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より多くの人に見やすいカラーユニバーサルデザインに配
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・見やすく読みまちが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。

・環境にやさしい植物油インキと再生紙を
使用しています。

先生、保護者の皆様へ

この教科書では、紙面にある二次元コードをタブレット
などで読み取ると、学習の参考になる情報を見ることが
できます。この情報は無料ですが、インターネット接続
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確認のうえ、ご利用ください。なお、この情報をすべて
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ドが読み取れない場合は、下記のURLをご参照ください。
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　このガイドブックは、先生方に単元ごとの授業をつくっていただくことを目的に
作成しました。「単元を貫く問い」を設定したり、それを基に問いを追究する授業
を展開したりするのは、準備に時間がかかります。そこで、単元を貫く問いを設
定する授業を構想するステップをご提案するとともに、教科書や指導書を基に授
業をつくる手順を確認します。この冊子の目標は「よりよい授業準備」です。

地
理

中学社会

的分野

的
分
野

116 地理 116-72
日文

文部科学省検定済教科書　中学校社会科用

年　　  組
年　　  組

名　前

ISBN 978-4-536-18208-9

C4330 ¥00000E

中
学
社
会

先生、保護者の
皆様へ

この教科書では
、紙面にある二

次元コードをタ
ブレット

などで読み取る
と、学習の参考

になる情報を見
ることが

できます。この
情報は無料です

が、インターネ
ット接続

に通信料などが
発生する場合が

あります。通信
環境をご

確認のうえ、ご
利用ください。

なお、この情報
をすべて

の生徒が一律に
学習する必要は

ありません。二
次元コー

ドが読み取れな
い場合は、下記

のURLをご参照
ください。

https://www2
1.nichibun-g.co

.jp/25js/chi/

⑦

この教科書は、
これからの日本

を担
にな
う皆
みな
さんへの期待を

こめ、

税金によって無
む
償
しょう
で支給されてい

ます。大切に使
いましょう。

より多くの人に
見やすいカラー

ユニバーサルデ
ザインに配

慮しています。

・見やすく読み
まちがえにくい

ユニバーサル

デザインフォン
トを採用してい

ます。

・環境にやさし
い植物油インキ

と再生紙を

使用しています
。

ISBN978-4-536-18209-6

C4330 ¥00000E

的
分
野

歴史 116-72

文部科学省検定済教科書　中学校社会科用

116 日文

年　　  組 年　　  組 年　　  組

名　前

中学社会

的分野

歴
史

中
学
社
会

先生、保護者の皆様へ

この教科書では、紙面にある二次元コードをタブレット
などで読み取ると、学習の参考になる情報を見ることが
できます。この情報は無料ですが、インターネット接続
に通信料などが発生する場合があります。通信環境をご
確認のうえ、ご利用ください。なお、この情報をすべて
の生徒が一律に学習する必要はありません。二次元コー
ドが読み取れない場合は、下記のURLをご参照ください。

https://www21.nichibun-g.co.jp/25js/reki/

⑦

この教科書は、これからの日本を担
にな

う皆
みな

さんへの期待をこめ、
税金によって無

む

償
しょう

で支給されています。大切に使いましょう。

より多くの人に見やすいカラーユニバーサルデザインに配
慮しています。

・見やすく読みまちが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。

・環境にやさしい植物油インキと再生紙を
使用しています。

単元を貫く問いを設定する授業を構想するステップ
　 単元ごとに目標（何ができればよいのか）を設定し、評価したいこととその方法を決める。
 参照するもの 指導書／まとめ・ふり返りページの本時の目標など
  指導書／単元の目標 評価規準
　 単元ごとに、目標を達成するために何を学ぶのか（何で学ぶのか）を概観し、単元を貫く
　 問いを設定する。また、問いに対する B 基準の解答例を準備する。
 参照するもの 教科書 QR コンテンツ・デジタル教科書／導入ページのデジタルコンテンツ 
  イントロダクションムービー  ポートフォリオ
  指導書／導入ページの本時の展開 編・章・節の問いを立てるにあたっての手立て
　 単元ごとに、「単元の学習を見通す（導入ページ）」「単元を意識し、問いに迫る（本文ページ）」
　 「自分の言葉でまとめ、単元をふり返る（まとめ・ふり返りページ）」の学習のプロセスをつくる。
 参照するもの 指導書／単元の「問いの構造図」の例
  教科書 QR コンテンツ・デジタル教科書／ポートフォリオ
　 単元を構成する「各時間の授業の展開」について、教科書（デジタル教科書）で構想する。
 参照するもの 指導書／各時間の学習課題 本時の展開 解答例・手立て
  教科書 QR コンテンツ・デジタル教科書／各時間のデジタルコンテンツ

この冊子の主語は
「先生」です！

「単元を貫く問いを設定する」
「生徒自ら問いを立てる」
といった単元ごとの授業を
どのようにつくればよいのか、
困っていませんか？
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 第２編第１章の問いについて、民主主義、個人の尊重と法の支配など
の見方・考え方を働かせながら考察を行い、表現する。
 単元の導入に立てた見通しをふまえて学習をふり返り、自分の変化や
今後に生かしていきたいことをまとめる。

本時の目標

第２編　私たちの生活と政治� 学習指導要領の内容：Ｃ
第１章　個人の尊重と日本国憲法� 学習指導要領の内容：Ｃ（１）

第２編第１章の目標

○人間の尊重についての考え方や法の意義、法に基づく政治及び日本国憲法の基本的原則などについて理解する。
○日本の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義について多面的・多角的に考察する力、思考・判断したこ
とを説明する力を養う。

○個人の尊重と日本国憲法について、現代社会に見られる課題の解決を視野に主体的に社会に関わろうとする態度を養う。
【第２編第１章の問い】
私たちの生活を支える政治は、なぜ日本国憲法に基づいて行われているのでしょうか。

第
２
編
第
１
章
の
評
価
規
準

知識・技能�
・人間の尊重についての考え方を、基本的人権を中心に深め、法の意義を理解している。
・民主的な社会生活を営むためには、法に基づく政治が大切であることを理解している。
・日本国憲法が基本的人権の尊重、国民主権及び平和主義を基本的原則としていることについて理解している。
・日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位と天皇の国事に関する行為について理解している。
思考・判断・表現
・対立と合意、効率と公正、個人の尊重と法の支配、民主主義などに着目して、日本の政治が日本国憲法に基づい
て行われていることの意義について多面的・多角的に考察し、表現している。

主体的に学習に取り組む態度
・個人の尊重と日本国憲法について、現代社会に見られる課題の解決を視野に主体的に社会に関わろうとしている。
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個人の尊重と日本国憲法個人の尊重と日本国憲法
私たちの生活と政治

先生や学級委員長の意見というだけで出し
ものを決めるのは、私も変だと思うよ。

学級の話し合いは、この章の学習とどのように関係す
るでしょうか。出し合った意見から出た疑

ぎ

問
も ん

を解決す
るための課題をまとめましょう。

みんなは文化祭
で何をやりたい
ですか？

話し合って最後
は多数決で決め
ます。

輪投げはどう？

的当てがいいな！ ○○市の地理と
歴史の展示はど
うですか？

お化け屋敷を
しよう！

1

3 4 5

2

まと あ
てん じ

や しき ボールすくいなども
入れて、縁日みたい
にしたらおもしろい
んじゃない？

あるある！

それいいね！

そもそも、
私としては…

ちょっと待って。
時間もないし、
多数決をしよう。

学級委員長としては、
お化け屋敷にしたいな。

…ということで、
縁日をすることに
決まりました！

6 7 8

9

えんにち

第２編第１章の問いを立てよう第２編第１章の問いを立てよう

日本国憲法　基本的人権　国民主権
平和主義　大日本帝

て い

国
こく

憲法

小学校で学習した内容小学校で学習した内容

気づいたことを出し合おう 気づいたことを出し合おう 

トライトライ
Q 1.まんがのなかから、民主主義や人

じ ん

権
け ん

とかかわると思う
内容を出し合いましょう。また、どのようにかかわるか
理由を考えましょう。

Q 2.話し合いがなければ、学級会の時間は短くできました。
時間がかかっても、みんなの意見を聞くのはなぜでしょうか。

文化祭の出しものを決めよう！

学習のはじめに学習のはじめに

　もし、話し合いがないまま、多数決を行っ
ていたら、文化祭の出しものは何になってい
たでしょうか。また、最初から話し合いや多
数決を行わず、先生や学級委員の意見という
だけで、出しものを決めたとしたらみんなは
納
なっ

得
と く

できたでしょうか。これらは、個人の尊
そん

重
ちょう

や政治の基本的な考え方といった憲
けん

法
ぽ う

が定
める内容とかかわっています。この編では、
憲法がこうした内容を定めることで、どのよ
うに社会の秩

ちつ

序
じ ょ

を守り、私たちの安全で幸福
なくらしを保

ほ

障
しょう

しているかを学習しましょう。

どんな学習をするのかな？どんな学習をするのかな？

第1節の問い?

第2節の問い?

第3節の問い?

なぜ法に基づいて政治が行われることが大切なのでしょ
うか。

人権の尊重とは、どのような考え方なのでしょうか。

日本の平和主義は、どのように生かされていくべきで
しょうか。

私たちの生活を支える政治は、
なぜ日本国憲法に基づいて行われているのでしょうか。

第２編第1章の問い第２編第1章の問い?

学習の見通しをもとう学習の見通しをもとう

第２編第1章の問いに対する
疑問や答えの予想を、
ポートフォリオに書きこみましょう。

　まとめ（P.81）では、第 2編第 1章
の問いに答えるための活動を行いま
す。この問いを意識しながら、学習を
深めていきましょう。

学び合い

この章で主に働かせる見方・考え方この章で主に働かせる見方・考え方

法の支配と個人の尊重民主主義 など
８コマ目の生徒が言おうとしていた
意見は何だったのかな？

みんなで話し合うのは、対立から合
意を導くための大切な方法だったね。

効率と公正対立と合意

二次元
コード

ポートフォリオへ

二次元
コード

38 39

　第２編第１章は学習指導要領「Ｃ私たちと政治」
の内「（１）人間の尊重と日本国憲法の基本原則」
に対応する。この中項目では、日本国憲法の基本的
な考え方と日本の政治が日本国憲法に基づいている
意義について理解を深めることが求められている。
またその際に設ける問いの例として「人間の尊重と
はどういうかことか、それはどのような方法で実現
できるのか」、「なぜ法に基づいて政治がおこなわれ
ることが大切なのか」が示されている。
　本教科書では、これらをふまえた上で、章の問い
では、日本国憲法が政治に果たす役割を問うもので
ある。章の問いを立てるにあたって、「なぜ憲法が
必要なのか」、「憲法がないとどうなるだろうか」な
どの問いかけで、憲法の役割に注意を向け、考えさ
せる。ここでは答えを出さずに、「そうだろうか」「他
にはあるだろうか」とさらに考えることを促しつつ、
章の問いを自分の問いとして考えられるようにする。
章の問いと節の問いの関係　
　第１節の立憲主義や国民主権などが個人の尊重を
守るために憲法の果たす役割と政治との関係を学ぶ。
第２節では、政治の目的である基本的人権の内容が
取り扱われ、憲法が定める政治の目的に目を向ける
ことになる。第３節では、戦争の放棄を定めた平和
主義を、個人の尊重の観点をふまえて、どのように
生かしていくかという問いである。

章の問いを立てるにあたっての手立て
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第２編 私たちの生活と政治 第１章 個人の尊重と日本国憲法 
  

  

●●学学習習のの見見通通ししをを立立ててままししょょうう  章の問いを中心に、日本国憲法について学習していきましょう。  

  

 

 

●第１節～第３節の問いについて、学習したことをもとに考えをまとめましょう。 

 

 

  

  

  

  

  

  

なぜ法に基づいて政治が行われることが大切なのでしょうか。 

 

人権の尊重とは、どういう考え方なのでしょうか。 

 

日本の平和主義は、どのように生かされていくべきなのでしょうか。 

 

■■ポポーートトフフォォリリオオ（（第第２２編編第第１１章章））          年年      組組    番番：：氏氏名名                          

問いに対する疑問や、答えの予想をまとめてみましょう。 

 

                私私たたちちのの生生活活をを支支ええるる政政治治はは、、ななぜぜ日日本本国国憲憲法法にに基基づづいいてて行行わわれれてていいるるののででししょょううかか。。  

第５編 近代の日本と世界 第１章 日本の近代化 
  

  

●●学学習習のの見見通通ししをを立立ててままししょょうう  章の問いを中心に、日本の近代化について学習していきましょう。  

  

  

 

●第１節～第６節の問いについて、学習したことをもとに考えをまとめましょう。 

 

 

  

  

  

  

  

議会制民主主義や資本主義、工業化は、どのような近代社会をつくったのでしょうか。 

 

なぜ、約 260年間続いた江戸幕府がたおれることになったのでしょうか。 

 

明治維新の諸政策によって、社会はどのように変化したのでしょうか。 

 

■■ポポーートトフフォォリリオオ（（第第５５編編第第１１章章））          年年      組組    番番：：氏氏名名                          

問いに対する疑問や、答えの予想をまとめてみましょう。 

 

                大大日日本本帝帝国国のの成成立立にに象象徴徴さされれるる近近代代化化のの特特色色はは、、どどののよよううなな点点ににああららわわれれてていいるるででししょょううかか。。  

第５編 近代の日本と世界 第１章 日本の近代化 
  

  

●●学学習習のの見見通通ししをを立立ててままししょょうう  章の問いを中心に、日本の近代化について学習していきましょう。  

  

  

 

●第１節～第６節の問いについて、学習したことをもとに考えをまとめましょう。 

 

 

  

  

  

  

  

議会制民主主義や資本主義、工業化は、どのような近代社会をつくったのでしょうか。 

 

なぜ、約 260年間続いた江戸幕府がたおれることになったのでしょうか。 

 

明治維新の諸政策によって、社会はどのように変化したのでしょうか。 

 

■■ポポーートトフフォォリリオオ（（第第５５編編第第１１章章））          年年      組組    番番：：氏氏名名                          

問いに対する疑問や、答えの予想をまとめてみましょう。 

 

                大大日日本本帝帝国国のの成成立立にに象象徴徴さされれるる近近代代化化のの特特色色はは、、どどののよよううなな点点ににああららわわれれてていいるるででししょょううかか。。  

第５編 近代の日本と世界 第１章 日本の近代化 
  

  

  

  

  

●●章章のの問問いいにに答答ええままししょょうう 第１節～第６節の問いについて考えたことをもとに、章の問いをまとめましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本における立憲制はどのように始まり、展開されたのでしょうか。 

 

条約改正、日清・日露戦争は、日本にどのような影響をあたえたのでしょうか。 

 

産業の発展によって、社会や文化はどのように変わったのでしょうか。 

 

 

第５編 近代の日本と世界 第１章 日本の近代化 
  

  

  

  

  

●●章章のの問問いいにに答答ええままししょょうう 第１節～第６節の問いについて考えたことをもとに、章の問いをまとめましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本における立憲制はどのように始まり、展開されたのでしょうか。 

 

条約改正、日清・日露戦争は、日本にどのような影響をあたえたのでしょうか。 

 

産業の発展によって、社会や文化はどのように変わったのでしょうか。 

 

 

1  江戸時代の江戸のようす（熈
き

代
だい

勝
しょう

覧
らん

　ベルリン国立アジア美術館蔵）

1805年ごろの、日
に

本
ほ ん

橋
ば し

（ P.137 5 ）近くのようすです。
2  明治時代の東京のようす（東京名所之

の

内
うち

銀
ぎん

座
ざ

通
どおり

煉
れん

瓦
が

造
づくり

鉄道馬車往復図　愛
あい

知
ち

県日
にっ

進
しん

市　マスプロ美術館蔵）　  
1882（明治15）年の銀座のようすです。

　第５編第１章では、日本の「近代」とよば
れる時代（ P.9）のうち、前半にあたる江

え

戸
ど

時代末期から明治時代を中心に学んでいき
ます。小学校では、ペリー来航をきっかけに
日本が開国したことや、新しい政府によるさ
まざまな改

か い

革
か く

、文明開化などについて学びま
したね。
　この単元では、「近代（前半）」がどのよう
な特色をもつ時代か、自分の言葉で説明でき
ることをめざしましょう。

「近代（前半）」は、近代化をとげ
た欧

お う

米
べ い

諸
し ょ

国
こ く

から日本が大きく影
え い

響
きょう

を受ける時代でした。
次のページの年表で、主なでき
ごとを確

か く

認
に ん

しましょう。

江戸の町は木造の家がな
らんでいるけれど、東京
の町はれんが造りの建物
がならんでいるね。

どんな学習をするのかな？どんな学習をするのかな？

「近代（前半）」という時代の
イメージをつかもう

1と 2の特
と く

徴
ちょう

やちがいを読み取り、話し合いましょう。  
・ 町のようすにはどのようなちがいがあるか。（建物に着目し
よう。）

・ どのような人々が歩いているか。（服
ふ く

装
そ う

や持ち物に着目しよ
う。）

・ 人々は何をしているか。（職業に着目しよう。）
今のあなたが考える「近代（前半）」という時代のイメージを
書き出しましょう。

トライトライ
見方・考え方見方・考え方

比較

鎖
さ

国
こ く

していた日本に、
どのようにして西洋風
のものが普

ふ

及
きゅう

していっ
たのかな。

気づいたことを出し合おう 気づいたことを出し合おう 

江
え

戸
ど

と東
と う

京
きょう

のようすを比べよう

学習のはじめに学習のはじめに

学び合い

江戸時代と明治時代
では、乗り物も大き
く変化しているよ。

二次元
コード
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日本の近代化日本の近代化
近代の日本と世界

近世 近代

画像 画像

巻末年表

154 155

赤　　道

東京
ウラジオストク

カルカッタ

ケープタウン

モスクワ
ペテルブルグ

ロンドン

ホンコン

香港

シンガポール

日本

ハワイ諸島フィリピン

エチオピア
リベリア

ロシアイギリス ドイツ

フランス
アメリカ合衆国

がっしゅうこく

清
しん

し げんれっきょう

０°

スエズ運河
パナマ運河

シベリア鉄道

列強が内陸の資源を運ぶためにアフリカ各地に建設した鉄道

列強の侵略方向
日　　本ロ シ ア フランスアメリカ ド イ ツイギリス

しんりゃく

イギリス領

アメリカ領

日　　　本

ド イ ツ 領

フランス領

その他の
植民地

ロ シ ア 領

した法
ほう

律
りつ

を整備し、さらには裁
さい

判
ばん

官
かん

に外国人を採用するといった方
法で、相手国の同意を取りつけようとしました。しかし、国民の反
対によって実現しませんでした。
　やがて日本が立

りっ

憲
けん

制
せい

国家の体制を整えると、イギリスがロシアの
南下政策に対

たい

抗
こう

するうえからも、日本との交
こう

渉
しょう

に応じました。1894
年、陸

む

奥
つ

宗
むね

光
みつ

外相のもとで条
じょう

約
やく

改
かい

正
せい

に成功し、治
ち

外
がい

法
ほう

権
けん

が撤
てっ

廃
ぱい

され、
関税自主権も一部認

みと

められました。治外法権は、その他の国も日
にっ

清
しん

戦争後に撤廃されました。経済発
はっ

展
てん

に必要な関税自主権の完全な回
復は、日

にち

露
ろ

戦争後の1911年、小
こ

村
むら

寿
じゅ

太
た

郎
ろう

外相によって実現しました。
日朝修好条規を結んだ朝鮮は、1880年代に入
ると、日本をモデルに開化政策へと転

てん

換
かん

しま
した。しかし、国内にはこれに反対する勢力も強く、 さらに日本と
清
しん

が政治に干
かん

渉
しょう

したこともあって、朝鮮の政情は不安定でした。
　この間日本は、影

えい

響
きょう

力を強めつつあった清に対抗するため、軍備
の増強を進めていきました。さらに、ロシアの極東進出に対する不
安が高まると、日本も朝鮮に進出しなければ日本の安全は守れない、
という意見が強まりました。

P.165  

6 5 2

P.171  1

7

P.185  

19世紀後半には、イギリスだけでなくフラン
ス・ドイツ・アメリカでも産業が急速に発

はっ

展
てん

しました。これらの国々では、少数の大企
き

業
ぎょう

や大銀行が国の経
けい

済
ざい

を
支配しました。また原料や製品の市

し

場
じょう

を海外に求め、鉄道・鉱山・
工場を設けて住民を安い賃

ちん

金
ぎん

で働かせ、多くの利益を得ようとしま
した。これらの国々にロシアを加えた列強は、植民地を求めてアジ
アやアフリカへ軍事力による侵

しん

略
りゃく

を重ね、相
そう

互
ご

に対立していきまし
た。このような動きを帝

てい

国
こく

主
しゅ

義
ぎ

といいます。
日本は、近代国家として列強とも対等な地位
を得るため、幕

ばく

末
まつ

に列強と結んだ不平等条約
の改正に積極的に取り組んでいきました。1878（明治11）年、アメリ
カが最初に条約改正に応じましたが、日本が近代国家としてのかた
ちを整えていないことを理由にイギリスなどが反対したため、実現
しませんでした。1880年代には、東

とう

京
きょう

に鹿
ろく

鳴
めい

館
かん

を建てて、外国人を
招いた舞

ぶ

踏
とう

会
かい

を開くなどの欧
おう

化
か

政
せい

策
さく

を進めました。欧
おう

米
べい

をモデルと

1

基本用語 P.111 基本用語

1

2

3 4

 ドイツ帝国は1871年、イタリア王
国は1861年と、その国家形成はイギ
リスやフランスに大きく遅

お く

れましたが、
ドイツは後発の帝国主義国家として台
頭し、イタリアも19世紀末には植民
地獲

か く

得
と く

に乗り出しました。
 諸

し ょ

外国は、条約改正に反対する理由
として、日本の法制度の不備を強調し
ました。

1

2

条
約
改
正
、日
清
・
日
露
戦
争
は
、日
本
に
ど
の
よ

う
な
影え

い

響き
ょ
う

を
あ
た
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

アジアとアフリカ
の植民地

条約改正の実現

朝
ちょう

鮮
せ ん

をめぐる
東アジア情勢

日本が条約改正に成功した時期と、
東アジアをめぐる列強の動きに着目
しましょう。

見方・考え方見方・考え方 つながり

なぜ、日本はこの時期に条約改正を実現することができたのでしょうか。

列強の動向とアジア1 －条約改正を成功させよ－ 二次元
コード

学習課題学習課題

日本にとって不平等条約の改正
が必要だった理由について、確

かく

認
にん

しましょう。

憲法の制定など近代国家として
の制度の整備や当時の世界情勢
が、条約改正とどのように結び
ついたかを説明しましょう。

確認確認

表現表現

第
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節
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第
　
　
　節

日日に
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清清し

ん

・・
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戦
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と
東
ア
ジ
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動
き
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と
東
ア
ジ
ア
の
動
き
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1 20世紀初めの世界

3 鹿鳴館での舞踏会の
ようす（貴

き

顕
けん

舞踏の略図　兵
ひょう

庫
ご

県　神
こう

戸
べ

市立博物館蔵）

4 当時のようすの風
ふ う

刺
し

画（ビゴー画）
資料活用資料活用 どのよう

なことを風刺している
か読み取り、意見を
出し合い
ましょう。

2 ノルマントン号事件（和
わ

歌
か

山
やま

市立博物館蔵）　1886年、和歌山
県沖でイギリス船が沈

しず

み、イギリス人船長と船員はボートで
脱
だっ

出
しゅつ

しましたが、日本人乗客25人が全員おぼれて亡
な

くなる事
件が起こりました。ところが、神

こう

戸
べ

のイギリス領事によって船
長ら全員に無罪判決が出ました。日本国内では抗議の声が高
まり、横

よこ

浜
はま

で行われた領事裁判では船長が有罪となりました。

5 条約改正への主なあゆみ

列強は、どのよう
な地

ち

域
い き

に進出して
いるかな。

6 陸奥宗光
（1844～1897）
（東

とう

京
きょう

都　国立国会図書
館蔵)

7 小村寿太郎
（1855～1911）
（東京都　国立国会図書
館蔵)

年
一
九
一
一

一
八
九
四

一
八
八
八

一
八
八
二

一
八
七
二

一
八
五
八

条
約
改
正
の
あ
ゆ
み

　
ア
メ
リ
カ
と
関
税
自
主
権
の
回
復
に
成
功

小こ

村む
ら

寿じ
ゅ

太た

郎ろ
う

外
相
が
交
渉
　

　
イ
ギ
リ
ス
と
治
外
法
権
の
撤
廃
に
成
功

陸む

奥つ

宗む
ね

光み
つ

外
相
が
交
渉
　

　
外
国
人
裁
判
官
の
採
用
に
国
民
が
反
対

大
隈
重
信
外
相
が
交
渉（
〜
八
九
）

　
外
国
人
裁
判
官
の
採
用
に
国
民
が
反
対

井い
の

上う
え

馨か
お
る

外
相
が
交
渉（
〜
八
七
）

岩い
わ

倉く
ら

使し

節せ
つ

団だ
ん

が
予
備
交
渉

米
・
蘭ら

ん

・
露
・
英
・
仏
と
不
平
等
条
約
調
印

内
政
・
外
交

▲1883年　鹿鳴館完成
　▲1886年　ノルマントン号事件
　　　　　▲1889年　大日本帝国憲法発布
　　　　　　　　▲1894年　日清戦争（～95）
　　　　　　　　　　▲1904年　日露戦争（～05）学び合い

リンク

リンク

学習した人物：陸奥宗光・小村寿太郎小学校⑥年

基本用語 列強
資本主義の発達にともない、政治的・
経済的・軍事的に強国となった国で、
他の国や地

ち

域
い き

を従
じゅう

属
ぞ く

させたり、植民地
として支配したりした、主に欧米の大
国をいいます。 
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21

   

時
代
旧
石
器

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

昭
和
平
成

令
和

大正

安土
桃山

5

10

15
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10

15
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東京
ウラジオストク

カルカッタ

ケープタウン

モスクワ
ペテルブルグ

ロンドン

ホンコン

香港

シンガポール

日本

ハワイ諸島フィリピン

エチオピア
リベリア

ロシアイギリス ドイツ

フランス
アメリカ合衆国

がっしゅうこく

清
しん

し げんれっきょう

０°

スエズ運河
パナマ運河

シベリア鉄道

列強が内陸の資源を運ぶためにアフリカ各地に建設した鉄道

列強の侵略方向
日　　本ロ シ ア フランスアメリカ ド イ ツイギリス

しんりゃく

イギリス領

アメリカ領

日　　　本

ド イ ツ 領

フランス領

その他の
植民地

ロ シ ア 領

した法
ほう

律
りつ

を整備し、さらには裁
さい

判
ばん

官
かん

に外国人を採用するといった方
法で、相手国の同意を取りつけようとしました。しかし、国民の反
対によって実現しませんでした。
　やがて日本が立

りっ

憲
けん

制
せい

国家の体制を整えると、イギリスがロシアの
南下政策に対

たい

抗
こう

するうえからも、日本との交
こう

渉
しょう

に応じました。1894
年、陸

む

奥
つ

宗
むね

光
みつ

外相のもとで条
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権
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寿
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た
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外相によって実現しました。
日朝修好条規を結んだ朝鮮は、1880年代に入
ると、日本をモデルに開化政策へと転

てん
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しま
した。しかし、国内にはこれに反対する勢力も強く、 さらに日本と
清
しん

が政治に干
かん

渉
しょう

したこともあって、朝鮮の政情は不安定でした。
　この間日本は、影

えい

響
きょう

力を強めつつあった清に対抗するため、軍備
の増強を進めていきました。さらに、ロシアの極東進出に対する不
安が高まると、日本も朝鮮に進出しなければ日本の安全は守れない、
という意見が強まりました。
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カが最初に条約改正に応じましたが、日本が近代国家としてのかた
ちを整えていないことを理由にイギリスなどが反対したため、実現
しませんでした。1880年代には、東
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京
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 ドイツ帝国は1871年、イタリア王
国は1861年と、その国家形成はイギ
リスやフランスに大きく遅
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れましたが、
ドイツは後発の帝国主義国家として台
頭し、イタリアも19世紀末には植民
地獲
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得
と く

に乗り出しました。
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外国は、条約改正に反対する理由
として、日本の法制度の不備を強調し
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東アジアをめぐる列強の動きに着目
しましょう。

見方・考え方見方・考え方 つながり

なぜ、日本はこの時期に条約改正を実現することができたのでしょうか。
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なことを風刺している
か読み取り、意見を
出し合い
ましょう。
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件が起こりました。ところが、神
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のイギリス領事によって船
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▲1883年　鹿鳴館完成
　▲1886年　ノルマントン号事件
　　　　　▲1889年　大日本帝国憲法発布
　　　　　　　　▲1894年　日清戦争（～95）
　　　　　　　　　　▲1904年　日露戦争（～05）学び合い

リンク

リンク

学習した人物：陸奥宗光・小村寿太郎小学校⑥年

基本用語 列強
資本主義の発達にともない、政治的・
経済的・軍事的に強国となった国で、
他の国や地

ち

域
い き

を従
じゅう

属
ぞ く

させたり、植民地
として支配したりした、主に欧米の大
国をいいます。 
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列強の侵略方向
日　　本ロ シ ア フランスアメリカ ド イ ツイギリス

しんりゃく

イギリス領

アメリカ領

日　　　本

ド イ ツ 領

フランス領

その他の
植民地

ロ シ ア 領

した法
ほう

律
りつ

を整備し、さらには裁
さい

判
ばん

官
かん

に外国人を採用するといった方
法で、相手国の同意を取りつけようとしました。しかし、国民の反
対によって実現しませんでした。
　やがて日本が立

りっ

憲
けん

制
せい

国家の体制を整えると、イギリスがロシアの
南下政策に対

たい

抗
こう

するうえからも、日本との交
こう

渉
しょう

に応じました。1894
年、陸

む

奥
つ

宗
むね

光
みつ

外相のもとで条
じょう

約
やく

改
かい

正
せい

に成功し、治
ち

外
がい

法
ほう

権
けん

が撤
てっ

廃
ぱい

され、
関税自主権も一部認

みと

められました。治外法権は、その他の国も日
にっ

清
しん

戦争後に撤廃されました。経済発
はっ

展
てん

に必要な関税自主権の完全な回
復は、日

にち

露
ろ

戦争後の1911年、小
こ

村
むら

寿
じゅ

太
た

郎
ろう

外相によって実現しました。
日朝修好条規を結んだ朝鮮は、1880年代に入
ると、日本をモデルに開化政策へと転

てん

換
かん

しま
した。しかし、国内にはこれに反対する勢力も強く、 さらに日本と
清
しん

が政治に干
かん

渉
しょう

したこともあって、朝鮮の政情は不安定でした。
　この間日本は、影

えい

響
きょう

力を強めつつあった清に対抗するため、軍備
の増強を進めていきました。さらに、ロシアの極東進出に対する不
安が高まると、日本も朝鮮に進出しなければ日本の安全は守れない、
という意見が強まりました。

P.165  

6 5 2

P.171  1

7

P.185  

19世紀後半には、イギリスだけでなくフラン
ス・ドイツ・アメリカでも産業が急速に発

はっ

展
てん

しました。これらの国々では、少数の大企
き

業
ぎょう

や大銀行が国の経
けい

済
ざい

を
支配しました。また原料や製品の市

し

場
じょう

を海外に求め、鉄道・鉱山・
工場を設けて住民を安い賃

ちん

金
ぎん

で働かせ、多くの利益を得ようとしま
した。これらの国々にロシアを加えた列強は、植民地を求めてアジ
アやアフリカへ軍事力による侵

しん

略
りゃく

を重ね、相
そう

互
ご

に対立していきまし
た。このような動きを帝

てい

国
こく

主
しゅ

義
ぎ

といいます。
日本は、近代国家として列強とも対等な地位
を得るため、幕

ばく

末
まつ

に列強と結んだ不平等条約
の改正に積極的に取り組んでいきました。1878（明治11）年、アメリ
カが最初に条約改正に応じましたが、日本が近代国家としてのかた
ちを整えていないことを理由にイギリスなどが反対したため、実現
しませんでした。1880年代には、東

とう

京
きょう

に鹿
ろく

鳴
めい

館
かん

を建てて、外国人を
招いた舞

ぶ

踏
とう

会
かい

を開くなどの欧
おう

化
か

政
せい

策
さく

を進めました。欧
おう

米
べい

をモデルと

1

基本用語 P.111 基本用語

1

2

3 4

 ドイツ帝国は1871年、イタリア王
国は1861年と、その国家形成はイギ
リスやフランスに大きく遅

お く

れましたが、
ドイツは後発の帝国主義国家として台
頭し、イタリアも19世紀末には植民
地獲

か く

得
と く

に乗り出しました。
 諸

し ょ

外国は、条約改正に反対する理由
として、日本の法制度の不備を強調し
ました。

1

2

条
約
改
正
、日
清
・
日
露
戦
争
は
、日
本
に
ど
の
よ

う
な
影え

い

響き
ょ
う

を
あ
た
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

アジアとアフリカ
の植民地

条約改正の実現

朝
ちょう

鮮
せ ん

をめぐる
東アジア情勢

日本が条約改正に成功した時期と、
東アジアをめぐる列強の動きに着目
しましょう。

見方・考え方見方・考え方 つながり

なぜ、日本はこの時期に条約改正を実現することができたのでしょうか。

列強の動向とアジア1 －条約改正を成功させよ－ 二次元
コード

学習課題学習課題

日本にとって不平等条約の改正
が必要だった理由について、確

かく

認
にん

しましょう。

憲法の制定など近代国家として
の制度の整備や当時の世界情勢
が、条約改正とどのように結び
ついたかを説明しましょう。

確認確認

表現表現

第
５
節
の
問
い

?

第
　
　
　節

日日に

っ

清清し

ん

・・
日日に

ち

露露ろ

の
戦
争
と
東
ア
ジ
ア
の
動
き

の
戦
争
と
東
ア
ジ
ア
の
動
き

55

二次元
コード

1 20世紀初めの世界

3 鹿鳴館での舞踏会の
ようす（貴

き

顕
けん

舞踏の略図　兵
ひょう

庫
ご

県　神
こう

戸
べ

市立博物館蔵）

4 当時のようすの風
ふ う

刺
し

画（ビゴー画）
資料活用資料活用 どのよう

なことを風刺している
か読み取り、意見を
出し合い
ましょう。

2 ノルマントン号事件（和
わ

歌
か

山
やま

市立博物館蔵）　1886年、和歌山
県沖でイギリス船が沈

しず

み、イギリス人船長と船員はボートで
脱
だっ

出
しゅつ

しましたが、日本人乗客25人が全員おぼれて亡
な

くなる事
件が起こりました。ところが、神

こう

戸
べ

のイギリス領事によって船
長ら全員に無罪判決が出ました。日本国内では抗議の声が高
まり、横

よこ

浜
はま

で行われた領事裁判では船長が有罪となりました。

5 条約改正への主なあゆみ

列強は、どのよう
な地

ち

域
い き

に進出して
いるかな。

6 陸奥宗光
（1844～1897）
（東

とう

京
きょう

都　国立国会図書
館蔵)

7 小村寿太郎
（1855～1911）
（東京都　国立国会図書
館蔵)

年
一
九
一
一

一
八
九
四

一
八
八
八

一
八
八
二

一
八
七
二

一
八
五
八

条
約
改
正
の
あ
ゆ
み

　
ア
メ
リ
カ
と
関
税
自
主
権
の
回
復
に
成
功

小こ

村む
ら

寿じ
ゅ

太た

郎ろ
う

外
相
が
交
渉
　

　
イ
ギ
リ
ス
と
治
外
法
権
の
撤
廃
に
成
功

陸む

奥つ

宗む
ね

光み
つ

外
相
が
交
渉
　

　
外
国
人
裁
判
官
の
採
用
に
国
民
が
反
対

大
隈
重
信
外
相
が
交
渉（
〜
八
九
）

　
外
国
人
裁
判
官
の
採
用
に
国
民
が
反
対

井い
の

上う
え

馨か
お
る

外
相
が
交
渉（
〜
八
七
）

岩い
わ

倉く
ら

使し

節せ
つ

団だ
ん

が
予
備
交
渉

米
・
蘭ら

ん

・
露
・
英
・
仏
と
不
平
等
条
約
調
印

内
政
・
外
交

▲1883年　鹿鳴館完成
　▲1886年　ノルマントン号事件
　　　　　▲1889年　大日本帝国憲法発布
　　　　　　　　▲1894年　日清戦争（～95）
　　　　　　　　　　▲1904年　日露戦争（～05）学び合い

リンク

リンク

学習した人物：陸奥宗光・小村寿太郎小学校⑥年

基本用語 列強
資本主義の発達にともない、政治的・
経済的・軍事的に強国となった国で、
他の国や地

ち

域
い き

を従
じゅう

属
ぞ く

させたり、植民地
として支配したりした、主に欧米の大
国をいいます。 
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時
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旧
石
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縄
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弥
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古
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飛
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平
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鎌
倉

南
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室
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戦
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明
治
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令
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的分野

的分野

的分野

導入ページで、単元を通して追究し
ていく「単元を貫く問い」（「編（章）
の問い」や「節の問い」）を立てます。

単元を貫く単元を貫く
問いを立てる問いを立てる

ま
と
め
・
ふ
り
返
り
ペ
ー
ジ

ま
と
め
・
ふ
り
返
り
ペ
ー
ジ

本
文
ペ
ー
ジ

本
文
ペ
ー
ジ

導
入
ペ
ー
ジ

導
入
ペ
ー
ジ

導入ページで立てた問いの解決に向
けて、本文ページに設定した各時間
の「学習課題」と、それに対応した
「確認」「表現」の問いに答えます。

学習課題を学習課題を
追究する追究する

ポートフォリオに、学習を始める前と比べて、考えが変わったことや新たにわかったこと、考えが深まったことを
書きましょう。そして、これからの学習や生活に生かしていきたいことや、考え続けていきたいことを書きましょう。

近代（前半）  の学習をふり返ろう の学習をふり返ろう 主体的に学習に取り組む態度

学んだことをまとめ、「節の問い」に
ついて考えたことを手がかりに「編
（章）の問い」を解決します。最後に
単元の学習をふり返り、次の単元へ
進みます。

単元を貫く問いを解決し、単元を貫く問いを解決し、
ふり返るふり返る

「近代（前半）」にはどのような特色があるか考えましょう。

「近代（前半）」の特色をさぐる

大日本帝国の成立に象徴される近代化の特色は、
どのような点にあらわれているでしょうか。第5編第1章の問い第5編第1章の問い?

第1節の問い? 第2節の問い? 第3節の問い?

第5編第1章　日本の近代化第5編第1章　日本の近代化

日清・日露戦争前後の日本の国際的な地位の変化や動きに着目しましょう。第5節の問いに答えよう?

条約改正、日清・日露戦争は、日本にどのような影響をあたえたのでしょうか。第5節の問い?

第5節　日清・日露の戦争と東アジアの動き第5節　日清・日露の戦争と東アジアの動き

列強の動向とアジア1
学習課題学習課題 なぜ、日本はこの時期に条約

改正を実現することができたのでしょうか。

確認確認 日本にとって不平等条約の改正が
必要だった理由について、確認しましょう。

表現表現 憲法の制定など近代国家としての
制度の整備や当時の世界情勢が、条約改正と
どのように結びついたかを説明しましょう。

朝鮮をめぐる対立2
学習課題学習課題 日清戦争はなぜ起こり、その

結果、日本はどのように変わっていったので
しょうか。

確認確認 日清戦争の結果は、日本・清・朝
鮮・ロシアにどのような影響をあたえたのかを
整理しましょう。

表現表現 日清戦争の結果、どのようなことが
起こったか、国際関係と国内の動きから説明
しましょう。

大日本帝国の成立に象徴される近代化の特色は、
どのような点にあらわれているでしょうか。

第5編第1章の問い第5編第1章の問い?

「近代（前半）」を整理する

第1節の問いの答え

第6節の問いの答え

…

・・・

的分野

私たちの生活と政治 個人の尊重と日本国憲法

私たちの生活を支える政治は、なぜ日本国憲法に基づいて行われているのでしょうか。

2 1第　　編 第　　章

次の語句について、左の図のどの内容とかかわりが深いかを示し、意味を説明しましょう。

語句の意味を確認しよう　 知識

章のまとめをしようまとめとふり返り

第２編第１章の問い?

二次元
コード

章の問いに答えよう 思考・判断・表現

これまで学習してきた第1節から第3節の問いについて考えたことをふり返りましょう。STEP1
なぜ法に基づいて政治が行われることが大切なのでしょうか。

人権の尊重とは、どのような考え方なのでしょうか。

日本の平和主義は、どのように生かされていくべきでしょうか。

第１節の問い?

第2節の問い?

第3節の問い?

日本国憲法 ・立憲主義の憲法　・国の最高法規

この章で学習した内容は、持続可能な社会とどのような関係があるだろうか。
P.43個人の尊重　P.47憲法改正　P.54男女共同参画社会　P.55バリアフリー　P.55日本に住む外国人　
P.58生存権　P.59教育を受ける権利　P.67科学技術と人権　P.69子どもの人権　P.74平和主義

　ポートフォリオに、学習を始める前と比べて、考えが変わったことや新たにわかったこと、考えが深まったことを書きましょう。
そして、これからの学習や社会生活に生かしていきたいことや、考え続けていきたいことを書きましょう。

章の学習をふり返ろう 主体的に学習に取り組む態度

▶▶
第4編第2章に
向けて

私たちの生活と政治 個人の尊重と日本国憲法

私たちの生活を支える政治は、なぜ日本国憲法に基づいて行われているのでしょうか。

2 1第　　編 第　　章

次の語句について、左の図のどの内容とかかわりが深いかを示し、意味を説明しましょう。

語句の意味を確認しよう　 知識

章のまとめをしようまとめとふり返り

第２編第１章の問い?

二次元
コード

章の問いに答えよう 思考・判断・表現

これまで学習してきた第1節から第3節の問いについて考えたことをふり返りましょう。STEP1
なぜ法に基づいて政治が行われることが大切なのでしょうか。

人権の尊重とは、どのような考え方なのでしょうか。

日本の平和主義は、どのように生かされていくべきでしょうか。

第１節の問い?

第2節の問い?

第3節の問い?

日本国憲法 ・立憲主義の憲法　・国の最高法規

この章で学習した内容は、持続可能な社会とどのような関係があるだろうか。
P.43個人の尊重　P.47憲法改正　P.54男女共同参画社会　P.55バリアフリー　P.55日本に住む外国人　
P.58生存権　P.59教育を受ける権利　P.67科学技術と人権　P.69子どもの人権　P.74平和主義

　ポートフォリオに、学習を始める前と比べて、考えが変わったことや新たにわかったこと、考えが深まったことを書きましょう。
そして、これからの学習や社会生活に生かしていきたいことや、考え続けていきたいことを書きましょう。

章の学習をふり返ろう 主体的に学習に取り組む態度

▶▶
第4編第2章に
向けて

私たちの生活と政治 個人の尊重と日本国憲法

私たちの生活を支える政治は、なぜ日本国憲法に基づいて行われているのでしょうか。

2 1第　　編 第　　章

次の語句について、左の図のどの内容とかかわりが深いかを示し、意味を説明しましょう。

語句の意味を確認しよう　 知識

章のまとめをしようまとめとふり返り

第２編第１章の問い?

二次元
コード

章の問いに答えよう 思考・判断・表現

これまで学習してきた第1節から第3節の問いについて考えたことをふり返りましょう。STEP1
なぜ法に基づいて政治が行われることが大切なのでしょうか。

人権の尊重とは、どのような考え方なのでしょうか。

日本の平和主義は、どのように生かされていくべきでしょうか。

第１節の問い?

第2節の問い?

第3節の問い?

日本国憲法 ・立憲主義の憲法　・国の最高法規

この章で学習した内容は、持続可能な社会とどのような関係があるだろうか。
P.43個人の尊重　P.47憲法改正　P.54男女共同参画社会　P.55バリアフリー　P.55日本に住む外国人　
P.58生存権　P.59教育を受ける権利　P.67科学技術と人権　P.69子どもの人権　P.74平和主義

　ポートフォリオに、学習を始める前と比べて、考えが変わったことや新たにわかったこと、考えが深まったことを書きましょう。
そして、これからの学習や社会生活に生かしていきたいことや、考え続けていきたいことを書きましょう。

章の学習をふり返ろう 主体的に学習に取り組む態度

▶▶
第4編第2章に
向けて

第　　章

第　　  編

11
22

個人の尊重と日本国憲法個人の尊重と日本国憲法
私たちの生活と政治

先生や学級委員長の意見というだけで出し
ものを決めるのは、私も変だと思うよ。

学級の話し合いは、この章の学習とどのように関係す
るでしょうか。出し合った意見から出た疑

ぎ

問
も ん

を解決す
るための課題をまとめましょう。

みんなは文化祭
で何をやりたい
ですか？

話し合って最後
は多数決で決め
ます。

輪投げはどう？

的当てがいいな！ ○○市の地理と
歴史の展示はど
うですか？

お化け屋敷を
しよう！

1

3 4 5

2

まと あ
てん じ

や しき ボールすくいなども
入れて、縁日みたい
にしたらおもしろい
んじゃない？

あるある！

それいいね！

そもそも、
私としては…

ちょっと待って。
時間もないし、
多数決をしよう。

学級委員長としては、
お化け屋敷にしたいな。

…ということで、
縁日をすることに
決まりました！

6 7 8

9

えんにち

第２編第１章の問いを立てよう第２編第１章の問いを立てよう

日本国憲法　基本的人権　国民主権
平和主義　大日本帝

て い

国
こく

憲法

小学校で学習した内容小学校で学習した内容

気づいたことを出し合おう 気づいたことを出し合おう 

トライトライ
Q 1.まんがのなかから、民主主義や人

じ ん

権
け ん

とかかわると思う
内容を出し合いましょう。また、どのようにかかわるか
理由を考えましょう。

Q 2.話し合いがなければ、学級会の時間は短くできました。
時間がかかっても、みんなの意見を聞くのはなぜでしょうか。

文化祭の出しものを決めよう！

学習のはじめに学習のはじめに

　もし、話し合いがないまま、多数決を行っ
ていたら、文化祭の出しものは何になってい
たでしょうか。また、最初から話し合いや多
数決を行わず、先生や学級委員の意見という
だけで、出しものを決めたとしたらみんなは
納
なっ

得
と く

できたでしょうか。これらは、個人の尊
そん

重
ちょう

や政治の基本的な考え方といった憲
けん

法
ぽ う

が定
める内容とかかわっています。この編では、
憲法がこうした内容を定めることで、どのよ
うに社会の秩

ちつ

序
じ ょ

を守り、私たちの安全で幸福
なくらしを保

ほ

障
しょう

しているかを学習しましょう。

どんな学習をするのかな？どんな学習をするのかな？

第1節の問い?

第2節の問い?

第3節の問い?

なぜ法に基づいて政治が行われることが大切なのでしょ
うか。

人権の尊重とは、どのような考え方なのでしょうか。

日本の平和主義は、どのように生かされていくべきで
しょうか。

私たちの生活を支える政治は、
なぜ日本国憲法に基づいて行われているのでしょうか。

第２編第1章の問い第２編第1章の問い?

学習の見通しをもとう学習の見通しをもとう

第２編第1章の問いに対する
疑問や答えの予想を、
ポートフォリオに書きこみましょう。

　まとめ（P.81）では、第 2編第 1章
の問いに答えるための活動を行いま
す。この問いを意識しながら、学習を
深めていきましょう。

学び合い

この章で主に働かせる見方・考え方この章で主に働かせる見方・考え方

法の支配と個人の尊重民主主義 など
８コマ目の生徒が言おうとしていた
意見は何だったのかな？

みんなで話し合うのは、対立から合
意を導くための大切な方法だったね。

効率と公正対立と合意

二次元
コード

ポートフォリオへ

二次元
コード

38 39

1

3

1

5 6

2
3

2

3

4

1  江戸時代の江戸のようす（熈
き

代
だい

勝
しょう

覧
らん

　ベルリン国立アジア美術館蔵）

1805年ごろの、日
に

本
ほ ん

橋
ば し

（ P.137 5 ）近くのようすです。
2  明治時代の東京のようす（東京名所之

の

内
うち

銀
ぎん

座
ざ

通
どおり

煉
れん

瓦
が

造
づくり

鉄道馬車往復図　愛
あい

知
ち

県日
にっ

進
しん

市　マスプロ美術館蔵）　  
1882（明治15）年の銀座のようすです。

　第５編第１章では、日本の「近代」とよば
れる時代（ P.9）のうち、前半にあたる江

え

戸
ど

時代末期から明治時代を中心に学んでいき
ます。小学校では、ペリー来航をきっかけに
日本が開国したことや、新しい政府によるさ
まざまな改

か い

革
か く

、文明開化などについて学びま
したね。
　この単元では、「近代（前半）」がどのよう
な特色をもつ時代か、自分の言葉で説明でき
ることをめざしましょう。

「近代（前半）」は、近代化をとげ
た欧

お う

米
べ い

諸
し ょ

国
こ く

から日本が大きく影
え い

響
きょう

を受ける時代でした。
次のページの年表で、主なでき
ごとを確

か く

認
に ん

しましょう。

江戸の町は木造の家がな
らんでいるけれど、東京
の町はれんが造りの建物
がならんでいるね。

どんな学習をするのかな？どんな学習をするのかな？

「近代（前半）」という時代の
イメージをつかもう

1と 2の特
と く

徴
ちょう

やちがいを読み取り、話し合いましょう。  
・ 町のようすにはどのようなちがいがあるか。（建物に着目し
よう。）

・ どのような人々が歩いているか。（服
ふ く

装
そ う

や持ち物に着目しよ
う。）

・ 人々は何をしているか。（職業に着目しよう。）
今のあなたが考える「近代（前半）」という時代のイメージを
書き出しましょう。

トライトライ
見方・考え方見方・考え方

比較

鎖
さ

国
こ く

していた日本に、
どのようにして西洋風
のものが普

ふ

及
きゅう

していっ
たのかな。

気づいたことを出し合おう 気づいたことを出し合おう 

江
え

戸
ど

と東
と う

京
きょう

のようすを比べよう

学習のはじめに学習のはじめに

学び合い

江戸時代と明治時代
では、乗り物も大き
く変化しているよ。

二次元
コード

第　　章

第　　  編

11
55

日本の近代化日本の近代化
近代の日本と世界

近世 近代

画像 画像

巻末年表

154 155

1

1

2

比較比較

単元を貫く問いを設定する授業を構想するステップ 公民・歴史を例に、
授業を構想するス
テップをご提案し
ます。単元ごとに目標（何ができればよいのか）を設定し、評価したいことと 

その方法を決める。
参照するもの	 指導書／まとめ・ふり返りページの本時の目標など
	 単元の目標	評価規準

●●❶❶
単元ごとに、「単元の学習を見通す（導入ページ）」「単元を意識し、問いに迫る（本文ページ）」「自分の
言葉でまとめ、単元をふり返る（まとめ・ふり返りページ）」の学習のプロセスをつくる。
参照するもの	 指導書／単元の「問いの構造図」の例　
	 教科書QRコンテンツ・デジタル教科書／ポートフォリオ

●●❸❸

単元ごとに、目標を達成するために何を学ぶのか（何で学ぶのか）を概観し、単元を貫く問いを設
定する。また、問いに対する B 基準の解答例を準備する。
参照するもの	 教科書QRコンテンツ・デジタル教科書／導入ページのデジタルコンテンツ	イントロダクションムービー	ポートフォリオ	
	 指導書／導入ページの本時の展開	編・章・節の問いを立てるにあたっての手立て

●●❷❷ 単元を構成する「各時間の授業の展開」について、教科書（デジタル教科書）で構想する。
参照するもの	 指導書／各時間の学習課題	本時の展開	解答例・手立て
	 教科書QRコンテンツ・デジタル教科書／各時間のデジタルコンテンツ

●●❹❹

単元で何ができればよいのか、最初に子どもたちへ示すこと
で、学びの見通しを共有します。そのため、単元目標を基に

評価規準を設定し、学習活動と評価方法を決めます。ゴールは、単元を
貫く問いについて考えを述べることです。

問いの構造を理解し、ポートフォリオを活用
して、節の問いについて、自分の考えを積み

重ねていくよう指導しましょう。そのために、B基準の解
答例を準備したら、必要なキーワードをどのように使って
書けばよいのか、見方・考え方をどのように使えばよいの
か、示せるようにしておきましょう。ポートフォリオに
は、簡単でいいのでコメントを書いてあげて下さい。

子どもたちは、教科書の導入ページを見て、これまでに学んだことを使いながら気づい
たことを出し合います。そして、既習の見方・考え方（対立と合意、効率と公正など）を

使って、身近な場面に対する疑問を出し合い、学習内容に関する単元を貫く問いを立てます。先生が
子どもたちの中から出てきた疑問を一緒に「問い」の形にすることで、問いを追究しようとする意欲を
引き出します。

単元を意識しながら各時間の「学習課題」を解決することで、子どもたちは単元を貫く問いに迫っていくことができます。例えば、歴史的分野
の大きな目標に、「時代を大観」し、時代の特色をつかむことがあります。子どもたちは、時代の特色について、前の時代から何がどのように

変化したのか、原因は何か、時代にどのような影響を及ぼしたのか、説明することが求められます。そこで、子どもたちが時代の特色を説明するにあた
り、必要な情報、資料は何かを、各時間の学習を積み重ねることで明らかにできるよう、「各時間の授業の展開」を考えてみましょう。

教科書の「まとめ・ふり返りページ」と
指導書の単元の「目標」「評価規準」を読
み比べましょう。事前に評価方法（ペー
パーテスト、ポートフォリオ、発表な
ど）を子どもたちへ示すことで、学びの
見通し【評価計画】、学習方法につい
て、子どもたちが自分自身で決定でき
る環境を整えます。

事前に節ごとの「イントロダクション
ムービー」を見て、単元で何を学ぶのか
（何で学ぶのか）を見通し、子どもたちか
ら「ポートフォリオ」でどのような疑問や
予想が出てくるか、想定しておきます。

導入ページの比較資料を基に違
いや共通点を探すと、時代の変
化の原因や背景が見えてきま
す。単元を貫く問いを考えること
で、それを裏付けていきましょう。

1882年の東京の
様子、なぜ街並
みが変わったの
か、地図と年表
から情報を読み
取り、考えてお
きましょう。

単元を構成する
各時間につい
て、指導書に掲
載された本時の
展開や確認・表
現の解答例・手
立てを参考に、
子どもたちの実
態を踏まえた
「各時間の授業
の展開」を考え
ておきましょう。

▲指導書 公民学習指導編P.180 
第 2 編第 1章「まとめとふり返り」

▲教科書 歴史問いの構造・単元構造（第 5編第 1章）
※各単元の「「問いの構造図」の例」は指導書 学習指導編に掲載しています。

▲教科書 歴史P.154～155第 5編第 1章「学習のはじめに」

▲デジタルコンテンツ 歴史「イントロダ
クションムービー（第 5編第 1章第 5節）」 ▲教科書 歴史P.196～197第 5編第 1章第 5節①

▶デジタルコンテンツ	
歴史「ポートフォリオ
（第 5編第 1章）」

▲指導書 公民学習指導編P.39学習指導計画作成資料

▲教科書 公民P.80～81第 2編第 1章「まとめとふり返り」

▲デジタルコンテンツ 公民P.38「文化祭の出し物
を決めよう！」

▲教科書 公民P.38第 2編第 1章「学習のはじめに」

▲デジタルコンテンツ 公民「イントロダ
クションムービー（第 2編第 1章第 1節）」

▲指導書 公民学習指導編 P.139第 2編第 1章
「学習のはじめに」

▲デジタルコンテンツ 公民「ポートフォリオ
（第 2編第 1章第 1節）」

▲教科書 公民P.39第 2編第 1章「学習のはじめに」
※教科書で提示している単元を貫く問いの例です。

ここが単元の
学習のゴール
です。

ヨーロッパは産業革命で資本主義が生まれ、原料と販売市場を求
め植民地獲得がめざされた。社会契約説を背景に議会政治が始ま
り、アメリカも奴隷解放を宣言した。一方で社会主義思想が生ま
れ、独立運動も展開された。

不平等条約改正が急務のなか、列強各国の利害関係も手伝い、日
本は条約の改正に成功した。朝鮮半島をめぐり日清・日露戦争に
勝利した日本は大陸での影響力を強め、韓国を併合した。

欧米の近代化の波は幕末の日本にもおし寄せ、開国をせまられて不平等条約を締結し
たことで日本の経済は大きく混乱し、信頼を失った江戸幕府は諸藩の反抗を招いてた
おれた。明治政府は欧米諸国に対抗する近代国家を建設するため、殖産興業を推進し
て富国強兵政策を進めた。一方、農民や士族からは、地租改正、徴兵令などの近代化
政策に抵抗する動きが相次いだ。近代化に不可欠な法律の整備や植民地獲得に向けた
大陸進出、国内の産業革命の推進によって、「大日本帝国」という近代国家が成立した。

「法に基づく」とはどういう意味なのだろうか。
法と政治の関係が分かれば答えられそう。

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

2

●❷に続く

●❶
か
ら

●❸
に
続
く

●❸
か
ら

●❷
か
ら

●❹に続く

まとめ・ふり返りページ
では、「知識・技能」「思
考・判断・表現」「主体
的に学習に取り組む態
度」それぞれの評価の
観点に沿って活動を
整理しています。

観点ごとに活動を
整理

指導と評価の一体化
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世界や日本はどのような姿
すがた

をしているのでしょうか。

世界と日本の紹介ポスターを作ろうまとめとふり返り

第1編の問い?

赤　　　　道

世界の姿を説明する
ポスターを作ったよ。
人口や面積など、テー
マを決めて作るのも
面白そうだね。

ドイツ
首都：ベルリン
日本と8時間の
時差がある。

アメリカ
首都：ワシントンD.C.
人口も面積も世界の
上位5か国に入る。

ニュージーランド
首都：ウェリントン
島国（海洋国）である。

サウジアラビア
首都：リヤド

日本はサウジアラビアから
たくさん石油を輸入している。

世界の姿を説明するポスターを作りましょう。
❶ グループを作り、地図帳を見て好きな国旗を五つ選びましょう。
❷ 白地図でその国の位置を確

かく

認
にん

して、選んだ国旗と国名、首都名などの情報をかきこみましょう。
❸ 選んだ国にかかわる写真をはったり、その国についての説明をかき加えたりしましょう。
❹ できあがったポスターをクラスで発表し合いましょう。

STEP1

日本の姿を説明するポスターを作りましょう。
❶ グループを作り、白地図に7地方の境界をかきこみましょう。 
❷ 好きな県を七つ選び、白地図でその県の位置を確認して、県名と県庁所在地の名前などの情報をかきこみましょう。 
❸ 選んだ県にかかわる写真をはったり、その県についての説明をかき加えたりしましょう。 
❹ できあがったポスターをクラスで発表し合いましょう。

STEP2

世界の姿

編の問いに答えよう 思考・判断・表現学び合い

日本の地域構成について、次の問いに答えましょう。
❶  下の文章の空らんにあてはまる言葉を答えましょう。

❷  およそ経度15度で1時間の時差が生まれます。上の地図を見て、イギリスのロンドンが12月24日の午後9時のとき、日本は何月何日
の何時か答えましょう。

❸  下の文章の空らんにあてはまる言葉を答えましょう。

❹  日本には県名と県
けん

庁
ちょう

所在地の名前が異
こと

なる県が18県あります。18県すべての県名と県庁所在地の名前を答えましょう。

STEP22

世界や日本の姿をとらえるために必要な知識を世界や日本の姿をとらえるために必要な知識を確確
か くか く

認認
に んに ん

しようしよう 知識

世界の地域構成について、次の問いに答えましょう。
❶  1 ～ 5 にあてはまる大陸の名前、 A ～ C にあてはまる大洋の名前、 ア ～ ウ にあてはまる線の名前を答
えましょう。

❷  1 ～ 5 の大陸にある国の名前を一つずつ答え、地図上に位置を示しましょう。
❸  内陸国と島国(海洋国) の名前を三つずつ答え、地図上に位置を示しましょう。
❹  下の文章の空らんにあてはまる言葉を答えましょう。

STEP11

下の地図を見ながら、問いに答えましょう。
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日本文教出版_中学校地理（令和7年）
Ch112_09_51知識問題ベース地図

2023年2月　地図制作：ジェイ・マップ

元図108％拡大 日本文教出版_中学校地理（令和7年）
Ch110_01_Q1世界の白地図（QR用）

2023年1月　地図作成：ジェイ・マップ

元図114.2％
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日本文教出版
中学校地理（令和7年）
Ch111_01a_04b

中国_国旗

2023年2月　地図作成：ジェイ・マップ

ア

イ

ウ

2

3

4

5A

B C

地球は（　①　）なので、（　②　）の地図にすべてのことを正確にあらわすことはできない。地図は、距
きょ

離
り

・ 方位・（　③　）・（　④　）
などのうち、いくつかのことを正確にあらわす約束に従

したが

ってつくられている。この約束を（　⑤　）という。

領域は、陸地である（　⑧　）と、（⑧）に接する海域である（　⑨　）と、（⑧）と（⑨）の上の空間である（　⑩　）からなる。（⑧）の海岸
線から200海里までの範囲のうち、（⑨）を除

のぞ

く部分を（　⑪　）という。

日本はおよそ（　⑥　）緯
い

20度から46度、（　⑦　）経122度から154度の範
はん

囲
い

の中にある。

日本文教出版
中学校地理（令和7年）
Ch111_01a_04b

中国_国旗

2023年2月　地図作成：ジェイ・マップ

Ch111_00_51

この編で主に働かせる見方・考え方この編で主に働かせる見方・考え方

1位置や分布

＃北アメリカ大陸 ＃ナイアガラ　

＃ゴールドコースト ＃ビーチ　 ＃ソーセージ ＃フランクフルト　 ＃ビル群 ＃ライトアップ

＃パンダ ＃動物園　 ＃富士山 ＃山中湖　

3

4

5

6

7

8

日本文教出版
中学校地理（令和7年）
Ch111_01a_04b

中国_国旗

2023年2月　地図作成：ジェイ・マップ

3 ～ 8 がある国や県はどこかな？クイズQQQ

Ch111_00_51

世界や日本はどのような姿をして
いるのでしょうか。

第1編の問い第1編の問い?
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Ch111_00_51

第1編の問いに対する
疑
ぎ

問
も ん

や答えの予想を、
ポートフォリオに書きこみましょう。

ポートフォリオへ

二次元
コード
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世界の姿

・世界は６つの州に分かれ、190あまりの国がある。
・世界の国々は、それぞれ国旗を定めていて、色や形、
図柄は、国の歴史や思いがこめられている。

日本の姿

・日本は周囲を海に囲まれた海洋国であり、多くの
離島があるため、排他的経済水域の面積は領土の
面積の10倍以上ある。

ポスター ポスター ポスター ポスター

第１編の問い：世界や日本はどのような姿をしているのでしょうか。

板書例
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第１編 世界と日本の地域構成 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第１節⑤地球儀と世界地図から世界をとらえよう            （教科書 12～13ページ） 

地球儀と世界地図には、それぞれどのような特色があるのでしょうか。 

地球儀と世界地図の特色を、長所と短所に分けて本文からぬき出しましょう。 

 

緯度・経度と大陸の位置関係を意識して、世界の略地図を書きましょう。 

 

今日の学習で最も大事だと思った

ことを書きましょう。 

 

した海があります。陸地と海洋の面積の割
わり

合
あい

は約3対 7で、海洋の
方が2倍以上も広く、地球は「水の惑

わく

星
せい

」ともよばれています。
南極大陸を除

のぞ

く五つの大陸とその近くにある
島々は、アジア州、ヨーロッパ州、アフリカ

州、北アメリカ州、南アメリカ州、オセアニア州という六つの州に
分けられます。広大なユーラシア大陸は、一つの大陸の中でアジア
州とヨーロッパ州に分けられます。それぞれの州は、さらに細かく分
けられることがあります。例えばアジア州は、東アジア、東南アジア、
南アジア、西アジア、中央アジア、シベリアに分けられます。
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　 1 2

4

宇
う

宙
ちゅう

から見ると、私たちが生活する地球は、
美しく光りかがやく小さな球のようです。緑

色などに見える陸地には、ユーラシア大陸、アフリカ大陸、北アメ
リカ大陸、南アメリカ大陸、オーストラリア大陸、南極大陸の六

ろく

大
たい

陸
りく

と、数多くの島々があります。青色に見える海洋には、太
たい

平
へい

洋
よう

、
大
たい

西
せい

洋
よう

、インド洋の三
さん

大
たい

洋
よう

と、日本海や東シナ海などの大洋に付属

六大陸と三大洋

六つの州に
分けられる世界

大陸や海洋の広がりのようすのちが
いに着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方 1位置や分布

地球上で、大陸や海洋はどのように広がっているのでしょうか。

地球の姿
すがた

をながめよう1 二次元
コード

学習課題学習課題

地球儀や地図帳で、六大陸と三
大洋の位置を確

かく

認
にん

しましょう。確認確認

六つの州の位置を六大陸と三大
洋の名前を使って説明しましょ
う。

表現表現

第
　
　
　節

世
界
の
世
界
の
地地ち

域域い

き

構
成
構
成

11
どこから見るかに
よって、地球の見
え方はまったく異

こ と

なるね。

大陸や大洋は、ど
のように広がって
いるのかな。

2 海洋が多く見える角度から見た地球海洋が多く見える角度から見た地球

赤　　　　道
0°

アジア州

ヨーロッパ州

アフリカ州

北アメリカ州

南アメリカ州
オセアニア州

東南アジア

中央アジア

西アジア

南アジア

東アジア

シベリア

4 六つの州の位置六つの州の位置

3 六大陸と三大洋

北アメリカ大陸

南アメリカ大陸

オーストラリア大陸

南極大陸

インド洋

ユーラシア大陸

アフリカ大陸

大
た い

西
せ い

洋
よ う

太
た い

平
へ い

洋
よ う

1 陸地が多く見える角度から見た地球陸地が多く見える角度から見た地球

トライトライ 地球儀
ぎ

を回転させて、 1
2 のように見える角度を
探
さが

しましょう。

トライトライ それぞれの州がある大陸の名前と、
それぞれの州が面している大洋の
名前を、表に整理しましょう。

リンク

4 54 5

11
世
界
と
日
本
の
地
域
構
成

世
界
と
日
本
の
地
域
構
成

11
世
界
と
日
本
の
地
域
構
成

世
界
と
日
本
の
地
域
構
成
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● 地球儀と世界地図の違いをとらえ、世界地図の主な図法ごとに大陸な
どの形・面積や方位などの情報を適切に読み取り、それぞれの図法の
長所・短所を説明する。

● 地球儀や世界地図の主な図法の特色をふまえ、目的に応じた地図を選
択して適切な方法で表現する。

本時の目標
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〈地球儀〉
　地球を縮小した模型
 ・長所：距離、方位、面積、形のすべてが正確
 ・短所：一度に全体が見えず、持ち運びが不便

〈世界地図〉
　地球を縮小して平面にしたもの
 ・長所：世界全体をコンパクトに見わたせる
 ・短所：距離、方位、面積、形のすべてを
　　　　正確に表すことができない

a  いくつかを正確に表す約束（図法）
  でつくられている

〈図法〉
 ・メルカトル図法

緯線と経線はすべて直線で、互いに直交
　　　角度が正しい  a  海図に利用
 ・モルワイデ図法
　　緯線は直線で、経線は中心以外は曲線
　　　面積が正しい  a  分布図に利用
 ・正距方位図法

緯線と経線のほとんどは曲線（形がゆがむ）
　　　中心からの距離と方位が正しい
　　　　a  航空図に利用

学習課題：地球儀と世界地図には、それぞれどのような特色があるのでしょうか。

板書例
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的分野

第１編 世界と日本の地域構成 
■■ポポーートトフフォォリリオオ（（第第１１編編））     年年    組組    番番：：氏氏名名  

問いに対する疑問や、答えの予想をまとめてみましょう。 

●●学学習習のの見見通通ししをを立立ててままししょょうう  編の問いを中心に、世界と日本の地域構成について学習していきましょう。

世世界界やや日日本本ははどどののよよううなな姿姿ををししてていいるるののででししょょううかか。。  

日本文教出版_中学校地理（令和7年）
Ch112_09_51知識問題ベース地図

2023年2月　地図制作：ジェイ・マップ

元図108％拡大 日本文教出版_中学校地理（令和7年）
Ch110_01_Q1世界の白地図（QR用）

2023年1月　地図作成：ジェイ・マップ

元図114.2％

日本文教出版
中学校地理（令和7年）
Ch111_01a_04b

中国_国旗

2023年2月　地図作成：ジェイ・マップ

世界や日本はどのような姿をしているのでしょうか。第1編の問いについて
自分の考えをまとめよう

思考・判断・表現 思★
　世界と日本の地域構成の特色を、
文章や略地図などで適切に表現して
いる。
主体的に学習に取り組む態度 態★
　世界と日本の地域構成における自
己の学習の経過を振り返り、学習状
況や達成度を適切に自己評価し、今
後の学習や生活に生かそうとしてい
る。

評価規準例
　世界や日本の地域構成の特色を大観するために必要な知識や概念を振
り返らせたのち、世界の姿や日本の姿を説明するポスターを、地図を用
いて作成させる。ポスターをもとにグループやクラス間で発表させ、学
習前後で考えが変わったことや考えが深まったことを共有させたい。

● 世界と日本の地域構成の特色を多面的・多角的に考察し、ポスターを
作成して表現する。

● 単元全体の自己の学習を振り返り、学習状況や達成度を適切に自己評
価し、今後の学習や生活に生かそうとする。

本時の視点

本時の目標
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単元ごとに目標（何ができればよいのか）を設定し、
評価したいこととその方法を決める。●●❶❶

単元ごとに、目標を達成するために何を学ぶ
のか（何で学ぶのか）を概観し、単元を貫く問いを
設定する。また、問いに対する B 基準の解答
例を準備する。

●●❷❷
単元ごとに、「単元の学習を見通す（導入ページ）」

「単元を意識し、問いに迫る（本文ページ）」「自分の
言葉でまとめ、単元をふり返る（まとめ・ふり返り
ページ）」の学習のプロセスをつくる。

●●❸❸ 単元を構成する「各時間の授業の展開」につい
て、教科書（デジタル教科書）で構想する。●●❹❹

地理的分野を例に、子どもたちの学びを深化させるために、授業を
構想するステップを具体化していきましょう。まず、諸地域学習
（第 2編第 2章・第 3編第 3章）以外の単元について説明します。

▲教科書 地理P.24～25第 1編「まとめとふり返り」

▲指導書 地理学習指導編P.120 第 1編「まとめとふり返り」

▲▶教科書 地理P. 3  
第 1 編「学習のはじめに」

▶教科書 地理P. 2 
第 1編「学習のはじ
めに」

▶教科書 地理第 1編
各時間のタイトル

▲教科書 地理P.24第 1編「まとめとふり返り」

▲教科書 地理P.25第 1編「まとめとふり返り」

◀教科書 地理P. 3  
第 1 編「学習のはじめに」

▲デジタルコンテンツ  地理
「ポートフォリオ（第 1編）」

▲指導書 地理学習指導編P.121 
第 1 編「まとめとふり返り」

▲デジタルコンテンツ 地理 
「地球儀で距離をはかる」

▲デジタルコンテンツ  地理
「ポートフォリオ（第 1編）」

▲ 「なぜ」「どうして」を集めたテキスト
マイニングの例※

▼教科書 地理P. 4 ～ 5 
第 1編第 1節①

▼指導書 地理学習指導編P.109 
第 1 編第 1節⑤

▲指導書 地理学習指導編P.109第 1編第 1節⑤

「まとめ・ふり返り
ページ」を見て、単

元のゴールのイメージを把握し
ましょう（例：ポスターを作る）。

教材研究

「まとめ・ふり返りページ」の本
時の目標のほか、評価規準例な

ども確認しましょう。

指導書

指導書の「本時の
展開」や「板書例」

を参考に、まとめの活動を
行いましょう。
単元の導入でゴールを伝え
ておきましょう（例：ポス
ターを作る）。

指導書を参
考に、「本時

の目標」を達成するた
めの板書計画を考え
ましょう。

知識の定着を図った
り、地理的事象に対

する疑問を想起させたりするために、動画教
材などのコンテンツを活用しましょう。

デジタルコンテンツ

指導書

指導書

授業に必要な知識を確認する
「まとめ・ふり返りページ」の知識の問題

を確認することで、単元で「何を学ぶのか」を概観で
きます。これらの知識をどのようなプロセスで子ど
もたちに問いかけるか、イメージしておきましょう。

教材研究
「なぜ」「どうして」を拾い上げ、	
問いに迫る

自ら感じた「なぜ」「どうして」を大事にすることで、子どもた
ちは学習に主体的に取り組むことができるようになります。
図版どうしを比較させるなどして、子どもたちから「なぜ」「ど
うして」を引き出し、単元を貫く問いを考えるうえで必要とな
る子どもたちの「なぜ」「どうして」を一つ一つ解決できるよう
授業を組み立てるシミュレーションをしてみましょう。

問いを立てる　問いに迫る

単元を貫く問いを立てる活動のために、「導入
ページ」の資料から読み取らせたい情報を確認

し、様々な問いかけを考えましょう。

問いを立てる

問いに対する疑問
や、答えの予想に

ついて、子どもたちの声を集めた
り、共有したりする場合、テキスト
マイニングが有効です。

問いを立てる

教材研究を
通して、単

元を貫く問いの答えを
事前に導き出し、B 規
準の解答例を準備して
おきましょう。

教材研究

「導入ページ」
の「単元で主に

働かせる見方・考え方」と
各時間のタイトルから「何
を学ぶのか（何で学ぶの
か）」を確認しましょう。

教材研究

授業を構想するステップを具体化する（ 1 ）
第 1 編　世界と日本の地域構成
			学習の流れ			「問いを立て、学習を見通す」→「問いを追究する（問いに迫る）」→「まとめ、ふり返る」

次のページでは、地理的分野の諸
地域学習の単元のパターンを紹介
します。単元を貫く問いを立てる
プロセスをふまえて、個別最適な
学びの方法も提案します。

第1節　世界の地域構成	 第 2節　日本の地域構成
①地球の姿をながめよう	 ①日本の位置をとらえよう
②主な国々の名前と位置をとらえよう⑴	 ②日本と世界各地との時差をとらえよう
③主な国々の名前と位置をとらえよう⑵	 ③日本の領域の特色をとらえよう
④緯度と経度のしくみをとらえよう	 ④日本の領域をめぐる問題をとらえよう
⑤地球儀と世界地図から世界をとらえよう	 ⑤日本の都道府県と7地方区分をとらえよう

南の方は暑いし、北の方は寒い
海が大きい　日本は島国　→何を使って説明する？

ポートフォ
リオでの学

びをまとめの活動に生かすよ
う指導しましょう。

ポートフォリオ

地球儀の長所・短所

世界地図の長所・短所

図法の長所・短所

長所・短所を軸に地球儀と世界地図の特色を説明する

比
較
比
較

（地球儀）    長所…距離、方位、面積、形のすべてが正確  
短所…いちどに全体が見えず、持ち運びが不便

（世界地図）　  長所…世界全体をコンパクトに見わたせる  
短所…距離、方位、面積、形のすべてを正確にあらわすことができない

※ユーザーローカル AI テキストマイニングによる生成（ https://textmining.userlocal.jp/ ）
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近畿地方の学習をまとめようまとめとふり返り

近
きん

畿
き

地方－歴史的背
はい

景
けい

をテーマに－3第　　節

近畿地方の生活や産業は、歴史的背景からどのような影
え い

響
きょう

を受けているのでしょうか。第3節の問い?

二次元
コード

P.214で学習したように、近年「形のあるものを消費する観光」だけではなく「その場所ならではの体験ができる」
観光が注目されています。「その場所ならではの体験ができる」観光は、地域の人々の生活や文化を体験することで、
地域の特色をより深く理解することができるといえます。

体験を重
じゅう

視
し

した観光ツアーを企画しよう議論してみよう?… 学び合い

グループごとに近畿地方の1県を選んで、県内
をめぐる1泊

ぱく

2日の観光ツアーを企画しましょ
う。教科書や地図帳を確認したり、インターネットで検

けん

索
さ く

し
たりして、地域の特色の理解につながるような「その場所な
らではの体験」を盛

も

りこみましょう。

STEP1

クラスで、各グループが立てた観光ツアーを
発表（プレゼンテーション）しましょう。どのよ

うな体験を盛りこめば地域の特色が理解できるか、意見交
こう

換
か ん

しましょう。

STEP2

和
わ

歌
か

山
や ま

県を満
ま ん

喫
き つ

！ まるごと体験ツアー

9時 南
な ん

紀
き

白
しら

浜
は ま

空港着
10時 みなべ町で梅体験！
全国有数の生産地みなべ町で、農家の方に栽培の
くふうをお聞きし、梅ジュースづくりを体験します

15時 紀
き

の川
かわ

市で地域おこしを取材！
猫の人気で廃線危機をのりこえた鉄道の取り組み
が地域にあたえた変化を、関係者にお聞きします

18時 高
こ う

野
や

山
さ ん

の宿
しゅく

坊
ぼ う

で宿泊体験！
信仰が地域にねざしている高野山で、宿坊に宿泊
して高野山の歴史についてお話をお聞きします

日
①
第

日本文教出版_中学校地理（令和7年）
Ch333_06_51近畿地方のまとめ
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自分の考えをまとめよう自分の考えをまとめよう 思考・判断・表現

右の例を参考にしながら、マインドマップを
作って近畿地方の地域的特色を整理し、近
畿地方にみられる地

ち

域
い き

の課題「歴史的背景
と人々の生活の両立」（P.207）について考
えましょう。

近畿地方の生活や産業は、歴史的背景からどのような影響を受けているのでしょうか。第3節の問いについて
自分の考えをまとめよう

用紙の中央に、マインドマッ
プのテーマをかきましょう。

STEP11
テーマに関連する内容を、枝
のような形に配置しながらか

き加えましょう。

STEP22

かき加えた内容をそれぞれ細
分化しながら枝を広げていき、

マインドマップを完成させましょう。

STEP33

して高野山の歴史についてお話をお聞きします
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ように、近畿地方は長
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第３編第３章第３節 近畿地方 

②現在にいきづく歴史的都市の特色 （教科書 208～209ページ） 

歴史的都市である京都や奈良には、どのような特色があるのでしょうか。

京都や奈良が歴史的にどのように発展してきたか、本文からぬき出しましょう。 

歴史的背景をふまえて、京都や奈良の人々の生活や産業の特色を説明しましょう。 

学習課題 近畿地方の自然環境や人々の生活には、どのような特色がみられるのでしょうか。

歴史的都市である京
きょう

都
と

や奈
な

良
ら

には、どのような特色があるのでしょうか。学習課題

近
きん

畿
き

地方は、歴史的に世界とどのような結びつきをもってきたのでしょうか。学習課題

歴史や伝統を生かした産業から、新たな技術がどのように生まれてきたのでしょうか。学習課題

近
きん

畿
き

地方では、歴史的な景観や文化財の保全と観光をどう両立させているのでしょうか。学習課題

思考・判断・表現 思

　近畿地方では歴史的背景と人々の
生活をどのように両立させているか、
多面的・多角的に考察している。
主体的に学習に取り組む態度 態★
　近畿地方における自己の学習の経
過を振り返り、学習状況や達成度を
適切に自己評価し、今後の学習や生
活に生かそうとしている。

評価規準例
　近畿地方の人々は地域の歴史を活用しながら生活し、産業を発展させ
てきた。歴史的背景を考察の仕方とした近畿地方の学習のまとめとして、
マインドマップを作って近畿地方の地域的特色を整理させ、近畿地方の
地域の課題である「歴史的背景と人々の生活の両立」について考察させ
たい。

● 近畿地方の地域的特色を整理し、歴史的背景と人々の生活の両立につ
いて多面的・多角的に考察する。

● 単元全体の自己の学習を振り返り、学習状況や達成度を適切に自己評
価し、今後の学習や生活に生かそうとする。

本時の視点

本時の目標

R07中社指導書_地理_p312-325.indd   324-325R07中社指導書_地理_p312-325.indd   324-325 2025/01/11   16:412025/01/11   16:41

的分野

単元ごとに目標（何ができればよいのか）を設定し、
評価したいこととその方法を決める。●●❶❶

単元ごとに、目標を達成するために何を学ぶ
のか（何で学ぶのか）を概観し、単元を貫く問いを
設定する。また、問いに対するＢ基準の解答
例を準備する。

●●❷❷
単元ごとに、「単元の学習を見通す（導入ページ）」

「単元を意識し、問いに迫る（本文ページ）」「自分の
言葉でまとめ、単元をふり返る（まとめ・ふり返り
ページ）」の学習のプロセスをつくる。

●●❸❸ 単元を構成する「各時間の授業の展開」につい
て、教科書（デジタル教科書）で構想する。
※ GIGA 端末を使った自由進度学習で個別最適な学びを見通す。

●●❹❹

諸地域学習（第 2編第 2章・第 3編第 3章）の各節では、導入
ページで子どもたちが自ら単元を貫く問いと、それを解決するた
めの問いを立てて学習を見通し、単元を通して問いを追究します。

授業を構想するステップを具体化する（ 2 ）
第 3 編第 3 章第 3 節　近畿地方－歴史的背景をテーマに－
			学習の流れ			「州・地方のあらましをつかむ」→「問いを立て、学習を見通す」→「問いを追究する（問いに迫る）」→「まとめ、振り返る」

写真で見る近畿地方	 【写真ページ】
①近畿地方の自然環境と人々のかかわり	 【本文ページ（大観）】
持続可能な地域をめざしてー歴史を大切にする近畿地方の地域づくりー	 【導入ページ】節の問いを立てよう　近畿地方
②現在にいきづく歴史的都市の特色	 【本文ページ（追究）】
③港町から世界へ	 【本文ページ（追究）】
④伝統を生かした産業と世界進出	 【本文ページ（追究）】
⑤歴史を未来へつなぐ取り組み	 【本文ページ（追究）】
まとめとふり返り　近畿地方の学習をまとめよう	 【まとめ・ふり返りページ】

▲教科書 地理第 3編第 3章第 3節各時間のタイトル
▲教科書 地理P.202第 3編第 3章第
3節「写真で見る近畿地方」

▲教科書 地理第 3編第 3章第 3節各時間の「学習課題」

▲教科書 地理P.204
第 3 編第 3章第 3節①

◀▼コンテンツ 地理「イントロ
ダクションムービー（第 3編第
3章第 3節）」

◀教科書 地理P.205
第 3 編第 3章第 3節①
本文ページ（大観） 
		教科書 地理P.208
第 3編第 3章第 3節③
本文ページ（追究）

◀教科書 地理P.207
第 3編第 3章第 3節
「節の問いを立てよう」

▲デジタルコンテンツ 地理「ポートフォリオ（第 3編第 3章第 3節）」

▲教科書 地理P.216～217第 3編第 3章第 3節「まとめとふり返り」

▲教科書 地理学習指導編P.324第 3編第 3章第 3節「まとめとふり返り」

▼教科書 地理巻頭 9 第 2編第 2章・第 3編第 3章各節の「議論してみよう」のタイトル

◀教科書 地理P.168
第 3 編第 3章
「主に働かせる見方・
考え方」

◀教科書 地理P.217
第 3 編第 3章第 3節
「まとめとふり返り」

第 2編第 2章第 1節	 アジアの課題をどう解決する ?	���������������������������������������������� 61

第 2編第 2章第 2節	 離脱前と離脱後のイギリスの人々の声を聞いて判断しよう	����������� 77

第 2編第 2章第 3節	 自立のための取り組みの優先順位をグループで話し合おう	�����������	89

第 2編第 2章第 4節	 大量生産・大量消費の生活を維持する ?しない ?	���������������������105

第 2編第 2章第 5節	 あなたの考える多文化社会って ?	������������������������������������������117

第 2編第 2章第 6節	 さまざまな立場の人々と熱帯雨林を守る方法を考えよう	�������������129

第 3編第 3章第 1節	 環境保全と観光業を両立させよう	������������������������������������������185

第 3編第 3章第 2節	 四国新幹線の整備について考えよう	���������������������������������������201

第 3編第 3章第 3節	 体験を重視した観光ツアーを企画しよう		��������������������������������217

第 3編第 3章第 4節	 産業の競争力を維持する方法を考えよう	���������������������������������233

第 3編第 3章第 5節	 東京への一極集中についてディベートしよう	���������������������������249

第 3編第 3章第 6節	 これから10年間の復興計画を考えよう	�����������������������������������265

第 3編第 3章第 7節	 持続可能な地域の在り方を考えよう	���������������������������������������281

議論してみよう?…

議論してみよう（パフォーマンス課題）
「まとめ・ふり返りページ」の「議論してみよ

う」で、地球的課題や地域の課題に対する自分の考えを述
べるために、学んだことを使えるようになることがゴー
ルです。そのために授業を組み立てましょう。地球的課
題や地域の課題の解決策について、どのように説明・構
想できるかが評価の基準となります。

教材研究

諸地域学習	各節の単元構造
学習指導要領・学習指導要領解説の求めに

対応し、州・地方の地域的特色の習得を確かなものにす
るため、各節を以下のような構造にしています。

第 1・第 2見開き	�����州・地方を大観する
第 3見開き	���������������既習の知識を生かして単元を貫く

問いを立てる
第 4見開き以降	���������州・地方の地域的特色を追究する
最終見開き	����������������単元を貫く問いを解決する

教材研究

「まとめ・ふり返りページ」の本
時の目標のほか、評価規準例な

ども確認しましょう。

指導書

理由を問い返す
「○○のような特色がみられたのはなぜ？」のよう

に、子どもたちが見出した問いの答えについて理由を問い返す
ことで、学習をより深く、より多面的なものにしていきます。

言語活動

GIGA端末を使った自由進度学習
で個別最適な学びを

問いに迫る方法や順序を子どもたち自身が計画
し、より個性的な追究を目指します。そして、相
互評価や自己評価を取り入れ、教科書を縦横無尽
にめくりながら、単元を貫く問いの答えに迫りま
す。教科書QRコンテンツ・デジタル教科書に収
録しているポートフォリオを活用し、タブレット
端末を使って学びを記録することも有効です。

問いに迫る

ポートフォリオを活用し、「確
認」「表現」の言語活動、読み取

り・解釈などの活動を行うことができます。

ポートフォリオ

子どもたちが立てると考えられる	
「なぜ」問いの例

近畿地方には、なぜ多くの観光客が集まるのでしょうか。
近畿地方には、なぜ歴史的建造物が多いのでしょうか。

問いを立てる

まず、「大観ページ」で、様々な写真や地図・グラフなどを用い
て、州・地方の地域的特色を大観します。

次に、「大観ページ」・「導入ページ」で気付いたことを出し合う
中で、❶「どのような」特色があるかを考え、単元を貫く問いを
立てます。
次に、この問いを解決するために、❷「なぜ」を用いた問いを立
てます。「大観ページ」・「導入ページ」・「イントロダクション
ムービー」、さらに第 4見開き以降の本文や資料も参考にし
て、特色を明らかにするために子どもたちが立てると考えられ
る問いを予想し、学習のプロセスを見通します。

個別最適な学びは、個人がただ自由に
取り組むのではなく、学習課題をミッ
ションとして一つ一つ乗り越えていく
ように仕掛けることが大切です。

「節」の導入ページで
問いを立てる

京都…日本で最も長い間首都であった都市。日本の伝統文化が育まれ、
茶道、華道、和食、和菓子、織物の伝統を守り、未来へ伝えようとして
いる店（企業）も多い。

●●❶❶  

●●❷❷

●●❶❶  

比較比較

思考ツールを使って思考を広げ深める
まず、先生が単元を貫く問いを解決します。教

科書では、問いについて多面的・多角的に考察するため
に、様々な思考ツールを紹介しています。授業の展開に合
わせて活用し、思考を広げ深めるスキルを磨きましょう。
また、子どもたちがどのような問いを立て、キーワードと
なる知識をどのようなプロセスでたどるのか、イメージし
ておくのがおすすめです。

教材研究

ツール 掲載箇所
フィッシュボーンチャート P.61、77、233
ダイヤモンドランキング P.89、185
座標軸 P.117
クラゲチャート P.167
マインドマップ P.217

教科書内で提案している思考ツールの例
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より多くの人に見やすいカラーユニバーサルデザインに配
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・見やすく読みまちが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。
・環境にやさしい植物油インキと再生紙を使用しています。

先生、保護者の皆様へ
この教科書では、紙面にある二次元コードをタブレット
などで読み取ると、学習の参考になる情報を見ることが
できます。この情報は無料ですが、インターネット接続
に通信料などが発生する場合があります。通信環境をご
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京都市立久世中学校教諭 弘田 真基
宮崎第一中学校・高等学校講師 猪野　滋

京都市立西賀茂中学校校長 　上畑 直久
京都市立洛北中学校教頭 　三間 英孝

　このガイドブックは、先生方に単元ごとの授業をつくっていただくことを目的に
作成しました。「単元を貫く問い」を設定したり、それを基に問いを追究する授業
を展開したりするのは、準備に時間がかかります。そこで、単元を貫く問いを設
定する授業を構想するステップをご提案するとともに、教科書や指導書を基に授
業をつくる手順を確認します。この冊子の目標は「よりよい授業準備」です。
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先生、保護者の皆様へ

この教科書では、紙面にある二次元コードをタブレット
などで読み取ると、学習の参考になる情報を見ることが
できます。この情報は無料ですが、インターネット接続
に通信料などが発生する場合があります。通信環境をご
確認のうえ、ご利用ください。なお、この情報をすべて
の生徒が一律に学習する必要はありません。二次元コー
ドが読み取れない場合は、下記のURLをご参照ください。
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この教科書は、これからの日本を担
にな
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さんへの期待をこめ、
税金によって無

む

償
しょう

で支給されています。大切に使いましょう。

より多くの人に見やすいカラーユニバーサルデザインに配
慮しています。

・見やすく読みまちが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。

・環境にやさしい植物油インキと再生紙を
使用しています。

単元を貫く問いを設定する授業を構想するステップ
　 単元ごとに目標（何ができればよいのか）を設定し、評価したいこととその方法を決める。
 参照するもの 指導書／まとめ・ふり返りページの本時の目標など
  指導書／単元の目標 評価規準
　 単元ごとに、目標を達成するために何を学ぶのか（何で学ぶのか）を概観し、単元を貫く
　 問いを設定する。また、問いに対する B 基準の解答例を準備する。
 参照するもの 教科書 QR コンテンツ・デジタル教科書／導入ページのデジタルコンテンツ 
  イントロダクションムービー  ポートフォリオ
  指導書／導入ページの本時の展開 編・章・節の問いを立てるにあたっての手立て
　 単元ごとに、「単元の学習を見通す（導入ページ）」「単元を意識し、問いに迫る（本文ページ）」
　 「自分の言葉でまとめ、単元をふり返る（まとめ・ふり返りページ）」の学習のプロセスをつくる。
 参照するもの 指導書／単元の「問いの構造図」の例
  教科書 QR コンテンツ・デジタル教科書／ポートフォリオ
　 単元を構成する「各時間の授業の展開」について、教科書（デジタル教科書）で構想する。
 参照するもの 指導書／各時間の学習課題 本時の展開 解答例・手立て
  教科書 QR コンテンツ・デジタル教科書／各時間のデジタルコンテンツ

この冊子の主語は
「先生」です！

「単元を貫く問いを設定する」
「生徒自ら問いを立てる」
といった単元ごとの授業を
どのようにつくればよいのか、
困っていませんか？

❶

❷

❸

❹

こ
の
冊
子
を
参
考
に

「
よ
り
よ
い
授
業
準
備
」を
！
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