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　　　 たちは社会生活をするなかで自ずと何らかの「見
方・考え方」を働かせている。例えば，旅行先で飲み物
や食べ物が欲しくなったときに，「コンビニはどこにあ
るだろう」と考える。このような「問い」を投げかける
とき，この世の中を地理的な視点でとらえているのであ
る。
　このたびの学習指導要領では，地理的な視点を生かし
て，社会のことを「考察」または「構想」していくプロ
セスを，「地理的な見方・考え方」を働かせることと定
義している。考察とは，「社会的事象の特色や相互の関
連，意味を多面的・多角的に考察する」ことを指す。構
想とは，「地域に見られる課題の解決に向けて，複数の
立場や意見を踏まえて選択・判断する」ことを指す。な
お，教科書では，上記紙面のように，巻頭口絵（教科書
P.II-III）において，学習指導要領に示された５つの視点に

　　　科書では，見開き２ページのうち，１ページ目
の左欄で【学習課題】と【見方・考え方コーナー】が
示されている。学習課題と対応した「地理的な見方・考
え方」が，ワンセットで明確に示されている。例えば，
「２編２章 ２ ヨーロッパ州」の５・６時間目「移民の
増加とゆらぐ統合のうごき」（教科書P.68-69）では，
学習課題「ヨーロッパは，今後もEUとして地域の結び

私

教

「地理的な見方・考え方」を
働かせるとは

教科書で「地理的な見方・
考え方」をどう示したか

もとづき，見方・考え方を働かせた姿が示されている。
　例えば，「人と自然とのかかわり」の視点にもとづい
た問いの例として，「いちご農家の人々は自然をどのよ
うに生かしているのかな？」「都市で生活する人々は自
然をどのようにつくり変えてきたのかな？」が示されて
いる。これらは，地理的な見方・考え方を働かせた「考
察」型の問いの例である。

いちご農家はどのように
分布しているのかな？

1位置や分布

　中学校社会科では，どのような学習をするのでしょう。社会科の学習を進めるにあたって大切なのは， 社会的な
見方・考え方 をはたらかせながら学習することです。地理的分野では， 社会的な見方・考え方 のなかでも， 地理
的な見方・考え方 をはたらかせて，世界や日本のものごとを見ていきます。
　 地理的な見方・考え方 は，以下の1～5に整理することができます。

地域のあいだのさまざまな関係やつながり，
競争などを読み取るときに活用します。

その地域の自然環
か ん

境
きょう

と人々の生活との関係
を読み取るときに活用します。

「それはどこで行われているのか」「それは
どのように分布しているのか」を考えるとき
に活用します。

1位置や分布 2 場所 3 人と自然とのかかわり 4 地域どうしのつながり 5地域
「このあたりでは似た特色がみられる」「このあた
りはこのような関係で結びついている」といった，
地域の特色を読み取るときに活用します。

「そこはどんなところか」を考えて，自然や
社会の特色を読み取るときに活用します。

いちご農家が
ある場所は

どんなところかな？

2場所

いちご農家の人々は
自然をどのように
生かしているのかな？

3人と自然とのかかわり

農村地
ち

域
いき

地名や目印に
なるものをもとに
考えよう。

ケーキ屋がある場所は
どんなところかな？

2場所

なぜこのあたりには
オフィスや店が

集まっているのかな？

5地域

なぜ，このあたりでは
いちご栽

さ い

培
ば い

が
盛
さ か

んになったのかな？

5地域

いちご狩
が

りツアーに
参加する人々は
どんな方法で

農村地域に来るのかな？

4地域どうしのつながり

いちごが都市地域に出荷されると，
かわりに農村地域には
何がやってくるのかな？

4地域どうしのつながり

ケーキ屋は
どこにあるのかな？

1位置や分布

都市地域

人，もの，
情報の流れに
注目しよう。

都市で生活する人々は
自然をどのように

つくり変えてきたのかな？

3人と自然とのかかわり

地形や気候などに
注目して考える
ことができるね。

まわりの自然や
社会のようすは

どうなっているのかな。

地理との出会い ―地理的な見方・考え方って？― 　中学校社会科では，どのような学習をするのでしょう。社会科の学習を進めるにあたって大切なのは，社会的な
見方・考え方 をはたらかせながら学習することです。地理的分野では，社会的な見方・考え方 のなかでも，地理
的な見方・考え方 をはたらかせて，世界や日本のものごとを見ていきます。
地理的な見方・考え方 は，以下の11～55に整理することができます。
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地域ができる

  条件は何かな。
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▲ 地理 P.II-III
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　　　際の授業では，地理的な見方・考え方を働かせる
局面は一回きりではなく，複数ある。例えば，先述の学
習課題「ヨーロッパは，今後もEUとして地域の結びつき
を強めていくべきでしょうか。」は，授業の導入で発せ
られるべき問いである。しかし，学習の進展にそって，
生徒は，EUの統合が進み，EUの一員であるという意識 

が広がったにもかかわらず，イギリスのEU離脱が象徴す
るように，EUの統合がゆらいでいるという事実にも直面
する。このような授業展開の核心部分では，教科書P.69
右欄の【深めよう】に示されている問いが有効である。
「EU統合がヨーロッパの国々や人々の考えにもたらした
変化は何でしょうか。」という問いを発することで，授

　　　方・考え方を働かせるために必要なのは，授業に
おける問いである。問いに導かれた授業を生み出すこと
によって，社会的事象に対する「考察」が進み，生徒の
学びは主体的なものになることが期待される。また，さ
らに「構想」に向かう問いを発することで，生徒どうし
の対話的な学びが生み出されていく。
　学習指導要領では，教科の学習の本質が「見方・考え
方」を働かせることであると規定している。昨今では
アクティブ・ラーニングが推奨されているが，授業の中
で，ただ単に「話し合う」ことや「提案する」ことを取
り入れただけでは，深まりに欠け，地理学習の本質と
離れたものになる恐れがある。日本文教出版の『中学

社会』教科書では，毎
ページで問いとリンク
した見方・考え方を並
べている。それによっ
て，地理の授業が主体
的・対話的でありなが
ら，教科の本質にねざ
した“深い”学びとなる
ことをねらっている。
そして，「考察」型と
「 構 想 」 型 の ハ イ ブ
リッドな展開の支えと
なる。

実

見

「地理的な見方・考え方」を
授業でどう働かせるのか

この教科書によって生徒の
学習がどう変わるのか

つきを強めていくべきでしょうか。」が示されている。
この学習課題の解決に向けて，見方・考え方を働かせる
必要がある。教科書ではその例として，「統合が進んだ
ことによるEU加盟国の結びつきや人々の考えの変化に
ついて，成果・課題の両面に着目しましょう。」という
指示が示されている。もし，さらに発展した学習を望む
のであれば，単元末に設けられた【チャレンジ地理】の
「ヨーロッパの大国，イギリスのEU離脱問題を考えよ
う」（教科書P.70-71）に進んで，生徒自身に「構想」
型の問い「イギリスのEU離脱に賛成か反対か」について
判断させることもできる。

伊藤 直之（いとう なおゆき）

専門分野／社会科教育学・地理教育
主要著書・論文／『社会科教育の未来』（編著，
東進堂，2019 年），イギリスにおける地理カリ
キュラム論争（「社会科研究」76，2012 年），
問題解決を基盤とした地理教育（「社会系教科
教育学研究」14，2002 年）
日本文教出版『中学社会』教科書著者

業展開はまさにヤマ場を迎える。そして，授業の冒頭で
確認したような，EUが地域の結びつきを深めていくこと
にも葛藤があると分かり，授業は「EUが今後解決すべき
課題は何か，話し合いましょう。」という展開部へと推
移していく。

▲ 地理 P.68-69　※供給時に，最新の状況に更新する予定です。

第 2編第 2章　世界の諸地域

ヨーロッパの国々には，世界中から来たさま
ざまな信

しん

仰
こう

や文化をもつ人々が生活していま
す。EU加

か

盟
めい

国のなかで人の移動がしやすくなったことから，経
けい

済
ざい

的に豊かな西ヨーロッパの国々には，仕事が少なく所得水準の低い
東ヨーロッパの国々から移住する人が多くなっています。また，
ヨーロッパには，過去にヨーロッパ諸

しょ

国
こく

の植民地だったアジアやア
フリカの国々からの移

い

民
みん

やその子孫が多く住んでいるほか，1960年
代以

い

降
こう

，イスラム教を信仰するトルコ，シリア，北アフリカなどか
らの移民である外国人労働者や難

なん

民
みん

が増えています。その結果，現
在では，ヨーロッパには，イスラム教などに基づく多様な文化をも
つ人々がともに生活する，多

た

文
ぶん

化
か

社
しゃ

会
かい

が形づくられています。
EUの統合が進み，EUの共通政

せい

策
さく

は，それぞ
れの国が行っていた役

やく

割
わり

の一部を引き受ける
ようになりました。人々は，それぞれの国の国民であるという意識
とともに，EUの一員であるという意識をもつようになりました。
　その一方で，ヨーロッパでは，EUの統合がゆらぎつつあります。
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さまざまな人々が
住む多文化社会

 さまざまな民族の人々が住むロンドン（2018年,イギリス）1

 5 高級時計の組み立て
（2015年,スイス）

 ヨーロッパの主な国の外国生まれの人
口（OECD International Migration Outlook　
2018）

3

EUの統合が進んで，多くの国の意見を調整することが難
むずか

しくなり，
それぞれの国が主

しゅ

権
けん

を失っていくことへの懸
け

念
ねん

も広まっています。
また，大都市を中心に外国人の数が増えたり，失業者が多くなった
りしており，国によっては深

しん

刻
こく

な問題になっていることもあって，
統合を進めることに反対する人々のうごきが強まっています。
　2016年にはイギリスで国民投票が行われ，EUからの離

り

脱
だつ

に賛成
する意見が反対する意見を上まわり，世界に衝

しょう

撃
げき

をあたえました。
イギリスは2019年にEUを離脱する予定です。EUは，大きな転機を
むかえています。

イギリスのスコットランドやスペインのバス
ク地方などでは，独立運動や自治権の拡大を

求めるうごきが続いています。これらの地
ち

域
いき

では，言語や伝統・文
化などに，その国のほかの地域と異

こと

なる部分があります。20世紀に
も，一つの国だったチェコとスロバキアが平和のうちに分離したり，
旧ユーゴスラビアが内戦の結果いくつもの国に分

ぶん

裂
れつ

したりしました。
　EUの統合がゆらぐなか，統合をさらに進めて大きな経済市場を
つくり，多様な人々が協力し合う社会をめざすのか，地域ごとに異
なる伝統・文化をより尊

そん

重
ちょう

していくのか，双
そう

方
ほう

のよい点を取り入れ
るのか，ヨーロッパでは，さまざまな意見をもつ人々のあいだで，議

ぎ

論
ろん

が続いています。

ゆらぐEUの統合

統合のかげで進む
分
ぶ ん

離
り

のうごき
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P68　ヨーロッパ州への外国人労働者の動き

EUから離脱する国の離脱の理由は何か，
考えましょう。

確認

EU統合がヨーロッパの国々や人々の
考えにもたらした変化は何でしょうか。
また，EUが今後解決すべき課題は何
か，話し合いましょう。

深めよう

 「あなたはEU人ですか」という問いに
対する国別の回答
（Standard Eurobarometer 90）
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学習  課題
ヨーロッパは，今後もEUとし
て地

ち

域
い き

の結びつきを強めていく
べきでしょうか。

見方・考え方

統合が進んだことによるEU加
か

盟
めい

国の
結びつきや人々の考えの変化について，
成果・課題の両面に着目しましょう。

地域

EUに加盟しないスイス
地理

　ヨーロッパのほぼ中央にあるスイスは，九
きゅう

州
しゅう

地方とほぼ同じ
面積で，人口約850万人の小さな国です。P.62の 3のように，
スイスはEUに加盟していません。まわりの国々はEUに加盟し
ていますが，スイスは加盟しなくても問題ないのでしょうか。
　スイスは1人あたりの国内総生産（GDP）が非常に多く，経済
がうるおっています。スイスの通貨（スイスフラン）は，世界で
最も安定した通貨の一つです。スイスの人々は，EUに加盟す
ると外国から労働者が入ってきたり，共通通貨のユーロが導入
されたりして，経済が悪化するのではないかと考えるようにな
りました。また，EUに加盟していなくても，ヨーロッパの国々
とはさまざまな点で経済的な協力を進めています。
　2015年には，EUに加盟するかどうかを問う国民投票が行わ
れましたが，加盟に反対する人が過半数となりました。

移民の増加とゆらぐ統合のうごき5 6

 ヨーロッパへの外国人労働者の動き
資料活用 ヨーロッパのどの国に流入する外

国人が多いか，計算しましょう。

2

イギリスでは，なぜいろい
ろな国からの移民がたくさ
ん生活しているのだろう。
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　　　 次改訂の『中学社会』においては，上記のような
学習指導要領の趣旨を踏まえて，魅力的な授業づくりに
向けた具体的指針を示し得る紙面の構成を企図して，見

今

象を考察することなどが，その具体的なあり方として示
されている。
　しかし「主体的，対話的で深い学び」の実現に向けて
は，これらの視点や方法をただ機械的に取り入れただけ
では，形式的な授業改善に留まってしまう。それらを活
用することで，深い思考を促す魅力的な授業づくりを志
向する必要がある。歴史的分野においては，変化に着目
して比較したり，事象同士の因果関係に着目して考察し
たりするなどして，事象の歴史的な意味や意義，時代の
特色や時代像に迫っていくことで，歴史についての深い
理解に導くような意義ある授業を構想したい。

▲ 歴史 P.118-119

　　  017（平成29）年に告示された中学校学習指導要
領では，「見方・考え方」を働かせた学習を行うこと
で，生徒たちにとって意義のある学びの実現が求められ
ている。
　社会科における「見方・考え方」は，社会的事象に
ついて探究する際の「視点や方法（考え方）」とされて
おり，歴史的分野の場合は，「社会的事象の歴史的な見
方・考え方」として，時期，年代など時系列に関わる視
点，展開，変化，継続など諸事象の推移に関わる視点，
類似，差異，特色など諸事象の比較に関わる視点，背
景，原因，結果，影響など事象相互のつながりに関わる
視点などが示されている。そして，それらを働かせた学
習として，時期，推移などに着目して比較し，類似や差
異などを明確にしたり，事象同士を因果関係などで関連
付けたりするという方法（考え方）を踏まえて社会的事

1

2

3

4

1

2

3

4

「歴史的な見方・考え方」
とは

教科書に示した「歴史的な
見方・考え方」の働かせ方

2
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浅井

桶狭間の戦い（1560年）
おけはざ ま　

堺

石山本願寺

毛利

島津

長宗我部

山崎の戦い（1582年）
やま ざき

しま  づ

もう  り

徳川
とくがわ

上杉
うえすぎ

伊達
だ　て

北条
ほうじょう

柴田
しば  た

明智
あけ ち

あざ い

朝倉
あさくら

延暦寺
えんりゃく じ

武田
たけ だ

ちょうそ   か   べ

いしやまほんがん じ

一向一揆
いっこういっ き

長篠の戦い（1575年）
なが しの

1582年

1585年

1586年

1586年

1590年

1587年

京都
きょう と

安土
あづ ち

0 200km

1560年ごろ
1582年ごろ
信長にほろぼされた主な勢力
信長軍の進路

秀吉にほろぼされた主な勢力
秀吉に服従・降伏した大名

ふくじゅう  こうふく

信長の領域
りょういきのぶなが

年次は服従・降伏した年
秀吉軍の進路

1586年

 織田信長・豊臣秀吉の勢力の広がり　 資料活用 P.97 6と比べてみましょう。2

資料活用 秀吉は，刀狩を行う理由をど
のように説明しているか読み取りましょう。

 豊
とよ

臣
とみ

秀
ひ で

吉
よし

（1537～1598）
（大

おお

阪
さか

府　逸
いつ

翁
おう

美術館蔵）
1

た。収
しゅう

穫
か く

高
だ か

は，全国どこでも同じ大きさのますで測られ，石
こ く

高
だ か

で示
されました。秀吉が全国で行った検地を，太

た い

閤
こ う

検
け ん

地
ち

といいます。
　太閤検地の結果，検地帳に記された百

ひゃく

姓
しょう

は，その田畑を耕作する
権
け ん

利
り

を認
み と

められ，定められた年
ね ん

貢
ぐ

を村ごとに領主である武士に納
お さ

め
ることになりました。武士は，その領地を石高であらわされ，石高
に応じて軍

ぐ ん

役
や く

を負
ふ

担
た ん

することになりました。こうして，公
く

家
げ

や寺社
は，それまで荘

しょう

園
え ん

領主としてもっていた田畑に関する権
け ん

利
り

をすべて
否

ひ

定
て い

され，勢力を失いました。
秀吉は，刀

かたな

狩
が り

を行って，百姓から刀・弓・や
り・鉄

て っ

砲
ぽ う

などの武器を取り上げました。刀狩
と検地によって，一

い っ

揆
き

などの百姓の抵
て い

抗
こ う

を防ぎ，武士と百姓とを区
別する兵

へ い

農
の う

分
ぶ ん

離
り

を進めました。さらに，百姓が田畑をすてて武士・
町人（商人・職人）になることや，武士が百姓や町人になることなど
を禁止しました。武士と町人は町に，百姓は村にというように，住
む場所も固定しました。こうして，武士と百姓・町人との身分のち
がいをはっきりさせて，近世社会のしくみを整え，武士による支配
を固めていきました。
　また，秀吉は，初めはキリスト教を保護しましたが，長

な が

崎
さ き

がイエ
ズス会の領地になったことなどから，国内統一のさまたげになると
考え，宣

せ ん

教
きょう

師
し

を追放する命令を出しました。

1

7 2

6 3

4

P.70

8

P.113

刀
かたな

狩
が り

東
と う

海
か い

・近
き ん

畿
き

・北
ほ く

陸
り く

地方をほぼ統一した織
お

田
だ

信
の ぶ

長
な が

は，武
た け

田
だ

氏をほろぼした後，中
ちゅう

国
ご く

地方の毛
も う

利
り

氏を討
う

とうとしました。しかし，家
か

臣
し ん

の明
あ け

智
ち

光
み つ

秀
ひ で

に攻
せ

められ，京
きょう

都
と

の本
ほ ん

能
の う

寺
じ

で自害しました。信長の家臣の豊
と よ

臣
と み

秀
ひ で

吉
よ し

は，山
や ま

崎
ざ き

の戦い
（京都府）で光秀をたおして信長の後

こ う

継
け い

者
し ゃ

となり，次いで四
し

国
こ く

・九
きゅう

州
しゅう

，
さらに関

か ん

東
と う

・東
と う

北
ほ く

地方の大名を従
したが

えて，1590年に全国統一をなしと
げました。その間，秀吉は，全国に200万石

ご く

をこえる領地をもつよ
うになり，大

お お

阪
さ か

・京都・伏
ふ し

見
み

に城
し ろ

を築いて，全国の金山・銀山を支
配下におきました。さらに，関

か ん

白
ぱ く

の地位について，天
て ん

皇
の う

の伝統的な
権
け ん

威
い

をも利用して政治を行いました。
　信長は安

あ

土
づ ち

に，秀吉は京都の伏
ふ し

見
み

（のちに桃
も も

山
や ま

とよばれた）に城を
築いたので，この時代を安

あ

土
づ ち

桃
も も

山
や ま

時
じ

代
だ い

といいます。
秀吉は，ますやものさしなどの基準を統一し，
役人を全国に派

は

遣
け ん

して，田畑の面積をはかり，
土地のよしあしや耕作者を調べさせ，村ごとに検地帳を作成しまし

1

32

4

P.54

5

太
た い

閤
こ う

検
け ん

地
ち 秀吉はどのような社会をつくろうとした

のか，百姓や町人に対する政
せ い

策
さ く

から説明
しましょう。

確認

豊
と よ

臣
と み

秀
ひ で

吉
よ し

の
全国統一

学習  課題

見方・考え方

太
た い

閤
こ う

検
け ん

地
ち

と刀
かたな

狩
が り

が，何をどのように変
化させたのかに着目しましょう。

武士である秀吉が百
ひゃく

姓
しょう

や町人に
対する支配を重

じゅう

視
し

したのはなぜ
でしょうか。

 大阪城（大
おお

坂
さか

夏の陣
じん

図
ず

屏
びょう

風
ぶ

　大阪城天
てん

守
しゅ

閣
かく

蔵）　秀吉が全国の大名に築城を手伝わせま
した。

4

 検地に使われたものさし（検地尺
じゃく

　鹿
か

児
ご

島
しま

県　尚
しょう

古
こ

集成館蔵）5

 検地のようす
（秋

あき

田
た

県　玄
げん

福
ぷく

寺
じ

蔵）� �

江戸時代の検地の
ようすです。

7

 1589年の検地
帳（熊

くま

本
もと

県立図書館蔵）
6

比較

なぜ，秀吉が行った事業を全国統一と
いうのでしょうか。

深めよう

 石は体積ですが，1石を重さにすると米約
150㎏です。田だけでなく畑や屋

や

敷
し き

も米の石
高であらわされ，年貢が課されました。
 太閤は関白をやめた人のことで，ここでは
秀吉をさします。
 百姓は，多くは農民ですが，村に住む漁民
や山の民や職人も含

ふ く

まれます。
 武士が将

しょう

軍
ぐ ん

や大名に対して負う，軍事上の
負担です。

1

2

3

4

武士が政治の実権をにぎった時代のう
ち，安土桃山時代と江

え

戸
ど

時代を近世と
いいます。（ P.72中世）

近世基本用語

学習した人物：豊臣秀吉 小学校

 信長・秀吉の全国統一までのあゆみ3

年 できごと
1543 鉄

てっ

砲
ぽう

が伝来する
1549 キリスト教が伝来する
1560 桶

おけ

狭
はざ

間
ま

の戦いで今
いま

川
がわ

義
よし

元
もと

を破る
1569 堺

さかい

を支配下におく
1570 一

いっ

向
こう

一
いっ

揆
き

との戦い（～80）
1571 比

ひ

叡
えい

山
ざん

延
えん

暦
りゃく

寺
じ

を焼き討
う

ちする
1573 室

むろ

町
まち

幕
ばく

府
ふ

をほろぼす
1575 長

なが

篠
しの

の戦いで武
たけ

田
だ

氏を破る
1576 安

あ

土
づち

城
じょう

を築く（～79）
1577 安土城下に楽

らく

市
いち

・楽
らく

座
ざ

政策
1582 本

ほん

能
のう

寺
じ

の変（信長没
ぼっ

す）
山
やま

崎
ざき

の戦いで明
あけ

智
ち

光
みつ

秀
ひで

をたおす
太
たい

閤
こう

検
けん

地
ち

を始める（～98）
1583 大阪城を築く（～88）
1585 関

かん

白
ぱく

となる
1588 刀

かたな

狩
がり

令を出す
1590 全国統一を果たす

信
長
が
行
っ
た
こ
と

秀
吉
が
行
っ
た
こ
と

織
お

田
だ

信
の ぶ

長
な が

・豊
と よ

臣
と み

秀
ひ で

吉
よ し

は，どの
ような勢力と戦っているかな。

1尺
しゃく

（約30cm）

一�　百姓が刀・わきざし・弓・や
り・鉄砲，その他の武具を所持
することを固く禁止する。その
理由は，不必要な武具を持つと，
年貢を納めずに一揆をくわだて
ることになるので，大名と家臣は，
百姓の所持する武具をすべて取
り上げ，秀吉に差し出すこと。
一�　百姓は，農具を持ち，耕作だ
けを行っていれば，子々孫々ま
で長く続くであろう。

� （『小
こ

早
ばや

川
かわ

家
け

文
もん

書
じょ

』より一部要約）

 刀狩令8

田
畑
の

中ち
ゅ
う

田で
ん��

七
畝せ

拾
（
十
）

五
歩��

九
斗と��

源げ
ん

左ざ

衛え

門も
ん

尉じ
ょ
う

﹇
等
級
﹈
﹇
面
積
﹈
﹇
収
穫
高
﹈
﹇
耕
作
者
﹈

秀
ひ で

吉
よ し

による全国統一
－近世社会の基

き

礎
そ

づくり－
4
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紀
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　　　 学社会』における【見方・考え方コーナー】と
【深めよう】には，知識を得るだけの穏当な学びから，
より深い，魅力的な学びへとレベルアップするための有
効な手立てが示されている。教師自らが授業づくりに際
して積極的に活用するとともに，生徒たちにも，自ら
の歴史学習のあり方を見つめ直し，より洗練されたもの
にしていくためのメタ学習的な視点として，その有効性
（良さ）を体感させたい。そうすることによって，とも
すれば，暗記中心で単調になりがちな歴史的分野におけ
る学びのイメージを，探究的で魅力あるものへと変革し
ていきたい。

開き２ページごとに，学習内容を俯瞰する【学習課題】
と基本的な知識の定着を図るための【確認】に加えて，
【見方・考え方コーナー】さらには【深めよう】を新設
している。
　従来の歴史的分野の【学習課題】は，例えば，「全
国統一を果たした豊臣秀吉は，どのようにして人々を
支配していったのだろう。」のように，歴史的な事実を
網羅する穏当な問いが多く，思考を促すという点では
やや課題があった。そのため今次改訂の『中学社会』で
は，【学習課題】について見直しが図られており，それ
に加えて【深めよう】では，時代の特色や時代像，事象
の歴史的な意味や意義の理解に向けた，より高次の問い
が示されている。これらを踏まえて【見方・考え方コー
ナー】では，俯瞰的な【学習課題】から焦点化された
【深めよう】へと学習を発展させる際に着目すべき点
が，「比較」や「つながり」等，学習指導要領における
「歴史的な見方・考え方」に沿って，「〇〇に着目しま
しょう。」という形式で示されている。
　例えば，「秀吉による全国統一」（教科書P.118-
119）では，見直された【学習課題】として「武士であ
る秀吉が百姓や町人に対する支配を重視したのはなぜ
でしょうか。」に加え，【深めよう】として「なぜ，秀
吉が行った事業を全国統一というのでしょうか。」が示
されており，秀吉の政策が社会（時代）をどう変えたの
か，なぜ秀吉の事績が「全国（天下）統一」と称されて
いるのかという，歴史的な意味や意義の理解に向けた問
いが示されている。そして，それらの問いについて考察
するためのエビデンスを得るため，【見方・考え方コー
ナー（比較）】として「太閤検地と刀狩が，何をどのよ
うに変化させたのかに着目しましょう。」という学習の
視点が示されている。
　また，扱われる内容によっては，「江戸時代前期の
文化と学問」（教科書P.142-145）のように，【学習
課題】として「江戸時代前期には，どのような特色を
もった文化や学問が発達したのでしょうか。」のような
穏当な問いが示されるだけでなく，【深めよう】にお
いて「どうして，このような文化が発達したのでしょう
か。」といった探究につながる問いが示される場合もあ
る。そのような場合でも，【見方・考え方コーナー（つ
ながり）】として「時期，場所，担った人々に着目しま
しょう。」という視点が示されていることで，元禄文化
の特色を理解するだけでなく，日本の文化史上，特筆す
べき町人文化が，なぜこの時期に上方を中心に生起した
のか，文化の特色と江戸時代前期の社会の様子を関連付

角田 将士（かくだ まさし）

専門分野／社会科教育学・歴史教育
主要著書／『新社会科教育学ハンドブック』（共
著，明治図書，2012 年）
『戦前日本における歴史教育内容編成に関する
史的研究』（風間書房，2010 年）
日本文教出版『中学社会』教科書著者

▲ 歴史 P.143

けて考察することが，意義ある学びにつながることが示
唆されている。

『中    

1

2

3

4

この教科書によって生徒の
学習がどのように変わるのか
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室
むろ

町
まち

時代にめばえた民
みん

衆
しゅう

の文化は，17世紀末
から18世紀初めにかけて，上

かみ

方
がた

を中心に，豊
かな町人の文化として花開きました。そのころの元禄という年号を
とって，この文化を，元

げん

禄
ろく

文
ぶん

化
か

といいます。
　大

おお

阪
さか

の町人の井
い

原
はら

西
さい

鶴
かく

は，当時の世相や町人・武士のくらしをあ
りのままに小説にえがき，その作品は浮

うき

世
よ

草
ぞう

子
し

とよばれました。武
士出身の近

ちか

松
まつ

門
もん

左
ざ

衛
え

門
もん

は，きびしい身分制のなかで義理と人情の板
ばさみになやむ男女の気持ちを人

にん

形
ぎょう

浄
じょう

瑠
る

璃
り

の台本に書いて，人々を
感動させました。演

えん

劇
げき

としての形を整えた歌
か

舞
ぶ

伎
き

は，上方に坂
さか

田
た

藤
とう

十
じゅう

郎
ろう

，江戸に市
いち

川
かわ

団
だん

十
じゅう

郎
ろう

などの名
めい

優
ゆう

が出て，いっそう人気を高めま
した。また，松

まつ

尾
お

芭
ば

蕉
しょう

は，各地を旅しながら俳
はい

諧
かい

を芸術にまで高め
ました。絵画では，俵

たわら

屋
や

宗
そう

達
たつ

やその影
えい

響
きょう

を受けた尾
お

形
がた

光
こう

琳
りん

が装
そう

飾
しょく

画
が

を大成し，菱
ひし

川
かわ

師
もろ

宣
のぶ

は町人の風
ふう

俗
ぞく

をえがいて浮
うき

世
よ

絵
え

を始めました。
浮世絵は，のちに版画として刊行され，広く民衆に愛好されました。

P.141
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7 7

元
げ ん

禄
ろ く

文化

江
え

戸
ど

時代前期の文化と学問
－花開く町人文化と学問の奨

しょう

励
れ い

－学習  課題

見方・考え方

時期，場所，担
にな

った人々に着目しま
しょう。

江戸時代前期には，どのよう
な特色をもった文化や学問が
発達したのでしょうか。

つながり

 井原西鶴（1642～1693）
（東京国立博物館蔵）

10

 菱川師宣（1618～1694） 

の浮世絵（見返り美人図　東京
国立博物館蔵）

7

 尾形光琳（1658～

1716）の装飾画（燕
かき

子
つ

花
ばた
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　　　回の学習指導要領改訂では，すべての教科，科
目，分野等において，各教科等の特質に応じた「見方・
考え方」を働かせながら，目標に示された資質・能力の
育成を目指すこととされた。このうち，公民的分野で働
かせる「見方・考え方」については，中央教育審議会に
おける審議を踏まえ，「現代社会の見方・考え方」とし
て整理されている。
　公民的分野においては，これまでも，「対立と合意，
効率と公正」などの「見方・考え方」を身につけ，それ
を政治，経済，国際などの学習において繰り返し活用す
ることで，「社会を見る眼」が一層鍛えられていく，と
捉えられてきた。今回の改訂では，この趣旨を引き継ぐ
とともに，公民的分野の学びの中で鍛えられた「見方・
考え方」を働かせながら，現代の社会的事象やそこに見
られる課題を捉え，考察，構想し，よりよい社会や自ら
の人生を創り出すことに向かうことが目指されている。

　教科書の紙面で確認してみたい。教科書P.28に「合唱
コンクールの練習スケジュールについて考えてみよう」
というイラストが掲載されている。このイラストを用い
て学習することで，生徒にとって身近な事例をとおして
「対立」を「合意」へと導く際の視点としての「効率と
公正」の考え方が理解できるようになっている。また，
教科書P.29の【アクティビティ】では，「レジのならび

今

方」や「ごみ置き場の決定」など，生徒が興味をもちそ
うな事例を選んで授業で活用できるようになっているの
で，ぜひ扱ってみていただきたい。

　　　 立と合意，効率と
公正」は知識として身に
付けることが目的なのでは
なく，教科書第2編以降の
政治，経済，国際社会の学
習に通底する「見方・考え
方」として用いることこそ
が大切である。さらに，今
回の改訂では「個人の尊重
と法の支配，民主主義」
（政治），「分業と交換，希
少性」（経済），「国際協調，
持続可能性」（国際社会）と
いった学習内容の特質に応
じた「見方・考え方」に着目したり，これらを関連付け
て考えたりすることが求められているのである。
　公民的分野は，地理学を基盤とした地理的分野や歴史
学を基盤とした歴史的分野と異なり，基盤となる学
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小食だから
いらない
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早いもの
勝ち！

日程 体育館 音楽室
17日（月） 　 　
18日（火） 　

吹
すい

奏
そう

楽
がく

部が
使用

19日（水） 　
20日（木） 　
21日（金） 　
22日（土） 　 　
23日（日） 　 　
24日（月） 　 　
25日（火） 　 　
26日（水） 合唱コンクール本番

話し合っているのか（手続きの公正）や，食べるときに差別的なあつ
かいをしていないか（機会の公正），また，立場が変わってもその解
決策を受け入れられるのか（結果の公正）など「公正」の考え方をふ
まえ決めていく必要があります。合意するときは，「効率」と「公
正」の両方をみたすことが大切です。

しかし，難
むずか

しいのは「効率」と「公正」との
関係が簡

かん

単
たん

ではないことです。例えば，お金
や時間が節約されてもなかには困

こま

る人が出たり，「効率」がいいから
といって，能力が高いとされる人が一人で何でも決めたりする方法
は，「公正」の考え方からは許されません。
　人間はお金や勝ち負けだけで生きているわけではありません。人
のために役立っている，社会の一員として認

みと

めてもらっている，人
間としての誇

ほこ

りが等しく尊
そん

重
ちょう

されている，そういう気持ちが，人々
の生きる勇気と幸せを支えています。また，どのような個性や能力
が，予想もつかないかたちで人間関係や社会のなかで生かされてい
るのかもわかりません。そうだとすれば，いろいろな立場にある
人々を思いやり，まだ生まれていない世代にも配

はい

慮
りょ

することは，よ
りよい社会をつくるうえでもとても大切なことなのです。

3

2
前のページでは，人間の社会で「対立」はさ
けられず，「対立」を解消するために，私たち

は「合意」する努力をしていることを学びました。そこで実際に話
し合って，「合意」するための判断基準となる「効率」と「公正」と
いう二つの考え方を学びましょう。
　まず，「効

こう

率
りつ

」とは，問題の解決策
さく

の実行に必要な費用や労力が見
合っているかを考えて，それぞれの人間が最大の利益を得られるよ
うに最もよい方法を選び，また，限りあるものや時間はむだなく使
わなければならないとする考え方です。例えば，友だちの 3人が，

4個のケーキを 1個ずつ分け合って，残り一つが余ったとします。
それを 3人で分けないでいると，むだが生まれ，「効率」が悪いこと
になります。
　一方，残り一つのケーキを 3人のだれが食べるのか， 3人でどの
ように分け合って食べるのかで，問題が生じます。その問題の解決
策について，ケーキをだれが食べるのかを決める際に 3人が対等に

1

「効率」「公正」はどのような意味なのか，
本文をもとに説明してみましょう。

確認

効率と公正とは

公正な社会を
つくるために

「効率」と「公正」－見方・考え方その2－3学習  課題
「効率」と「公正」の考え方とはど
のような考え方でしょう。

見方・考え方

効率と公正の考え方を理解するととも
に、公正な社会とはどのような社会な
のかを理解しましょう。

 公正さがみたされていない例
 資料活用 それぞれのイラストは，手続
き・機会・結果の公正のどれに問題がある
でしょうか。

3

 効率のよくないケーキの分配1

効率と公正

アクティビティ ▼効率と公正の考え方

 対立と合意，効率と公正の関係2

　以下の2つの事例について，効率的であるかどうか，公正であるかどうかを
考えましょう。また，その理由も説明してみましょう。

便利な
場所だ
けど…

　お店のレジやATM，公
こ う

衆
しゅう

トイレでは，1つ
の列に全員がならんで，あいたところをなら
んだ順番で利用できるしくみをとっていま
す。

　集会で，地
ち

域
い き

のごみ置き場が多数決によ
る出席者の大多数の賛成で決まりました。
しかし，その場所の隣

となり

に家がある人が体調
不良で集会を欠席していました。

合唱コンクールの練習スケジュールについて考えてみよう●②

前日に使わせてくれれ
ば，体育館での練習は
１日だけでもいいよ

体育館のステージも音楽室も，
あいている日が出ないように
むだなく（効率よく）使いた
いね

いつでもいいから
2日連続で練習が
したいな

1組

2組

3組

体育館のステージでの練習
が1日しかできないクラス
が出てしまうのは公正では
ないよね

4組

月曜日なら部活が
休みだから音楽室
が使えるよ

吹奏楽部

合意

効率と公正
判断基準

① みんなが参加して決めている
か（手続きの公正）
② 差別的なあつかいをしていな
いか（機会の公正）
③ 立場が変わっても受け入れ
られるか（結果の公正）

公正

効率 みんなの労力や時間，お金やも
のがむだなく使われているか。

対立

意見A 意見B

事例①レジのならび方 事例②ごみ置き場の決定

効率と公正のどちらの考え方もみた
しているような練習スケジュールを
考えて，他の人に自分の考えを説明
してみましょう。

・3年生は4クラスある。
・ 放課後，ふだんは吹奏楽部が部活動
で音楽室を使っている。
・ 吹奏楽部は月曜日が部活動の休日。
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るのかもわかりません。そうだとすれば，いろいろな立場にある
人々を思いやり，まだ生まれていない世代にも配

はい

慮
りょ

することは，よ
りよい社会をつくるうえでもとても大切なことなのです。

3

2
前のページでは，人間の社会で「対立」はさ
けられず，「対立」を解消するために，私たち

は「合意」する努力をしていることを学びました。そこで実際に話
し合って，「合意」するための判断基準となる「効率」と「公正」と
いう二つの考え方を学びましょう。
　まず，「効

こう

率
りつ

」とは，問題の解決策
さく

の実行に必要な費用や労力が見
合っているかを考えて，それぞれの人間が最大の利益を得られるよ
うに最もよい方法を選び，また，限りあるものや時間はむだなく使
わなければならないとする考え方です。例えば，友だちの 3人が，

4個のケーキを 1個ずつ分け合って，残り一つが余ったとします。
それを 3人で分けないでいると，むだが生まれ，「効率」が悪いこと
になります。
　一方，残り一つのケーキを 3人のだれが食べるのか， 3人でどの
ように分け合って食べるのかで，問題が生じます。その問題の解決
策について，ケーキをだれが食べるのかを決める際に 3人が対等に

1

「効率」「公正」はどのような意味なのか，
本文をもとに説明してみましょう。

確認

効率と公正とは

公正な社会を
つくるために

「効率」と「公正」－見方・考え方その2－3学習  課題
「効率」と「公正」の考え方とはど
のような考え方でしょう。

見方・考え方

効率と公正の考え方を理解するととも
に、公正な社会とはどのような社会な
のかを理解しましょう。

 公正さがみたされていない例
 資料活用 それぞれのイラストは，手続
き・機会・結果の公正のどれに問題がある
でしょうか。

3

 効率のよくないケーキの分配1

効率と公正

アクティビティ ▼効率と公正の考え方

 対立と合意，効率と公正の関係2

　以下の2つの事例について，効率的であるかどうか，公正であるかどうかを
考えましょう。また，その理由も説明してみましょう。

便利な
場所だ
けど…

　お店のレジやATM，公
こ う

衆
しゅう

トイレでは，1つ
の列に全員がならんで，あいたところをなら
んだ順番で利用できるしくみをとっていま
す。

　集会で，地
ち

域
い き

のごみ置き場が多数決によ
る出席者の大多数の賛成で決まりました。
しかし，その場所の隣

となり

に家がある人が体調
不良で集会を欠席していました。

合唱コンクールの練習スケジュールについて考えてみよう●②

前日に使わせてくれれ
ば，体育館での練習は
１日だけでもいいよ

体育館のステージも音楽室も，
あいている日が出ないように
むだなく（効率よく）使いた
いね

いつでもいいから
2日連続で練習が
したいな

1組

2組

3組

体育館のステージでの練習
が1日しかできないクラス
が出てしまうのは公正では
ないよね

4組

月曜日なら部活が
休みだから音楽室
が使えるよ

吹奏楽部

合意

効率と公正
判断基準

① みんなが参加して決めている
か（手続きの公正）
② 差別的なあつかいをしていな
いか（機会の公正）
③ 立場が変わっても受け入れ
られるか（結果の公正）

公正

効率 みんなの労力や時間，お金やも
のがむだなく使われているか。

対立

意見A 意見B

事例①レジのならび方 事例②ごみ置き場の決定

効率と公正のどちらの考え方もみた
しているような練習スケジュールを
考えて，他の人に自分の考えを説明
してみましょう。

・3年生は4クラスある。
・ 放課後，ふだんは吹奏楽部が部活動
で音楽室を使っている。
・ 吹奏楽部は月曜日が部活動の休日。

現
代
社
会

1

28 29

5

10

15

5

10

15

▲ 公民 P.28「合唱コンクールの練習スケジュールについて考えてみよう」
具体的な話し合いの場面におけるそれぞれの生徒の発言から，「効率と公正」の考え
方を読み取り，理解できるようにしています。

▲ 公民 P.29 アクティビティ「効率と公正の考え方」

▲ 公民 P.29「対立と合意，
　 効率と公正の関係」
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　　　こで今一度，教科書の紙面で確認してみたい。教
科書P.125に，経済学習の導入場面として「お金の使い
方」という【アクティビティ】が示されている。もらっ
たお年玉5000円を使ってどのような選択をするか，と
いうものである。この【アクティビティ】をおこなう
際，生徒は自然と「希少性」（人の限りない欲求に対し
て，消費することのできる資源には限りがあること）に
着目してお金の使い方を考えることになる。つまり，
「希少性」という概念を理解し，これを踏まえてお金の

そ

問領域が政治学，法学，経済学，社会学など多様である
ため，どうしても「見方・考え方」を構成する概念が多
くなる傾向にある。とはいえ，それぞれの学習内容の特
質に応じて示された「見方・考え方」を働かせ，「課題
を追究したり解決したりする活動」をとおして深い学び
を実現し，「公民としての資質・能力の基礎」を育むこ
とが期待されていることから考えると，教科書には「見
方・考え方」を効果的に働かせることができる紙面構成
が求められているのではないだろうか。

使い方を考えれば，より適切な選択ができると気づくこ
とができるように，この【アクティビティ】は構成され
ているのである。
　また，この見開き2ページの【学習課題】は，「私
たちと経済のしくみは，どう関係しているのでしょう
か。」という問いである。つまり，「希少性」に着目し
てお年玉の使い方を考えることから始め，ひいては所
得，時間，土地，情報など限られた条件の下で企業や政
府などの経済活動がおこなわれていることの理解につな
げていく「ガイド」としての役割が「見方・考え方」に
はある，といえよう。
　公民的分野のすべての見開きページに，学習内容に即
した【見方・考え方コーナー】が示されている。これら
の「見方・考え方」を働かせて【学習課題】を解決し，
深い学びが実現されることを期待したい。

樋口 雅夫（ひぐち まさお）

専門分野／社会科教育学・公民教育
主要著書／『中学社会をよりよく理解する。』（共
著，日本文教出版，2008 年）
『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説　
社会編』（編集担当，東洋館出版社，2018 年）
日本文教出版『中学社会』教科書著者

1

2

3

4

この教科書によって生徒の学習が
どのように変わるのか

第 3編　私たちの生活と経済

だけ雇うかなど，多くの選択をしなければなりません。このとき，資
源をむだなく使い，効率的な生産をするには，できるだけ上手な選
択をする必要があります。なぜなら，企業が商品を生産するために
使える資源にも，生産することのできる商品にも希少性があるから
です。
　私たちが将

しょう

来
らい

，どのような職業について，どのような働き方をす
るのかも，大切な選択です。限られた時間のなかで，自分の能力を
最大限に生かすことが望ましいでしょう。そうして得られた給料な
どの所得を，私たちのよりよいくらしのために使うのです。

私たちの生活に必要なものの生産・流通・消
費のしくみの全体を経

けい

済
ざい

といいます。経済活
動は，家計・企業・政府（国や地方公共団体）によって行われます。
　家計・企業・政府の経済活動は，それぞれに影

えい

響
きょう

をあたえます。
経済はたがいにつながり，循

じゅん

環
かん

しているのです。そのような関係の
なかで，どのような人々が，希少な資源の使い道をいかに選択し，
人々のくらしや社会を支えているのかを学ぶことが，経済の学習で
の大きな目標です。

2経
け い

済
ざ い

の循
じゅん

環
か ん

あなたなら，お金が8760円あれば何に使いま
すか。お金は何かに消費してしまえば，別の

ものが買えなくなるかもしれません。そのため，何に使うかを選
せん

択
たく

しなければなりません。時間も同じです。中学 3年生の 1年間は

8760時間（365日×24時間）です。そのなかで勉強や部活，睡
すい

眠
みん

，遊
びの時間をどう配分するのかを選択しなければなりません。
　もしお金や時間が限りなく使えるなら，私たちは選択をせずに，
望むものを限りなく消費していくでしょう。しかし，実際には私た
ちの買いたいものや，やりたいことに対して，お金や時間などの資
源は限られています。このように，人の限りない欲求に対して，消
費することのできる資源に限りがあることを希

き

少
しょう

性
せい

といいます。
私たち個人だけでなく，社会のなかでは，企

き

業
ぎょう

や学校，国や地方公共団体などもそれぞれ
重要な選択をせまられています。例えばパンは，パン屋さんがさま
ざまな原材料を使い，必要な従

じゅう

業
ぎょう

員
いん

を雇
やと

って生産しています。生産
にあたっては，どの原材料をどれだけ使うか，どのような人をどれ

1

1

資源と選
せ ん

択
た く

の
効率性

私たちのくらしの中から，希少性のある
資源を有効に使っている例をあげてみま
しょう。

確認

 希少性のあるもの・ないもの1
希
き

少
しょう

性
せ い

があると言えるのはどの場合かな。

限りない欲求と
限りある資

し

源
げ ん

経
け い

済
ざ い

のしくみ1

見方・考え方

希少性と選択に着目して，お金
や資

し

源
げん

の使い方を考えましょう。

希少性

学習  課題
私たちと経済のしくみは，
どう関係しているので
しょうか。

 この場合の資源とは，お金，時間，
土地，情報など，人間が生活をしたり
商品をつくったりするために使うこと
のできるすべてのもののことです。

1

  経済全体のしくみ2

アクティビティ ▼お金の使い方
時 間 空 気 宇

う

宙
ちゅう

空間での空気

代金／労働力

財・サービス／賃
ちん

金
ぎん

税
金

税
金社

会
資
本
・

公
共
サ
ー
ビ
ス

社
会
資
本
・

公
共
サ
ー
ビ
ス

家計
（消費）

企
き

業
ぎょう

（生産）

 政府（財政）

金融

P.122−123の漫
まん

画
が

では，どの
ようなものに希少性があると言
えるのか，説明してみましょう。

深めよう

　あなたは，お年玉として5000円をもらいました。
①以下のようにお金を使うとして，あなたならどのような選択をするか，考えてみましょう。

えんぴつ
100円

映画のチケット
1500円

ゲームソフト
5000円

参考書
2000円

ワンピース
4000円

漫画
700円

カラオケ
1000円

部活の用具
4000円

おかし
20円

貯金

3

経
　済

125

経け

い

済ざ

い

の
し
く
み
と
消
費
生
活

1

124

5

10

15

5

10

15

▲ 公民 P.124-125「経済のしくみ」
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中学社会  見方・考え方はこう働かせる

※「社会的な見方・考え方」は，小・中・高等学校の各「見方・考え方」を総称する呼称である。
　「社会的な見方・考え方」は，資質・能力全体の中核である。
　「社会的な見方・考え方」は，課題解決的な学習において，考察したり構想したりする際の
　「視点や方法」であり，校種が上がるにつれて視点や問いの質が高まる。　

▲ 「中央教育審議会答申（平成28 年12月21日）資料」より

見 ・方 考え方「社会的な　　　　　　　」のイメージ

社会的事象の歴史的な
見方・考え方

社会的事象を
時期，推移などに着目して捉え，
類似や差異などを明確にしたり，
事象同士を因果関係などで関連
付けたりして

【
高
等
学
校
】

【
中
学
校
】

【
小
学
校
】（
第
３
〜
６
学
年
）

地理歴史科
社会的事象の地理的な
見方・考え方

社会的事象を
位置や空間的な広がりに着目して
捉え，地域の環境条件や地域間の
結び付きなどの地域という枠組み
の中で，人間の営みと関連付けて

地理歴史科
人間と社会の在り方に
ついての見方・考え方

社会的事象等を
倫理，政治，法，経済などに関わる多様
な視点（概念や理論など）に着目して捉
え，よりよい社会の構築や人間としての
在り方生き方についての自覚を深めるこ
とに向けて，課題解決のための選択・判
断に資する概念や理論などと関連付けて

公民科

社会的事象の見方・考え方
社会的事象を
位置や空間的な広がり
時期や時間の経過　　　　
事象や人々の相互関係
比較・分類したり総合したり
地域の人々や国民の生活と関連付けたりして

社会科

社会的な見方・考え方
（追究の視点や方法）

小学校

に着目して捉え

社会的事象の歴史的な
見方・考え方

社会的事象を
時期，推移などに着目して捉え，類似や差異などを明確
にしたり ，事象同士を因果関係などで関連付けたりして

社会的事象の地理的な
見方・考え方

社会的事象を
位置や空間的な広がりに着目して捉え，地域の環境
条件や地域間の結び付きなどの地域という枠組みの中
で，人間の営みと関連付けて

現代社会の見方・考え方
社会的事象を
政治，法，経済などに関わる多様な視点（概
念や理論など）に着目して捉えよりよい社会の
構築に向けて，課題解決のための選択・判断
に資する概念や理論などと関連付けて

公民的分野

歴史的分野地理的分野


