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景観写真を用いた学習
� 栃木県宇都宮市立陽南中学校�主幹教諭　安岡卓行

本授業は、第１章「人々の生活と環境」の単元
のまとめの時間にあたります。本単元は、学習指
導要領解説によると、「世界各地における人々の
生活の特色やその変容の理由を，その生活が営ま
れる場所の自然及び社会的条件などに着目して多
面的・多角的に考察し，表現すること」のできる
資質・能力を身に付けることが求められていま
す。そこで、これまで学習してきた内容について
の新出の資料を提示することにより、世界のさま
ざまな生活と環境を学び直すことを目的としまし
た。特に、衣食住の「住居」を題材として授業を
設定しました。学習の基本的な事前準備として
は、教科書 P２５「スキルUP　写真を活用する①　
写真から地域の特色を読み取る方法」の学習をふ
まえ、P４２ の「世界各地の人びとの生活と環境を
ふりかえろう」の「①学習した内容をふりかえ

る」の写真を置き換える形で学習を進めることと
します。
新たに生徒に提示する２枚の写真は、いずれも
床が地面から高い住居です。これまでの学習で
「湿度や熱をさけるため、床が高く風通しがよい」
ということを熱帯地方の住居の特徴として学んで
きています。それにより熱帯地方の暑さと湿度に
ついて学びますが、それが「熱帯地方＝高床」と
短絡的な学びになってしまうこともあります。
「社会は暗記だ！」という考え方が一般的にまだ
見られますが、「知識量、すなわち学力」という
固定概念に一石を投じる学習を行います。これま
でに身に付けた学習内容をもう一度覆すような事
実を用いて、既得概念を打ち壊すことにより生徒
に揺さぶりをかけ、これまでの学習内容をより深
めた形で理解させることをねらいました。

写真１はオーストラリアのクイーンズランドの
ものです。教科書 P２８ の資料と同様に高床の住
居ですが、屋根や壁の素材が異なり近代的な建物
であることに着目させます。「暑さと湿度を避け
る」という点では同様ですが、このように家屋の
つくりに違いが出るという、これらの事実も同様
に生徒の知識に揺さぶりをかけることにつながり
ます。写真２はロシアのアナドゥイリのもので
す。同じ高床であっても、家屋の暖房によって凍
土が溶けることを避け、凍土が溶けても家屋が傾
かないよう地下の岩盤にまで柱を突き刺す、とい
う理由もあります。写真を用いて地域を同定する

学習は、ともすれば一問一答クイズの答え合わせ
のようになりがちです。または「この場所を知っ
ているか、知らないか」のような単なる知識量を
はかるだけの学習にとどまってしまう恐れもあり
ます。しかし、このように問いを工夫することに
よって多面的・多角的に思考する学習を展開する
ことができます。その際にデジタル教科書を使用
すると、写真を細部まで拡大して確認することが
可能です。また、これまでの学習箇所で用いた写
真と並べて比較することもでき、いずれもデジタ
ル教科書の有効性です。

本時の目標
初見の写真を読み取ることを通して、世界各地の人々の生活と環境での学習内容について多面的・多角的
に考察し、より一層単元の内容の理解を深める。

本時の展開例
生徒の活動と内容 指導上の留意点

①導入� １０ 分
P４２ の「①学習した内容をふりかえる」に取り組む。

・新たに提示された２枚の写真を確認する。
　※デジタル教科書を使って、拡大確認する。

・写真から地域の特色を読み取ることを通して、生活と
環境の学習を振り返る。

・「①学習した内容をふりかえる」の進め方で写真を読
み取る。

学習課題　「この家はどの気候帯のものか」

②展開� 3０ 分
　写真がそれぞれどの気候帯にある住居なのかを考える。
●生建物の床が高いから、熱帯。
●生建物の素材・材質が同じだから、乾燥帯。
●教周囲の樹木を見ると、同じだろうか（高床家屋）。
●教家の構造、材料、素材などは同じだろうか。
・教師の問いを聞き、再び考え直しを行う。
●生同じ高床だが、周りの植物のようすが違う。
●生家の見た目が違う。

・教科書の写真を手がかりとして考えられるようにアド
バイスする。

・デジタル教科書を用いて、生徒が視覚的に比較できる
ように画像等を並べる。

・これまでの既習内容にたより、形状だけを見て思考・
判断・表現しないよう、個別に揺さぶりをかける声か
けを行う。

③まとめ� １０ 分
　新たな写真がどの気候帯のものかを判断することを通
して、気候区分についてどのような理解を深めることが
できたか、その考えを書く。
●生異なる気候でも、住居が同じような形状（床が高い）
になる場合があるということがわかった。

●生暑くないところや凍土のないところでも、床が高く
なるところはあるのだろうか。

●生このほかにも同じ形の住居になる場所があるのか知
りたい。

・本時で改めて考えたこと、新たに気付いたこと、さら
に出てきた疑問等を中心にまとめるよう指示する。

・何人かに発表させ、その意見や疑問をクラスで共有す
る。

「この家はどの気候帯のものか」

～まとめ～
・本時で改めて考えたこと、新たに気付いたこと、さらに出てきた疑問
「異なる気候だが、住居が同じような形状（床が高い）になることを知った」
「暑くないところや凍土のないところでも、床が高くなるところはあるのだろうか」

〈疑問〉熱帯？
〈理由〉
・家の壁がコンクリート…暑さを防げない？
・家の階段が高い位置にある。なぜ？

〈疑問〉家のつくり

〈理由〉
・家の構造がしっかりしている。
・ソーラーパネルがある。

オーストラリア
・熱帯
・「クイーンズランダ―」という伝統的な住居

ロシア、アナドゥイリ
・寒帯
・凍土がある地域

写真１ 写真２
〈予想〉熱帯

〈理由〉
・暑さをさけるため
・湿度が高いから

〈予想〉？？
〈理由〉
・建物が熱帯っぽくない
　コンクリート
・植物が違う
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「問い」が生まれる�
資料の提示と発問の工夫
� 滋賀県中学校�教諭

本単元は、学習指導要領（歴史的分野）大項目
Ｂ中項目「（３）近世の日本」にあたります。こ
の中項目では、１６ 世紀から １９ 世紀前半までの歴
史を扱い、我が国の近世の特色を、世界の動きと
の関連を踏まえて課題を追究したり解決したりす
る活動を通して学習します。近世の社会の変化の
ようすを理解するための知識を身に付け、まとめ
の学習では、近世の日本を大観し、他の時代との
共通点や相違点に着目して、学習した内容を比較
したり関連付けたりするなどして、その結果を表
現する活動を行います。
単元を学習するにあたっては、毎時間の学習課

題（問い）を設定することで、社会的事象の歴史
的な見方・考え方をはたらかせ、その課題につい
て多面的・多角的に考察、表現できるようにして
いくことが大切です。単元の導入にあたる本時で
は、近世の日本を概観して、その特色を探ってい
こうとする課題意識を育てるとともに、交易を通
して世界の結びつきが強まったことを背景に近世
社会が成立したことをとらえさせ、単元を学習し

ていくための問い（や以後の学習課題）を設定で
きるようにします。そのために、デジタル教科書
を活用して以下の三つの活動を行います。

❶中世と近世の政治権力をイメージすることので
きる絵図（図１と図２）を比較して近世のイメ
ージをつかむ。
❷年表から、近世という時代を見通す。
❸地図を読み取り、日本と世界のつながりを確認
する。

このように、絵図を比較して読み取ったり、年
表や地図を読み取ったりする活動を通して、安土
桃山時代から江戸時代までの「近世」とよばれる
時代のイメージをつかませます。その際には、歴
史的な見方・考え方をはたらかせることのできる
発問に工夫し、「強大な力をもった近世の将軍は、
中世と比べてどのような時代をつくっていったの
か」などのように、近世の日本が成立した要因や
その結果を考察していくための問い（や以後の学
習課題）を、生徒自ら設定できるようにします。

本時の目標
「近世」の将軍のイメージをつかみ、第４編（「近世の日本と世界」）の学習の見通しをもつ。

本時の展開例生徒の活動と内容 指導上の留意点

①導入� ５分
●教第４編では、どのような学習をするのだろうか。 ・小学校の既習知識をもとに「近世」とはどのような時

代だったのかを確認させる。

学習課題　「近世」の将軍のイメージをつかみ、第４編の問いを立てよう。

②展開� 3５ 分
●教図１と図２の絵図の特徴や違いを読み取り、話し合
いましょう。そして、あなたが考える「近世」の将
軍のイメージを書き出しましょう。

●生� �室町幕府の将軍の屋敷は、家臣と同じぐらいの大き
さだけど、江戸幕府の江戸城は、他の大名と比べて
とても大きい。

●生� �中世と近世の将軍の建物を比べると、近世の将軍の
ほうが圧倒的に大きく、守りもかたそうだ。

●教年表を読み取り、話し合いましょう。
●生ヨーロッパ人が日本に来た後、信長や秀吉、家康の
活躍によって全国が統一された。

●生� �ヨーロッパ人の世界進出が進んだ。
●生� �江戸時代は乱や一揆などの争いが減っている。
●教地図を読み取り、話し合いましょう。
●生中国では国名が宋から明に変わっている。
●生� �オスマン帝国が東ローマ帝国を滅ぼした。
●生� �アジア貿易を通してヨーロッパと日本がつながった。

・デジタル教科書に収録されたコンテンツの洛中洛外図
屏風や江戸図屏風の絵図解説を活用して読み取りを支
援する。「室町幕府の将軍と管領の屋敷はどれかな。
大きさを比べてみよう」「室町幕府の将軍邸（室町殿）
と江戸城を比べてどんなことが読み取れるかな」� �
� 【比較】

・「小学校で学んだ人物はいつごろに活躍したのか」「世
界ではどのようなことが起きているか」「江戸時代は
それまでの時代と比べてどのような変化が起きたの
か」などの発問により、時代の流れや移り変わりに着
目させる。� 【時系列・推移】

・「（教科書の）P８２ の中世の地図と比較して、ユーラシ
ア大陸の国々はどのように変わっているか」「日本と
世界はどのようにつながっていたのか」などの発問に
より、時代の流れや外国とのつながりに着目させる。�
� 【推移・つながり】

③まとめ� １０ 分
●教第４編の問いを立てましょう。
●生強大な力をもった近世の将軍は、中世と比べてどの
ような時代をつくっていったのか。

・日本の近世では、ヨーロッパとの関わりがみられるよ
うになり、国内では乱や一揆などの争いが減っている
ことをおさえ、以後の学習で「なぜこのような変化が
起こり、その結果、社会にどのような影響を与えたの
か」について追究していくことを確認する。

図１ 図 2

図１と図２の絵図の特徴や違いを読み取り、話し合いましょう。
また、今のあなたが考える「近世」の将軍のイメージを書き出してみましょう。

発問
１

年表を読み取りましょう。

発問
2

地図を読み取りましょう。

発問
3
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第 3編　私たちの生活と経済

価格（円） 200 170 140 110 80 50

需要量（個） 10 13 16 19 22 25

供給量（個） 24 20 16 12 8 4

アクティビティ ▼需要供給曲線

　逆に，ある商品の供給量が需要量を上回っているときは，その商
品は市場で十分足りているので，価格は下がり，消費者は需要量を
増やし，生産者は供給量を減らします。
　市場でこのように決まる価格を市

し

場
じょう

価
か

格
かく

といいます。こうして市
場価格が調整をすることで，需要量と供給量がつり合った状態を均

きん

衡
こう

といいます。均衡状態では生産者も消費者も希望通りに取り引き
できており，そのときの市場価格を均

きん

衡
こう

価
か

格
かく

といいます。
生産者が生産する量を変えるということは，
土地，労働力，エネルギー，原材料などの資

源の使い方を変えるということです。価格が高くなれば，消費者が
欲しがっている商品の生産のために，これらの資源がより多く使わ
れるようになります。生産者が価格の上がり下がりをシグナルとし
て供給量を調整することで，資源がより消費者の希望に沿った形で，
むだなく効率的に使われるようになるのです。
　このような価格と自由な取り引きを中心とするしくみは市

し

場
じょう

経
けい

済
ざい

とよばれ，現在，世界のほとんどの国で，経済の基本的なしくみに
なっています。

6

P.253

価格と資
し

源
げ ん

の
使われ方

私たちの社会では，なぜ財やサービスに価
か

格
かく

がついているのでしょうか。本当は，すべて
のものをだれでも欲

ほ

しいだけ手に入れられることが理想です。しか
し現実には，ものは人々が望む量に比べて希

き

少
しょう

です。ですから，希
少なものには価格をつけて，それだけのお金を支

し

払
はら

ってもよいと思
う人が買い，その価格で売りたいと思う人がつくるというしくみが
できあがったのです。

消費者と生産者が財やサービスを自由に売り
買いしている場を，市

し

場
じょう

といいます。消費者
が価格を見て買おうとする量を需

じゅ

要
よう

量
りょう

といい，生産者が価格を見て
売ろうとする量を供

きょう

給
きゅう

量
りょう

といいます。
　ある商品の需要量が供給量を上回っているときは，その商品は市
場で品不足になっているということです。より希少になるため，価
格は上がります。このとき，消費者は価格が高いため需要量を減ら
そうとし，生産者はより多く生産しても買ってくれる消費者がいる
ため，供給量を増やそうとします。

1 2

1

4

5

6

価格の決まり方

市場経済において，価格の上がり下がり
はどのようなはたらきをしているかを本
文から書き出しましょう。

確認

価格の役
や く

割
わ り

市
し

場
じょう

のしくみと価格の決まり方6学習  課題

見方・考え方

価格のはたらきを，効率に着目して理
解しましょう。

価格はどのように決まり，どの
ようなはたらきをもつのでしょ
うか。

 需
じゅ

要
よ う

曲線4

 需要供給曲線6

 供
きょう

給
きゅう

曲線5

効率

 トマトの入
にゅう

荷
か

量と平均価格（「市場統計
情報」2017年）
3

①需要曲線，供給曲線をかいてみましょう。
②トマトの均衡価格は何円か，かいたグラフか
ら読み取ってみましょう。
③次の場合，需要曲線もしくは供給曲線はど
のようになるでしょう。また，そのときの価
格はどのように変化するでしょう。

A 大雨でトマトが不作になったとき
B テレビ番組でトマトが健康によいと紹

しょう

介
か い

さ
れたとき

 野菜の価格の上
じょう

昇
しょう

を伝える新聞記事
（2018年7月26日日本経済新聞）
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 市場とは，現実の市場ではなく，商品の取
り引きが行われる概

が い

念
ね ん

上の空間をさします。
1

需要曲線

需要曲線

供給曲線

供給曲線

価格

価格

価格

需要量

需要量／供給量

供給量

高い

高い

高い

安い

安い

安い0

0

0少ない

少ない

少ない多い

多い

多い

価格が安いと
買いたい量が多い

均衡価格より高いので
供給量の方が多い

均衡価格より安いので
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トマトの価格ごとの需要量と供給量が以
下の表のとおりだとします。 
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野菜の出荷時期をずらす農業のくふうには，どのようなねらいがあるでしょう。地理

 海外旅行のポスター1  海外旅行の料金表2

出発日ごとの3泊5日ツアーの料金プラン

価格が高い日と
安い日では何が
ちがうのかな。

オアフ島

ハワイ旅行
期間：8月1日〜31日

▲▲旅行会社

¥250,000~
¥350,000

3泊5日

ツアー

夏のバカンス！

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

A B C D E

250,000円 280,000円 300,000円 320,000円 350,000円
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　ある会社のハワイ旅行のポス
ターを見ると，出発日によって価
格が大きく異なりました。なぜ価
格が変化しているのでしょうか。
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価格の決まり方と市場での�
はたらきを考える
� 東京都品川区立荏原第五中学校�教諭　諸戸彩乃

生徒にとって、価格とはどのようなものでしょ
うか。そこに自分たちは関係なく、ルールや規則
と同様に、相手によって決められているものだと
認識をしているかもしれません。でも、その価格
決定に自分たちも影響を与えているとしたら。
市場では、財やサービスが自由に売買され、需

要と供給によって価格が決まっていきます。この
価格決定にはさまざまな要素が絡み合います。生
徒も含めた消費者の「欲しい」という思いがニー
ズであり、いわゆる需要側として価格決定に影響
を与えます。供給側はそのニーズもくみ取って判
断をして商品を供給していくことで、両者のバラ
ンスが取れ均衡価格が決まります。この見えない
力がはたらいている、駆け引きのような楽しさ
を、供給側に立って考えてもらうことにしまし

た。社長という役割を通して効率や希少性に着目
をし、考えてもらいます。導入の部分では教科書
は開かずに、教科書のカレンダーを編集したもの
を使用し、社長として旅行代金の価格設定を考え
てもらうところから始めます。その際に効率と希
少性を判断材料にすることを条件とし、判断した
理由を考えてもらうようにします。
また、需要供給曲線の理解は、中学生にとって
はイメージすることが難しく、中学校の公民的分
野でもつまずきが多くみられる部分です。デジタ
ル教科書の動画解説及び、アニメーションを活用
することで、理解を促すようにしたいです。
日常での需要側の経験と、今回の供給側の経験
から、価格の決まり方と市場経済での価格変動の
はたらきにも気付くことを目標とします。

本時の目標
価格の決まり方について理解をし、価格には人的資本や物的資源を効率よく配分するはたらきがあるとい
うことに学習活動を通して気付くことができる。

本時の展開例

生徒の活動と内容 指導上の留意点

①導入� １０ 分
●教みなさんに会社の社長になってもらいます。経営者
として二つの問いに対して経営判断をしていっても
らいます。

●教旅行会社の社長になったつもりで、旅行カレンダー
の価格設定を考えてもらいます。

理由も含めてどのように考えたか周囲と共有する。
●生お盆休みはやっぱり高いから。
●生お客さんが少ない時に高くしたほうが売り上げが得
られるから。

●教次はレストランの社長になったつもりで、トマト料
理を積極的に提供する時期を考えてみましょう。

●生夏野菜のイメージだから７月。
●生安い時期に買って後で出したほうがメニューの値段
を高くできそうだから。

時間があれば周囲とまた共有を行う。

・生徒は指示があるまで教科書は開かない。
・ワークシートと教師が提示するデジタル教科書のみで
授業を進める。

・判断の際に、「効率」と「希少性」を大切にすること
を伝える。

・経営者としての不正解はないが、一般的な話として、
需要が高いときに価格を高くしたほうが売り上げにつ
ながるということは伝える。

・デジタル教科書�ア、■3の図の入荷量のみ提示。平均価
格の２月くらいまでを見せ、あとは生徒に考えてもら
う。

※導入部分はワークシートでなくても、デジタル機器等
に記入させ、考えを共有し合ってもよい。

学習問題：価格はどのように決まり、どのようなはたらきをもつのだろうか。 
効率と希少性に着目して考えよう。

②展開� 33 分
●教もう少しトマトについて考えていきましょう。まず
動画をみます。

デジタル教科書�イの動画を見た後、教科書 P１３５ のア
クティビティに取り組む。
●生ワークシートに取り組み、価格、グラフ、アクティ
ビティのＡとＢの場合について記入する。

●教ＡとＢの確認を、デジタル教科書�ウを活用し解説す
る。その後、ワークシート①～④を生徒と一緒に埋
めていく。

次に生産者が生産量を変えるにはどのような方法があ
るか考えましょう。ワークシート⑤も確認。

・生徒にはここで教科書を開いてもらう。
・これから見る動画に、この後授業で使う新しい用語が
出ていることも伝える。

・最初は個人で考えさせ、生徒のようす次第では周囲と
の相談を可とする。

　　　　　　　　ワークシートはこちら→

③まとめ� ７分
●教市場経済において、価格の上がり下がりはどのよう
なはたらきをしているか、本文から探し線を引きま
しょう。

・デジタル機器が使用できるのであれば、生徒に線を引
いた部分の写真を撮って提出させる。

NHK�for�School の解説

ア

イ

ウ

https://www.nichibun-g.co.jp/qr/dgtb_cs_c-shakai/worksheet.pdf


使ってみよう ! 

景観写真を用いた学習
栃木県宇都宮市立陽南中学校 主幹教諭　
安岡卓行

「問い」が生まれる資料の
提示と発問の工夫
滋賀県中学校 教諭

価格の決まり方と
市場でのはたらきを
考える
東京都品川区立荏原第五中学校 教諭　
諸戸彩乃
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デジタル教科書
実 践 事 例 集 中 学 校 社 会 編

社会科NAVI プラス機関誌　社会科NAVI

日本文教出版　各種資料のご案内

年に3回発行。
授業実践例、授業力アップのための記事
をはじめ、先生方の授業の役に立つ情報
が満載！

デジタル教科書のサイトへ

「評価と指導の一体化」「ポートフォリオ
を使用した学習評価」「一人一台端末の
活用方法」「SDGs についてわかりやす
く解説！」の 4冊シリーズで順次発行。

https://www.nichibun-g.co.jp/
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