には、イラスト地図から地域を概観
する「とびら」（全７か所）を設け、生徒が興味・関心を高めて、意欲的に学びに
向かえるようにしている。（p.167、183、199、217、233、249、265）

⃝地域の姿や人々の営みを映し出す写真を厳選して掲載し、学びに向かう意欲を
高められるようにしている。また、現地取材を行い、学習効果が高まる写真を
追究している。（全編）

⃝背景や因果関係まで丁寧に書かれた本文と、本文に関連する豊富な資料によ
り、生徒の知的好奇心を高められるようにしている。（全編）

⃝巻頭５「教科書を活用した学び方」や巻頭７「地理的分野の学習の全体像」を設
け、教科書の基本的な流れや、各特設ページやコラムの学習上の位置づけを示
し、生徒による自主的・自発的な学習活動を促している。（巻頭５、巻頭７）

おもに
特色１ p.5-12
特色２ p.13-28

第二号
個人の価値を尊
重して、その能
力を伸ばし、創
造性を培い、自
主及び自律の精
神を養うととも
に、職業及び生
活との関連を重
視し、勤労を重
んずる態度を養
うこと。

「地理的な見方・考え方」を働かせて思考力・判断力を養う活動を通じて、自主・
自律の精神をもって創造に取り組む資質を育成
⃝章・節の末尾の「学習を振り返ろう」では、「地理的な見方・考え方」を働かせる

ことで、「章・節の問い」の解決に向けて多面的・多角的に考察できるようにし
ている。（p.13、25、42、62-63、78-79、88-89、104-105、116-117、
126-127、165、180-181、196-197、212-213、230-231、246-247、
262-263、278-279） また、地域の主題や中核考察に沿った写真や資料を選定
し、協働的な学習を通して地域の姿をまとめる活動を取り入れるなど、自主・
自律の精神を養えるようにしている。（全編）

⃝各種写真・資料には、「資料活用」や「対話」を促すアイコンを適宜設けて、資料
を読み解く着眼点をもとに考察したり、資料から生まれる問いにより対話した
りできるようにしている。（「資料活用」アイコン：p.31、49、206など全53か
所/「対話」アイコン：p.70、75、209など全51か所） また、「地図帳活用」を設
けることで、地図帳の関連する内容から教科書での学習を深められるようにし
ている。（p.26、75、203など全56か所）

おもに
特色３ p.29-40
特色５ p.45-48
および p.49-52
　　　 p.57-58

教育基本法第二条 特に意を用いた点や特色　　　　※（青字）は教科書のページ 本資料での
特色と掲載ページ

第二号
個人の価値を尊
重して、その能
力を伸ばし、創
造性を培い、自
主及び自律の精
神を養うととも
に、職業及び生
活との関連を重
視し、勤労を重
んずる態度を養
うこと。

⃝巻頭９「考えを整理する方法～思考ツールを活用しよう～」では、学習で有用な
思考ツールを紹介している。（巻頭９） 特設ページ「アクティブ地理」の課題解決
的な学習や「学習を振り返ろう」のまとめる活動などでは、「思考ツール」を活用
することで、考えを整理したり、学習内容をまとめたりできるようにしている。

（「思考ツール」アイコン：p.63、79、89、90、127、181、231、279）
⃝学習に必要な技能を習得する「技能をみがく」を設けている。（ｐ.12、44、133

など全21か所）
⃝インクルーシブ教育に配慮し、誰でも読みやすい書体（ユニバーサルデザイン

フォント）や色調を導入することで、さまざまな特性をもつ生徒の価値を尊重
して、その能力を伸ばせるようにしている。（全編）

⃝QRコンテンツを随所に設置することで、授業以外においても生徒が自主的に
活用できるよう、配慮している。（巻頭６など全85か所）

おもに
特色３ p.29-40
特色５ p.45-48
および p.49-52
　　　 p.57-58

第三号
正義と責任、男
女の平等、自他
の敬愛と協力を
重んずるととも
に、公共の精神
に基づき、主体
的に社会の形成
に参画し、その
発展に寄与する
態度を養うこと。

現代社会が直面する課題の解決に向けて構想する活動場面を設け、社会参画に向
けた態度と資質を育成
⃝地球的・地域的課題の解決に向けて構想する「アクティブ地理」を４か所設け、

各種資料をもとにした生徒どうしの対話を通じて、「主体的・対話的で深い学
び」を実現できるようにしている。現代社会が抱える課題に主体的に取り組む
ことで、日頃から社会の形成に参画する態度を育成できるようにしている。

（p.90-91、150-151、214-215、281-282）
⃝第４部第１章「地域のあり方」では、地域に見られる課題の分析と、その解決に

向けた構想の手順を丁寧に説明し、生徒が自ら設定した対象地域で地域の課題
解決に向けた提案ができるようにしている。（p.283-293）

おもに
特色３ p.29-40
特色４ p.41-44

第四号
生命を尊び、自
然を大切にし、
環境の保全に寄
与する態度を養
うこと。

人権や環境・エネルギー、防災などの現代社会の課題解決に向けた取り組みを豊
富に掲載し、持続可能な開発目標（SDGs）を意識した態度を育成
⃝｢未来に向けて｣のコラムを31か所、特設ページを９か所設けている。脱炭素社

会の実現への取り組みや自然災害への対策など、“ 持続可能な開発目標（SDGs）” 
に関わる題材を豊富に掲載することで、持続可能な社会の形成に向けて主体的
に取り組む態度を育成できるようにしている。（p.75、156、171など全40か所）

⃝第４部第１章「地域のあり方」では、これまでの学習で得た知識・技能をもとに
「地理的な見方・考え方」を働かせて、持続可能な社会のあり方を構想できるよ
うにしている。（p.283-293）

おもに
特色４ p.41-44

第五号
伝統と文化を尊
重し、それらを
はぐくんできた
我が国と郷土を
愛 す る と と も
に、他国を尊重
し、国際社会の
平和と発展に寄
与する態度を養
うこと。

地誌的な内容を充実させ、正しい異文化理解・国土理解を通じて国際社会の平和
と発展に向けた態度を育成
⃝第２部第２章「世界の諸地域」および第３部第３章「日本の諸地域」の内容を充実

させている。自然環境、生活・文化、産業をバランスよく扱うことで、適切
な異文化理解と正しい国土理解を促せるようにしている。（「世界の諸地域」：
p.45-127/「日本の諸地域」：p.166-282）

⃝第１部第２章「３日本の領域とその特徴」では、日本の立場が国際法に則ってい
ることを丁寧に解説したり、北方領土周辺の国境の移り変わりを地図で示した
りすることで、正しい国土理解を促せるようにしている。（p.18-21）

⃝「未来に向けて」では、アイヌ民族の文化や、平和記念都市である広島市などの
題材も掲載し、伝統・文化の尊重を促し、国際社会の平和と安全を重んじる態
度を育成できるようにしている。（p.280、189）

おもに
特色２ p.13-28
特色４ p.41-44

下表のExcelデータは
こちら

特
色
一
覧

教
育
基
本
法
と
の
対
応
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❷検討の観点から見た内容の特色
特色一覧

観点 観点の内容 『社会科 中学生の地理』の特色　　※（青字）は教科書のページ 本資料での
特色と掲載ページ

内
容
の
扱
い
／
学
習
活
動

「主体的・対話的
で深い学び」を実
現するための構
成・工夫がなさ
れているか。

⃝単元を貫く「章・節の問い」、各見開きの「学習課題」「確認しよう」「説明しよう」、単元の最後の「学習
を振り返ろう」というように問いが構造化され、単元のまとまりの中で「主体的・対話的で深い学び」
が実現できる構成になっている。

⃝第２部第２章「世界の諸地域」および第３部第３章「日本の諸地域」の単元冒頭に、学習の進め方や各
地域で注目するテーマ・視点が「序節」としてわかりやすく示されており、学習の見通しが立てやす
いように工夫されている。(p.45、166)

⃝本文ページ左上の導入資料では、写真や資料に対して中学生に親しみやすいキャラクターが吹き出
しで疑問を投げかけており、導入資料を用いて対話的な学習ができるように工夫されている。

⃝本文ページは左ページ上段に導入資料、右ページ上段に図版、写真、コラムを配置し、下部に本文
を配置する学習しやすいレイアウトで統一されている。また、相互にリンクが張られ、資料が活用
しやすいように工夫されている。

⃝「学習を振り返ろう」では、学習した知識をもとに、「地理的な見方・考え方」を働かせながら主体的・
対話的に「章・節の問い」を振り返ることで、「深い学び」につなげられるように配慮されている。

（p.13、25、42、62-63、78-79、88-89、104-105、116-117、126-127、165、180-181、
196-197、212-213、230-231、246-247、262-263、278-279）

⃝「アクティブ地理」では、正解が１つでない課題解決型学習を通して、意見交換や発表をする対話的
な学習を多く設定している。対話を通して課題に粘り強く向き合い、さまざまな立場を踏まえて合
意形成を目指す態度を身に付けられるように工夫されている。（p.90-91、150-151、214-215、
281-282）

⃝第３部第１章「地域調査のしかた」では、調査テーマの決め方、視点の例、調査手順などが具体的に
示されており、生徒が主体的に学習を進められるように配慮されている。（p.128-139）

⃝周囲との対話を促す「対話」アイコンを設けている。対話を通して、自身の考えをより深めるととも
に、他者の意見を尊重する態度を身に付けられるように工夫されている。（p.70、75、209など全
51か所）

おもに
特色２ p.13-28
特色３ p.29-40
および p.49-52

基礎的・基本的
な「知識および技
能」を確実に習得
するための工夫
がなされている
か。

⃝見開き１時間の紙面が、興味・関心を引く「導入」→学習を見通せる「学習課題」→丁寧でわかりやす
い「本文」→学習内容を振り返る「確認しよう」「説明しよう」の展開で構造化され、基礎的・基本的な
知識および技能が確実に理解できるように工夫されている。

⃝第２部第２章「世界の諸地域」および第３部第３章「日本の諸地域」では、各地の地域的特色を確実に
理解できるように、各節の構成が「写真で眺める」→「自然環境」→「歴史・文化」「産業など」→「学習を
振り返ろう」という展開に構造化されている。（p.64-79「ヨーロッパ州」、p.199-213「近畿地方」など）

⃝本文は、全編にわたり地理的事象のしくみや概念がわかるように因果関係を踏まえた上で、具体例
を挙げながらわかりやすく記述されている。また、文章で書かれた内容を補足し理解を促進する、
わかりやすい図解が多数掲載されている。

⃝第３部第１章「地域調査のしかた」では、調査テーマの決め方、視点の例、調査手順、必要な技能が
系統だて具体的に示されており、技能を習得しやすいように配慮されている。(p.128-139)

⃝「技能をみがく」コーナーが設けられ、「地理的な見方・考え方」を働かせる上で必要な基礎的な技能
が習得できるように配慮されている。（p.17、44、133など全21か所）

⃝本文側注およびQRコンテンツの中に用語解説が用意されている。

おもに
特色２ p.13-28
特色３ p.29-40
および p.49-52

深い学びを実現
させるための「思
考力・判断力・
表現力等」を育成
するための配慮
がなされている
か。

⃝本文ページの見開きの右下には、「確認しよう」および「説明しよう」が設置されている。「確認しよう」
には本時の学習での習得事項を確認する作業課題が、「説明しよう」には本時の学習内容を活用して
思考を促し、自分なりに判断・表現する問いが設けられている。これにより言語活動を毎時間くり
返し行い、思考力・判断力・表現力を育成できるように配慮されている。

⃝各章・節末の「学習を振り返ろう」では、章・節の学習で得た知識を生かして、「地理的な見方・考え
方」を働かせつつ、単元を貫く問いに対して思考・判断・表現する課題が設けられている。また、思
考ツールを用いて自分の考えを整理・構造化できるように配慮されている。

おもに
特色３ p.29-40

「 思 考 力 ・ 判 断
力・表現力等」の
育成につながる
社会的な見方や
考え方を働かせ
るための配慮が
なされているか。

⃝写真や図版、本文が密接に関連しているため、地理的事象の背景や因果関係を読み取ることができ、
「地理的な見方・考え方」を自然と働かせられるように配慮されている。

⃝「学習を振り返ろう」では、地図や写真、思考ツールなどのさまざまなツールを用いて、「地理的
な見方・考え方」を働かせられるように工夫されている。（p.13、25、42、62-63、78-79、88-
89、104-105、116-117、126-127、165、180-181、196-197、212-213、230-231、246-
247、262-263、278-279）

⃝「見方・考え方」アイコンを設け、「地理的な見方・考え方」を働かせて考察するための視点が示され
ている。（p.78、90、212など全21か所）

おもに
特色２ p.13-28
特色３ p.29-40
および p.49-52

生徒の興味・関
心を喚起させ、

「主体的に学習に
取り組む態度」を
育成できるよう
な配慮がなされ
ているか。

⃝幅広の判型(AB判)で、写真や地図、グラフなどが大きく見やすく提示され、地理への興味・関心が
喚起されるように工夫されている。

⃝第２部第２章「世界の諸地域」では、各節の冒頭に「写真で眺める」が設けられ、地域への興味・関心
を高めてから学習に入れるようになっている。（p.46-47、64-65、80-81、92-93、106-107、
118-119）

⃝第３部第３章「日本の諸地域」では、各節の冒頭にイラスト地図および「写真で眺める」が設けられ、
地域への興味・関心を高めてから学習に入れるようになっている。（p.167-169、183-185、199-
201、217-219、233-235、249-251、265-267）

⃝生徒にとって親しみやすい中学生のキャラクターが各ページに配置され、発問や気づき、学習の手
がかりや示唆などを提示することで、主体的に学習へ取り組めるように配慮されている。

⃝各見開きの左上に、１時間ごとの導入となる資料が設けられている。ワイドな写真からイメージを
喚起したり、驚きや疑問をもったりして学習への意欲が引き出せるようになっている。

⃝第３部第１章「地域調査のしかた」では、調査テーマの決め方、視点の例、調査手順などが具体的に
示されており、生徒が主体的に学習を進められるように配慮されている。(p.128-139)

おもに
特色１ p.５-12
特色２ p.13-28
特色３ p.29-40

観点 観点の内容 『社会科 中学生の地理』の特色　　※（青字）は教科書のページ 本資料での
特色と掲載ページ

教
育
基
本
法

と
の
対
応

教育基本法との
対応が十分には
かられているか。

⃝教育基本法第一条の目標および教育基本法第二条第一～五号に示された内容について、社会科の目
標や学習内容に沿った指導を効果的に行うことができるように構成されている。

おもに
p.63-64

学
習
指
導
要
領
と
の
対
応

学習指導要領の
目標・内容の趣
旨に沿ったもの
であるか。

⃝単元構成は、学習指導要領の目標・内容に沿って構成されている。「もくじ」および「教科書を活用し
た学び方」では、単元構成と学習内容、各種コーナーの意図や役割が一望でき、学習の位置づけや見
通しがつかみやすいように工夫されている。また、「地理的分野の学習の全体像」では、小学校や他
分野との関連を含めて、学習全体を見わたせるようになっている。（巻頭３-７)

⃝地域の特色が概観できるイラスト地図や写真資料、章・節ごとの単元を貫く問い、具体的な事例を
もとに因果関係がわかる本文、単元の最後の「学習を振り返ろう」のように、単元が構造化され、見
通し・振り返りに基づいた単元学習が確実に実践できるように工夫されている。

⃝臨場感あふれる写真を通して日本や世界の地理的事象に対する関心を高め、主体的に各地の地域的
特色を捉えられる本文やコラムがバランスよく盛り込まれている。

⃝「地理的な見方・考え方」を働かせながら、日本の国土や世界の諸地域に関する地理的特色が捉えら
れるよう構成されている。また地理的分野の全体を通して鍛えていく「地理的な見方・考え方」を整
理したページが設けられ、わかりやすく説明されている。（巻頭８）

⃝知識が確実に習得できるよう丁寧な本文とし、本文の理解を促す資料を適宜配置している。知識・
技能の形成を促すコラムや思考力・判断力・表現力を育む作業が随所に盛り込まれ、公民としての
資質・能力の基礎を育成できるように配慮されている。

おもに
特色１ p.５-12
特色２ p.13-28
特色３ p.29-40
および p.49-52

内
容
の
配
列
・
分
量
・
程
度

全体の分量は、
年間標準時数か
ら見て適切か。
各単元の配当時
数は適切か、系
統性が考慮され
ているか。

⃝１見開き１単位時間(以下、時間)の授業が想定され、学習課題が明確に設定されている。
⃝授業数は、第１部に８時間（第１章４時間、第２章４時間）、第２部に41時間（第１章７時間、第２

章34時間）、第３部に56時間（第１章４時間、第２章10時間、第３章42時間）、第４部に５時間（第
１章５時間）が配当され、標準授業時間数115時間のうち110時間を活用する配当に収めている。予
備時間は５時間設けられている。

おもに
特色３ p.29-40

内容の程度・範
囲 お よ び 文 章
は、生徒の発達
段階から見て適
切か。

⃝本文は、具体的に例示したり、地理的事象の背景や因果関係までわかるようにしたりするなど、丁
寧でわかりやすくなっている。また、平易な表現にするなど、中学生の発達段階が考慮されている。

⃝本文、図版タイトル、キャプションの難しい漢字にはふりがなが付されている。また、固有名詞や
地理用語には適宜ふりがなが付されており、地名や用語、熟語が正しく読めるように配慮されている。

⃝文体は「です、ます」調の語り口で、生徒に親しみやすいよう配慮されている。
⃝中学校学習指導要領の学習範囲を逸脱せず、基本的な用語や概念の理解を優先的に学べるようになっ

ている。

おもに
特色２ p.13-28

学習を効果的か
つ効率的に進め
るための工夫が
なされているか。

⃝各見開きは、本文、資料、側注などが統一されたレイアウトで配置され、紙面の使い方が整理され
ている。学習内容が定着するよう、「導入→学習課題→本文→確認しよう・説明しよう」という展開
で統一し、構造化されている。

⃝本文と資料の関連する箇所には、図・写真や他ページへの適切な参照指示が記載され、学習効果を
高めるとともに、効率よく資料の活用ができるように工夫されている。

⃝各見開きでは、学習している単元がわかるように、章ごとに色が統一されている。さらに、紙面右
端にインデックスが設けられ、全体における位置づけを確認しながら学習できるように工夫されて
いる。

⃝用語解説や関連資料が本文のページの側注欄に掲載されており、ページ間を移動する手間が省け、
生徒が集中力を切らさないで授業を進められるように工夫されている。

おもに
特色３ p.29-40

内
容
の
扱
い
／
学
習
活
動

課題解決的な学
習を行うための
構成・工夫がな
されているか。

⃝単元を貫く「章・節の問い」、各見開きの「学習課題」「確認しよう」「説明しよう」、単元の最後の「学習
を振り返ろう」というように問いが構造化され、単元を通してそれぞれの問いを考えていくことで、
課題解決的な学習ができる構成になっている。

⃝第２部第２章「世界の諸地域」および第３部第３章「日本の諸地域」の導入「写真で眺める」では、「節の
問い」や学習内容に関連した写真や地図の読み取りを通して、学習の見通しが立てられるように工夫
されている。（p.46-47、64-65、80-81、92-93、106-107、118-119、168-169、184-185、
200-201、218-219、234-235、250-251、266-267）

⃝「学習を振り返ろう」では、「章・節の問い」に対して「地理的な見方・考え方」を働かせて考えるステッ
プなど、課題解決的な学習ができる工夫がなされている。（p.13、25、42、62-63、78-79、88-
89、104-105、116-117、126-127、165、180-181、196-197、212-213、230-231、246-
247、262-263、278-279）

⃝「アクティブ地理」では、地域に見られる課題を考察し、解決への取り組みを考えるパフォーマンス
課題が設定されている。（p.90-91、150-151、214-215、281-282）

おもに
特色３ p.29-40
および p.49-52

下表のExcelデータは
こちら

特
色
一
覧

検
討
の
観
点
か
ら
見
た
内
容
の
特
色
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観点 観点の内容 『社会科 中学生の地理』の特色　　※（青字）は教科書のページ 本資料での
特色と掲載ページ

内
容
の
扱
い
／
学
習
活
動

小学校・高等学
校との接続や関
連に配慮がなさ
れているか。

⃝本文ページ脚注欄には「小学校・歴史・公民・他教科との関連」コーナーが設けられ、小学校で学習
した内容を確認できるよう、関連用語が提示されている。（p.30、102、208など）また、資料には「小・
歴・公」アイコンが付され、小学校の学習との関連を確認できる。（p.21、142など）

⃝第２部第２章「世界の諸地域」および第３部第３章「日本の諸地域」では、自然環境、歴史・文化、産
業などの地域的特色をきちんとおさえられるように配慮されている。

⃝第１部第１章「世界の姿」や第１部第２章「日本の姿」、および「技能をみがく」に設けられた作業「やっ
てみよう」では、小学校で学習する都道府県や地図帳の活用に関する内容を、より深化させる学習が
できるように工夫されている。（p.12、22、133など全18か所）

おもに
特色２ p.13-28
および p.53-54

他分野との接続
や関連への配慮
がなされている
か。

⃝本文ページ脚注欄には「小学校・歴史・公民・他教科との関連」コーナーが設けられ、歴史的分野・
公民的分野との接続ができるよう、関連用語が提示されている（p.30、102、208など）また、資
料には「小・歴・公」アイコンが付され、歴史的分野・公民的分野の学習との関連を確認できる。

（p.97、123など）
⃝地図帳の活用が効果的な場面には「地図帳活用」アイコンを付し、地図帳の活用を促している。
（p.26、72、210など全56か所）

⃝第２部第２章「世界の諸地域」および第３部第３章「日本の諸地域」では、各地域の文化や産業につい
ての歴史的経緯が積極的に記載され、歴史的分野との接続が考慮されている。

⃝「環境・エネルギー」「人権・多文化」「情報・技術」「防災」「平和・安全」「伝統・文化」といった、未来の
社会をつくる取り組みを紹介する特設ページおよびコラムの「未来に向けて」が設けられ、歴史的分野
および公民的分野への接続が考慮されている。（p.75、156、171など全40か所）

⃝「アクティブ地理」では、歴史的分野や公民的分野とも関連するテーマを設定し、他分野の学習と関
連する視点が提示されている。（p.90-91、150-151、214-215、281-282）

おもに
特色２ p.13-28
特色４ p.41-44
および p.51-56

我が国の伝統・
文化、宗教に対
する理解を深め
られる配慮がな
されているか。

⃝第３部第３章第６節「東北地方」では、地域を見る視点を「生活・文化」とし、伝統文化を生かした産
業や伝統文化の継承について考察できるように配慮されている。（p.249-263）

⃝第３部第３章第１節「九州地方」では、琉球王国の歴史や伝統文化、第７節「北海道地方」では、節末
の「未来に向けて」においてアイヌ民族の生活や文化について触れ、多文化が尊重される社会を意識
させるように配慮されている。（p.178-179、280）

おもに
特色２ p.13-28

我が国の領域を
正しく理解でき
る配慮がなされ
ているか。

⃝第１部第２章「３日本の領域とその特徴」では、日本の領域について図や写真を用いて丁寧に説明し、
正しい理解を深められるように配慮されている。また、北方領土、竹島、尖閣諸島が日本固有の領
土であることが明記され、領土に関する現状と課題を示しつつ、平和的な解決に向けてどのような
方法があるのか考えられるように配慮されている。（p.18-21）

おもに
p.53-56

補充的な学習や
発展的な学習に
対しての工夫・
配慮がなされて
いるか。

⃝第３部第１章「地域調査のしかた」および第４部第１章「地域のあり方」では、協働学習形態の提示が
行われている。（「地域調査のしかた」：p.128-139/「地域のありかた：p.283-293」）

⃝「未来に向けて」が設けられ、持続可能な社会をつくるための人々の取り組みを示すことで、社会に
対し生徒自身がどのように参画していくかを発展的に考えることができるように工夫されている。

（p.75、156、171など全40か所）
⃝「アクティブ地理」では、習得した「知識・技能」を活用してパフォーマンス課題に取り組むことがで

きる。（p.90-91、150-151、214-215、281-282）

おもに
特色３ p.37-40
特色４ p.41-44

生徒が家庭でも
主体的に自学自
習できる配慮が
なされているか。

⃝教科書の冒頭には「教科書を活用した学び方」を設け、自学自習がしやすいように配慮されている。（巻頭５-６）
⃝緯度・経度や時差など、図版だけでは理解しづらい概念を説明する際は、QRコンテンツにアニメー

ションを収録して、理解を促すように配慮されている。
⃝QRコンテンツでは、学習内容に関連する動画や「学習を振り返ろう」の解答などが閲覧でき、生徒が

自学自習しやすいように工夫されている。（巻頭6など全85か所）

おもに
特色５ p.45-48

今
日
的
な
課
題
へ
の
対
応

環境教育に関し
て、どのような
配慮がなされて
いるか。

⃝第２部第２章「世界の諸地域」および第３部第３章「日本の諸地域」では、学習が「自然環境」から始
まっており、各地域の自然環境に対する理解が深められるように配慮されている。（「ヨーロッパ州」 
p.66-67、「近畿地方」 p.202-203など）

⃝「未来に向けて　環境・エネルギー」が12か所設置され、環境保全に取り組んでいる人々の姿が紹介
されている。（p.73、75、121、125、156-157、173、177、182、209、223、275、277）

おもに
特色２ p.13-28
特色４ p.41-44

防災に関して、
どのような配慮
がなされている
か。

⃝第３部第２章「日本の地域的特色」の中で日本の自然災害について扱っている。日本で起こりうる自
然災害と各地で行われている防災への取り組みについて学び、同時に自分自身が災害にどのように
備えるか、災害発生時にどのように行動すべきか、主体的に考えられるように配慮されている。

（p.146-151）
⃝「アクティブ地理 自然災害から命を守ろう」では、ハザードマップの使い方や災害時の避難方法など

を実践的に学習でき、防災への意識を高められるように配慮されている。（p.150-151）
⃝第３部第３章「日本の諸地域」の自然環境を扱う見開きでは、各地方の自然環境に関連した災害とそれ

に対する対策の実例を示したコラム「未来に向けて」が設置されており、地方における自然環境の特色
と防災の関連がつかめるように配慮されている。（p.171、187、203、221、237、253、269）

⃝第３部第３章第６節「東北地方」の節末「未来に向けて」では、東日本大震災の復興に向けた取り組み
を事例として扱っている。防災の重要さを強調するとともに、地域ぐるみで取り組むことの大切さ
を知ることができるように配慮されている。（p.264）

おもに
特色４ p.41-44

人権・平和教育
の 推 進 の た め
に、どのような
配慮がなされて
いるか。

⃝第２部第２章「世界の諸地域」および第３部第３章「日本の諸地域」では、各地にはさまざまな立場や
考え方があることを認識し、多様な価値観や文化に対する理解と寛容な態度を育めるように配慮さ
れている。

⃝「未来に向けて　人権・多文化」が７か所（p.61、85、97、111、205、243、280）、「未来に向け
て　平和・安全」が２か所（p.55、189）設置され、多様な価値観や文化の共生を図る人々の姿が紹介
されている。

おもに
特色２ p.13-28
特色４ p.41-44

観点 観点の内容 『社会科 中学生の地理』の特色　　※（青字）は教科書のページ 本資料での
特色と掲載ページ

今
日
的
な
課
題
へ
の
対
応

グローバル化に
関して、どのよ
うな配慮がなさ
れているか。

⃝第２部第１章「人々の生活と環境」の中で、世界とのつながりの中で変化していく衣食住などの事例
を写真や本文で提示し、グローバル化が地域に及ぼす影響について記述されている。（p.31、33、
35、37、39、40-41）

⃝第３部第３章「日本の諸地域」では、グローバル化の影響が地方産業に及ぼす影響が記述されてい
る。（p.175-177、192-193、206-207、222、224-225、229、239、242-243、259、270、
274-276）

おもに
特色２ p.13-28
および p.49-52 

少子高齢化に関
して、どのよう
な配慮がなされ
ているか。

⃝第３部第２章「６日本の人口」では、日本における少子高齢化の現状について記述されている。
（p.152-153）

⃝第３部第３章「日本の諸地域」では、少子高齢化が地域に及ぼす影響について記述されている。
（p.195、210、241、245、260）

おもに
特色２ p.13-28

情 報 化 に 関 し
て、どのような
配慮がなされて
いるか。

⃝第３部第２章「８日本の産業」では、情報化が商業に与える影響が記述され（p.158-161）、第３部第
３章第５節「４工業地域の変化と第３次産業の発達」では、情報が集まる地域の産業について記述さ
れている。（p.242-243）

⃝「未来に向けて　情報・技術」が５か所設置され、情報化や技術革新によって人々の暮らしがどのよ
うに変容したか記述されている。（p.161、198、232、248、290）

おもに
特色４ p.41-44

「持続可能な開発
目標」(SDGs)に
関して、どのよ
うな配慮がなさ
れているか。

⃝教科書の冒頭で世界と日本における「持続可能な開発目標」（SDGs）の事例が写真で紹介され、SDGs
と地理的事象の関連について意識できるように工夫されている。（巻頭1-2）

⃝第３部第３章「日本の諸地域」の各節末「未来に向けて」にはSDGsマークが付され、持続な可能な社会
の実現に向けて取り組んでいる実社会の事例を掲載し、SDGsへの関心が高まるように配慮されてい
る。（p.182、198、216、232、248、264、280）

⃝「アクティブ地理　課題解決に向けた取り組みを考えよう」では、アフリカ州で見られる課題を考察
し、解決への取り組みをSDGsと関連させて考えられるように配慮されている。（p.90-91）

おもに
特色３ p.29-40
特色４ p.41-44
および p.55-56

表
記
・
表
現

統計、挿絵、写
真、図表などは
鮮明、正確かつ
適切であり、相
互の関連がはか
られるなど学習
効果を高めるた
めの工夫がなさ
れているか。

⃝本文の記述を補足する写真や図版などが大判で豊富に掲載され、学習を深められるように工夫され
ている。

⃝学習内容に関連する事項の参照ページや、参照資料の図番号などのリンクが設けられ、資料の活用
を促している。

⃝資料の読み取りのポイントを示した「資料活用」が設けられ、資料の活用が促されている。（p.31、
49、206など全53か所）

⃝地理的分野の学習に必要な用語を解説した「解説」が側注欄に設けられている。文章だけでは理解し
づらい用語には、図解や写真が添えられて視覚的に理解が深まるように工夫されている。（p.207側
注「中小企業と大企業」など全53か所）

おもに
特色１ p.５-12
特色２ p.13-28
特色３ p.29-40
および p.57-58 

特別支援教育や
インクルーシブ
教育に対して適
切な配慮がなさ
れているか。

⃝本文や図版などでは、文字をはっきり読み取ることができるユニバーサルデザインフォント（UDフォ
ント）が使用され、誤読を防ぐように配慮されている。

⃝見開きのデザインや、グラフ・地図などの資料には、色覚特性をもつ生徒も識別しやすい色や模様
が使用され、カラーユニバーサルデザインの配慮がなされている。

⃝色数の多いグラフや地図には、模様や線種、記号などが使用され、色以外での区別ができるように
配慮されている。

⃝図版が色で囲まれ、どこまでが同一の図版か読み取りやすいように配慮されている。
⃝各見開きのデザインは、生徒が学習しやすいように本文、資料、側注などが統一されたレイアウト

で整理されている。
⃝紙面右端のインデックスには、章・節の学習内容が記載されていることで、一目で学習している単

元がわかるように配慮されている。
⃝反射を抑えた紙が用いられ、読み取りやすいように配慮されている。

おもに
特色３ p.29-40
および p.57-58

印
刷
・
装
丁
等

紙質や印刷の鮮
明さなど、生徒
の利便性への配
慮がなされてい
るか。

⃝写真の印刷は鮮明で見やすくなっている。
⃝地図などの図版は、記号や注記文字が明瞭で読み取りやすいように配慮されている。
⃝紙は、反射を抑えつつ、鮮明に発色して裏写りせず、かつ文字も書き込める軽量なものが使用され

ている。
⃝生徒が家に持ち帰ることを想定し、軽い紙が用いられている。

おもに
p.57-58

造本は３年間の
使用に耐えられ
る配慮がなされ
ているか。

⃝表紙の材料は引っ張り、折りなどに強い用紙が使用され、さらに、表面の摩耗・汚れを防ぐために
ポリプロピレンシートが貼られており、長期間の使用に耐えられるように工夫されている。

⃝製本は、針金綴じよりも強度があり、かつ重量の軽いPUR製本が用いられている。これにより本が
大きく開くため、机の上に開いたまま置くことができるように工夫されている。

用紙・インキ等
は、環境への配
慮がなされてい
るか。

⃝古紙および環境に優しいフレッシュパルプが用いられている。インキには国産米の米ぬかから作ら
れるライスインキが使用され、環境保全への配慮がなされている。

⃝針金を使わないPUR製本により、資源を節約すると同時に、リサイクルしやすいように工夫されて
いる。

サ
ポ
ー
ト
体
制

デ ジ タ ル 教 科
書・教材や教師
用指導書などの
サポート体制は
どのようになっ
ているか。

⃝学習者用デジタル教科書、学習者用デジタル教科書+教材、指導者用デジタル教科書（教材）、教師用
指導書、拡大教科書が令和７年４月までに発刊される予定である。

おもに
p.59-62
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この教科書は、これからの日本を担う皆さんへの期待をこめ、税金によって無償で支給されています。
大切に使いましょう。

・特別支援教育やユニバーサルデザイン（UD）の観点
から、色覚特性に配慮した色づかいとなるよう工夫
しています。また、見やすく読み間違えにくいユニ
バーサルデザインフォントを採用しています。

・軽くて耐久性に優れた再生紙を使用し、ライスイン
キで印刷しています。

●この教科書の編集にあたっては、以下のような工夫・
　配慮をしています。

左のQRコードを読み取ると、本書の内容に関連
するコンテンツを利用することができます。
詳しくは、本体の巻頭６をご覧ください。

QRコードを

使おう

●コンテンツと内容

写真で眺める（学習の見通し）「写真で眺める」に関するコンテンツ
学習を振り返ろう 「学習を振り返ろう」に対応するワークシートや一問一答

アクティブ地理 「アクティブ地理」に対応するワークシートやリンク集
図解アニメーション 地理で習得したい技能を動画で解説するコンテンツ
用語解説 用語の定義や意味を確認できるコンテンツ
NHK for School NHK for School のリンク集を単元ごとにまとめたコンテンツ
他分野教科書リンク 関連する他分野の教科書紙面を閲覧できるコンテンツ
統計資料 日本、世界の主な統計を確認できるコンテンツ

思考ツール・白地図 巻頭 9の思考ツールの動画解説とデータ、白地図データへのリンク

地域見える化GISジオグラフ さまざまな統計データを地図上にグラフで表示できるGIS教材

小学校の振り返り（クイズ付き） 地図に関するクイズと都道府県や国の情報

教科書を活用した学び方 巻頭 5の教科書の活用方法の動画解説

リンク集 学習に活用できるウェブサイトへのリンク集
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