
地域の課題をつかむ 地域の特色をつかむ 課題の要因を考察する 解決に向けて構想する まちづくり会議

第 3編第 4章　地域のあり方

地
ち

域
いき

の課題について考察したり，解決策
さく

につ
いて構想したりしたことをもとに，「まちづく

り会議」を開きましょう。会議では，みなさんがさまざまな立場の
人の役

やく

割
わり

を演じて，各班
はん

の提案を検
けん

討
とう

しましょう。話し合いを通し
て，それらの提案を関連づけたり，提案に優

ゆう

先
せん

順位をつけたりして，
「私たちのまちづくりプラン」をまとめましょう。

会議を開くに 
あたって

まちづくり会議を開こう5     学習  課題

見方・考え方

地域の課題の変化や持続可能な地域づ
くりに着目しましょう。

地
ち

域
い き

のあり方について考えるま
ちづくり会議を開きましょう。

地域

地域のあり方を考える③
対立したときに合意を形成する方法

　地域の課題を解決する構想をつくるときには，さまざまな提案が生まれます。 A Bの二つ
の提案が生まれて，その二つが対立してしまったときには，次のような解決方法があります。
　（1）　 A Bのどちらかを選

せ ん

択
た く

する。
　（2）　 Aを6割

わ り

， Bを4割というふうに，二つの案を取り入れて調整する。
　（3）　 Aの次に Bを行う， Bの次に Aを行うというふうに，二つの案に順番をつける。
　（4）　 Aでも Bでもない， Cという新しい案を考える。
「私たちのまちづくりプラン」をまとめるときには，四つの方法のどれがよいか考えながらまとめましょう。

 まちづくり会議1

 自然と防災班 のまちづくりプラン2

障がい者 の立場から

避
ひ

難
なん

所を改
か い

善
ぜん

するときには，私たちの
意見を聞きながら進めてほしいと思い
ます。

地域に住む人 の立場から

もし災害のときに，避難所に地域以外
の人が殺

さ っ

到
とう

したら，どうすればよいの
でしょうか。

 人口と街なみ班 のまちづくりプラン3

子育て中の人 の立場から

少子化対策のためにも，保育園の待機
児童問題にはこれからも注目してほし
いです。

大学生 の立場から

京
きょう

都
と

にある魅
み

力
りょく

的な企
き

業
ぎょう

に出会える機
会が増えればよいと思います。

「対立と合意」という見方・考え方については，3年生の公民的分野でくわしく
学習しましょう。公民

●  若い人々に魅
み

力
りょく

のある街をつくろう！
●  京

きょう

都
と

市の人口 … 1986年の148万人が最高で，
将
しょう

来
ら い

は少しずつ減っていきます。
●  京都市の人口の特色
　・高

こ う

齢
れ い

化率は全国平均よりやや高い
　・大学生が約15万人！（人口の10％以上）
　・ 東

と う

京
きょう

や大
お お

阪
さか

への転出が多い（特に25～29歳）　
　・保育所の待機児童数が少ない！  京都市の人口（「国勢調査」2015年ほか）1

●  地
ち

域
い き

の活力を維
い

持
じ

するために  

・ 全国からやって来た大学生に，卒業後どのよ
うに京都市に残ってもらえるようにするか。

・元気な中小企
き

業
ぎょう

と出会える機会を！
・残った人に家

や

賃
ち ん

の一部を補
ほ

助
じょ

！
・何かプレゼントをあげる！
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●  すべての人々のための「京
きょう

都
と

市災害対
た い

策
さ く

プラン」を立てよう！

家族での話し合い
防災グッズの用意
ハザードマップの確

か く

認
に ん

災害時の避
ひ

難
なん

ルートや避難所の確認
徒歩での帰

き

宅
たく

ルートの確認
 災害時帰宅支

し

援
え ん

ステーションマップ
の確認
災害時帰宅支援マップの確認

やっていますか？ 1人1人ができること

防災に関する意識度チェック  ●京都市  ▲日本全体
● 多言語を話せるボランティアを登録して避
難所に派遣するしくみの構築
▲ バリアフリー化が難

むずか

しい避難所に必要な支
援を地

ち

域
いき

の人々が共有するしくみの構築
● 有名な観光地のホームページに緊急避難
場所までの地図を掲載
▲  学校・企

き

業
ぎょう

で災害時の帰宅方法を考える
勉強会を開催
▲  駅・インターチェンジなどで，ほかの地域
からの避難者に対応する取り組み

私たちの提案
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 京
きょう

都
と

市の工業製品出
しゅっ

荷
か

額の内わけ（「工業統計調
査」2017年）

7

　グラフにはそれぞれ特色があるので，示し
たい内容に適した形のグラフを選びましょう。

合計

1兆1699億円

生産用機械 5.2

化学工業 2.9
印刷業 2.6

食料品 3.4
その他
7.1

飲料など 78.8％
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1965年 1975 1985 1995 2OO5 2O15

合計

2兆6295億円

電子部品

1O.O％
業務用機械

8.9％

生産用機械

7.2％

電気機械

6.6％

その他

32.2％

飲料など

35.1％

統計資料を活用する⑤

グラフのつくり方

　統計数
す う

値
ち

から棒グラフや折れ線グラフをつくると，数値どうし
を比べたり，年ごとの変化を読み取ったりすることができます。

1． 年ごとの変化をあらわす場合，何年から始めて，何年ごとの数値を使うの
かを考える。

2． いちばん数値の大きいところを探
さが

して，縦
たて

軸
じく

の最大値を決める。
3． グラフをかく。

　項
こ う

目
も く

別の生産額や生産量がどのくらいかを比
べるようなときには，円グラフや帯グラフをつ
くって確認すると，わかりやすくなります。

1． 統計数値を多い順にならべる。
2． 数値の割合を計算する。  
飲料などの場合…9240億円÷2兆6295億円＝35.1％

3． 主なもの以外は「その他」にまとめる。
4．グラフをかく。

数量を比べる。数量の変化を見る。棒
ぼ う

グラフ
折れ線グラフ

割
わ り

合
あ い

を示す。割合を比べる。
円グラフ
帯グラフ

調査テーマに関係する項目
の色を変えるなどして，め
だたせることもできます。

グラフの縦の長さを
のばすと，数値の増
減を強調することが
できます。

 伏見区の工業製品出荷額の内わけ
（「工業統計調査」2017年）

8

 人口と街なみ班
はん

が調べた伏
ふ し

見
み

区の人口
3

 資
し

源
げん

と産業班
が調べた工業製品出
荷額の割合

6

 伏見区の人口（「国勢調査」2015年ほか）4  10年間の人口増加率（「国勢調査」2015年ほか）5

11万8O31人

16万3157人

23万 346人

27万4938人

28万5961人

28万5419人

28万 655人

1O年間の

人口増加率
伏
ふし

見
み

区の人口

＋ 38.2％

＋ 41.2％

＋ 19.4％

＋ 4.O％

- O.1％

- 1.7％

（国勢調査）
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1965年

1975年

1985年

1995年

2OO5年

2O15年

京
きょう

都
と

市 伏
ふし

見
み

区

2兆6295億円

924O億円

262O億円

2344億円

1899億円

1729億円

8463億円

合計

飲料など

電子部品

業務用機械

生産用機械

電気機械

その他

1兆1699億円

9214億円

6O6億円

395億円

336億円

296億円

852億円

合計

飲料など

生産用機械

食料品

化学工業

印刷業

その他

（「工業統計調査」2O17年）（2O16年の数値）業種別工業製品出
しゅっ

荷
か

額

（2O16年）

（2O16年）

3-

1

地
域
調
査
の
手
法
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第 4編　近世の日本と世界

姫路市
姫路城

兵庫県

－兵
ひ ょ う

庫
ご

県姫路市－
城
じ ょ う

下
か

町
ま ち

姫
ひ め

路
じ

を調べる

　県
けん

庁
ちょう

所在地など，現在の中心的な都市の多くは，近世の城
じょう

下
か

町
まち

がもとになっています。
私たちは，城下町の姫路について調べることにしました。

 池田輝政（1564～1613）
（兵庫県　書

しょ

写
しゃ

山
ざん

円
えん

教
きょう

寺
じ

蔵）
1  近世の姫路のようす（17世紀中ごろ）2  現在の姫路（2015年2月調整　電子地形図25000）　 1 ～ 6 は写真の位置を示しています。3

2 姫路城 国宝  世界遺産

3 今も残る中堀 4 堺
さかい

町
まち

　お寺がならんでいます。

5 西
さい

国
ごく

街道（山陽
道）の案内

6 紺屋
町通りの
案内

　関
せき

ヶ
が

原
は ら

の戦いが終わった
1600年，徳

と く

川
がわ

家
い え

康
や す

に命じられ
て姫路を治めたのが，池

いけ

田
だ

輝
て る

政
まさ

でした。輝政は，早
さ っ

速
そ く

，城の大
改造を始め，現在の天

て ん

守
しゅ

閣
かく

をも
つ姫路城を完成させ，計画的に
城下町をつくっていきました。

塩
し お

　町
まち

　塩蔵
く ら

や塩屋があった。
綿
わた

　町
まち

　木
も

綿
めん

問屋があった。
魚
う お

　町
まち

　 鮮
せん

魚
ぎょ

店や飲食店が多かった。
呉
ご

服
ふ く

町
まち

　 着物をあつかう呉服屋が
多かった。

材
ざ い

木
も く

町
まち

　 水運を利用した木材加工
業者が集まっていた。

紺
こ ん

屋
や

町
まち

　 染
そ め

物
もの

業者が集まっていた。
金
か な

屋
や

町
まち

　 鍛
か

冶
じ

職人や鋳
い

物
もの

師が住ん
でいた。

鍛
か

冶
じ

町
まち

　 鍛冶職人が住んでいた。
白
しろ

銀
が ね

町
まち

　 銀を精
せ い

錬
れ ん

する役所があった。
博
ば く

労
ろう

町
まち

　 牛馬を売買する業者が住
んでいた。

城下町姫路解説

　城下町には，武士だけでなく，町人も定められた場所
に住まわせていました。生産や販

は ん

売
ば い

のつごうがよくなる
ように，同業者が同じ町に住むことが多く，その商品や
職業を町名としていました。どんな町名が残り，その由

ゆ

来
ら い

は何かを調べました。

2と 3の地図の 1 2 の
場所から，姫路城天守閣
までの道のようすを比べ
てみよう。どのようなち
がいがあるかな。

武家の住む場所が
広いな。お城

し ろ

のま
わりを全部囲んで
いるよ。

武家と町人など
が住む場所が，
きれいに分けら
れているね。

お寺が町の入り
口に集められて
いるのは，なぜ
だろう。

山
さ ん

陽
よ う

道が城下町
の中を通ってい
るね。

堀
ほ り

が3重になって
いる。城下町全体
が堀で囲まれてい
るんだ！

町人も堀に囲ま
れた中に住んで
いたんだな。

城下町を訪ねよう

17世紀の姫路の
ようすを読み取る1

●  どのような建物があるか。
●  堀は，どのような構造に
なっているか。

●  どのような身分の人が，ど
こに住んでいるか。

●  道はどのようにつくられて
いるか。

●  大名は，どのようなねらいを
もって，こうした城下町をつ
くったのか。

読み取りのポイント

現在の地形図を見て，
近世の城下町のなごりを探

さ が

す2 今も残る町名とその由来

内 堀

中
堀

外
堀

船
場
川

大
野
川

天守
本丸

外京口門
大手門

山陽道

山陽道

但
馬
道

書写道

男山

本徳寺

西
の
丸

おおてほん

おとこやま

た
じ
ま

さんよう

しょしゃ

とく

せ
ん

うち
ぼり

お
お

の

ば 500m0

武家地

寺社地

町人地

R40t_1_02
近世の姫路のようす

1

みなさんが住んでいる
府県の城下町を訪

た ず

ねて，
私たちと同じように調
べてみませんか。

1でか
けよう!

有名な天守閣
を見つけた！

1

5

6

2

4
32

0 500m 

2の写真を撮った方向
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第 1編　私たちと歴史

和を尊
たっと

び，
争いをや
めよ。

源
げ ん

氏
じ

の
君は…

それがしは，
平
へ い

氏
し

の棟
と う

梁
りょう

…

それがしは，
源氏の棟梁…

今日から授業
を再開します。

祝！
ノーベル賞受賞

一所懸
け ん

命
め い

！

乱
み だ

れる倭
わ

国
こ く

よ。
おさまりたまえ。

　小学校６年生のときにも，歴史の内容を学びました。今の私たちにとって歴史とは
どのような意味をもち，歴史を学ぶことにはどのような意義があるのでしょう。
　中学校の学習のはじめに，小学校での歴史の学習をふり返りながら考えてみましょう。第   編1 私たちと歴史

小学校で学んだ主な人物と文化遺
い

産
さ ん

国じゅうの銅と
人々の協力で大仏
をつくりたい。

天
て ん

下
か

布
ふ

武
ぶ

！

われわれ
維
い

新
し ん

の三
さ ん

傑
け つ

と
言われるそうな。

76

君死にたまう
ことなかれ

第 2編　古代までの日本と世界

奈
な

良
ら

時代につくられた『万
まん

葉
よう

集
しゅう

』には，天
てん

皇
のう

から庶
しょ

民
みん

まで，さまざまな身分の人々がつ
くった和歌が4500首ほど集められています。これらの和歌には，人
生の喜びや悲しみ，自然に対する気持ちなどが素直にうたわれてい
ます。飛

あ す か

鳥時代の柿
かきの

本
もとの

人
ひと

麻
ま

呂
ろ

，奈良時代の大
おお

伴
ともの

家
やか

持
もち

などは優
すぐ

れた作
品を残しました。庶民の苦しいくらしをよんだ山

やまの

上
うえの

憶
おく

良
ら

の「貧
ひん

窮
きゅう

問
もん

答
どう

歌
か

」や，東日本から九
きゅう

州
しゅう

に派
は

遣
けん

された防
さき

人
もり

がよんだ歌なども注目
されます。
　律

りつ

令
りょう

国家のしくみが整うにつれて，国家のおこりや天皇・貴
き

族
ぞく

の
由来などを説明するために，『古

こ

事
じ

記
き

』や『日
に

本
ほん

書
しょ

紀
き

』などの歴史書
がつくられました。このほか，全国の国ごとに，自然・地理・産物
や伝説などを集めた『風

ふ

土
ど

記
き

』がまとめられました。

13 14

1 16

17

万
ま ん

葉
よ う

集
しゅう

と歴史書
なぜこの時期に，国の歴史を書き記す
活動が盛

さか

んに進められたのでしょうか。

深めよう

天
てん

平
ぴょう

文化の特
とく

徴
ちょう

を，「仏教」と「国際性」
という言葉を使って説明しましょう。

確認

12 柿本人麻呂の
歌の舞

ぶ

台
た い

とされる
琵
び

琶
わ

湖
こ

 生活が苦しくて税を納
お さ

められない庶民の
家に，むちを持って税を無理に取り立てにく
る役人らの姿

すがた

がえがかれています。

1

 8世紀の日本の動き15

年 できごと
701 大

たい

宝
ほう

律
りつ

令
りょう

がつくられる
712 『古

こ

事
じ

記
き

』がつくられる
713 諸

しょ

国
こく

に『風
ふ

土
ど

記
き

』をまとめるよう
命令が出される

716 奈
な

良
ら

時代最初の遣
けん

唐
とう

使
し

が派
は

遣
けん

される
720 『日

に

本
ほん

書
しょ

紀
き

』がつくられる
741 諸国に国

こく

分
ぶん

寺
じ

・国
こく

分
ぶん

尼
に

寺
じ

を建
こん

立
りゅう

す
るよう命令が出される

751 東
とう

大
だい

寺
じ

の大仏殿
でん

が完成する
752 東大寺の大仏が完成する

可か

良ら

己こ

呂ろ

武む

　須す

宗そ

尒に

等と

里り

都つ

伎き

　

奈な

苦く

古こ

良ら

乎を

　意お

伎き

弖て

曽そ

伎き

怒ぬ

也や

　

意お

母も

奈な

之し

尒に

志し

弖て

信し
な

濃の

国
の
防さ

き

人も
り

　他お
さ

田だ
の

舎と

ね

り人
大お

お

島し
ま

訳や
く

│
わ
た
し
の
着
物
の
す
そ
に
と
り
つ
い
て
泣
く

子
ど
も
ら
を
、
家
に
お
い
て
き
て
し
ま
っ
た
。
母

親
も
い
な
い
の
に
、
今
ご
ろ
は
ど
う
し
て
い
る
だ

ろ
う
か
。�

（『
万ま

ん

葉よ
う

集し
ゅ
う

』）

奈
良
時
代
に
は
、
ま
だ
、
か
な
文
字
が
な
か
っ
た
た
め
、『
万

葉
集
』
は
漢
字
の
音
や
訓
で
日
本
語
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、

こ
れ
を
万
葉
が
な
と
い
い
ま
す
。

16
防
人
の
歌

 柿本人麻呂（7世紀後半〜8世紀初め
ごろ）（京

きょう

都
と

国立博物館蔵）　優れた歌を残
し，のちに「歌聖」とよばれるように
なりました。

14

　天
て ん

武
む

天
て ん

皇
の う

は，「諸
し ょ

家
か

の伝える天皇系図や神
話・伝承は，すでに真実とちがい，まちがい
が加えられている。今，正さないと，何年も
たたないうちに本当のことがわからなくなる
だろう。こうした記録は，国の政治の根本で
あり，天皇の力を広げるもとになるものだ」と
いわれ，記

き

憶
お く

力の優れた稗
ひ え

田
だ の

阿
あ

礼
れ

に正しい系
図や伝承を暗記させられた。…時がたって
元
げ ん

明
め い

天皇は，わたくし太
おおの

安
や す

万
ま

侶
ろ

に，「稗田阿
礼の読み伝えるものを記録せよ」といわれた
ので，上・中・下の3巻にまとめました。

  『古事記』の序文（一部要約）17

近お
う

江み

の
海み

　夕
波
千
鳥

　汝な

が
鳴
け
ば

　

心
も
し
の
に

　古い
に
し
え

思
ほ
ゆ

13
柿
本
人
麻
呂
の
歌

訳や
く

│
近
江
の
海
の
夕
波
に
飛
ぶ
千
鳥
よ
、
お
ま

え
が
鳴
け
ば
、
心
も
し
ん
み
り
と
し
て
、
し
み
じ

み
と
昔
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。�

（『
万ま

ん

葉よ
う

集し
ゅ
う

』）

50

5

10

地理

歴史

公民

↓連携コーナー
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歴史 709
公民 904
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116
日文

学びをつなげる連携

↑地理

↑歴史

↑公民

各章の導入ページ

↑地理 P.133

↑歴史 導入単元　既習内容の振り返り

↑歴史 P.50

P.124-125
地理的分野との関連

P.272 
公民的分野との関連

本文ページの脚注
欄には，連携コー
ナーを設けて，他分
野や小学校との関
連を示しました。P.145歴史的分野との関連

中学社会

↑公民 巻末口絵 ↑公民 P.116

 中学「公民」と高校「公共」のつながり1

高校に進学した
ら，どのように
社会科を学ぶの
でしょうか。

多くの人が救われ
るなら，少ない犠
牲が出たとしても，
より多くの個人を
尊重したことにな
るのではないかな。

人の命を犠牲者の
大小で判断するこ
とは，個人の尊重
の考え方からは，
導けないのではな
いかな。

高校の公民科「公共」との

　高校では，現代社会のさまざまな課題を考える科目「公共」を学びます。
「公共」では，いったいどのようなことを学ぶのか，少しだけ先に見てみましょう。

課題の例

　2001年のアメリカで起きた9・11同時多発テロ事件をきっかけに，ドイツでは，
2004年に，ハイジャックされた航空機を，国防大臣の命令で撃

げ き

墜
つ い

できることを定
めた法律ができました。航空機の乗客の命を犠

ぎ

牲
せ い

にしても，市街地への墜落を避
さ

けてより多くの人々の命を救おうと考えたのです。ドイツでは，この法
ほ う

律
り つ

が憲
け ん

法
ぽ う

に違
い

反
は ん

するかどうかの裁
さ い

判
ば ん

が行われました。

　2006年，ドイツの裁判所は，
「人間の尊

そ ん

厳
げ ん

」「生命への権
け ん

利
り

」を
理由に，法律は憲法に違反すると
判断しました。

 外部から講
こ う

師
し

を授業に招
まね

いて意見交
こ う

換
か ん

をする
高校生（2018年，静

し ず

岡
おか

県牧
ま き

之
の

原
はら

市）
2

学
び
を
社
会
に
生
か
す

政治・経済・国際の知識や概
が い

念
ね ん

中学
「公民」

高校
「公共」

現代社会の基
き

礎
そ

・基本と
なる知識や概念を学ぶ

見方・考え方 見方・考え方

現代社会のさまざまな課
題を考え，議

ぎ

論
ろ ん

する

つながり

■  公民で学習した見方・考え方「個人の尊
そ ん

重
ちょう

」から
この問題を考えてみましょう。 　「公共」では，このように正解のない問題を考えて

いきます。世の中には，簡
か ん

単
た ん

に決断が出ない問題に
対しても，意思決定をしなければな
らないことがあります。
　もしあなたの住むまちで，このよ
うな問題が起こったとき，乗客の命
と地上の人の命のどちらかを優

ゆ う

先
せん

することができるでしょうか。

政治・経済・国際のさまざまな事象

　みなさんは，「公民」の授業で，さまざまな「見方・考え
方」を学びました。例えば，「対立と合意」「効率と公正」が
その「代表例」になります。これらの「見方・考え方」を「公
民」の授業で定着させるとともに，高校で学ぶ「公共」では，
これまで学んだ「見方・考え方」や新たに学ぶ「見方・考え
方」を使いながら，問題を考察していくことになります。「ハ

イジャック犯に乗っ取られた航空機を撃墜しても良いのか」
の問題を考える上で，みなさんは「見方・考え方」＝「個人
の尊重」を使うことで「個人の尊重」の意味を深く考えたの
です。
　「公民」や「公共」で学ぶ「見方・考え方」は，18歳にな
り「有権者」になった後も使う重要な知識になります。

5

小学校の振り返り・活用

高等学校公民科への見通し

地理

歴史 公民

↑地理

数学
との連携

国語
との連携

第 2編　私たちの生活と政治

まちづくりに参加しよう
‒千

ち

葉
ば

県船
ふ な

橋
ば し

市「こども未来会議室」‒
　船橋市の中学生の取り組みを参考に，私たちの住むまちの課
題を考え，政

せ い

策
さ く

の実現をめざして，まちづくりに参加しましょう。

 潮
しお

干
ひ

狩
が

りでにぎわう三
さ ん

番
ば ん

瀬
ぜ

　三番瀬は現在も東
と う

京
きょう

に「江戸前」の魚介類を供
きょう

給
きゅう

する拠
き ょ

点
て ん

です。のりの養
よ う

殖
しょく

もさかんです。

2  ふなばしアンデルセン
公園
3

 船橋市
の地図
1

白井市

習志野市

千葉市

八
千
代
市

鎌ケ谷市

市川市

ふ
な
ば
し

ふなばし
アンデルセン公園

船　橋　市

東京湾

三番瀬

しろ

かまが や

いち

ち ば

かわ

浦安市
うらやす

ふな

ならし の

や
ち

よ

ばし

い

2km0

とうきょうわん

さんばん

海
老
川

え

び

ぜ

市役所
J     R
私　鉄
高速道路

 事前授業のようす4

写真は，どのような政
せ い

策
さ く

と関係しているのかな。

船橋市のよいところや課題を考える
船橋市からいただいた，市を紹

しょう

介
か い

する
DVDをみんなで見てみよう。

三
さ ん

番
ば ん

瀬
ぜ

は，昔は，のりや魚
ぎ ょ

介
か い

類が豊富で漁
も盛

さ か

んだったんだね。

ふなばしアンデルセン公園は人気があり，
全国からも多くの人が訪れているよ。

船橋市のよいところや課題について，出し
合おうよ。

　船橋市には，「こども未来会議室」という，各中学校の
代表者2名が市役所で，直接市長に提案する取り組みがあ
ります。提案に向けての，事前授業では，船橋市の取り組
みを調べます。取り組みについての話し合いを行い，意見
が出ると，付

ふ

箋
せ ん

を使ってグループ分けをしながら，提案と
してまとめていきました。

調べる
私たちが市長になったら○○します！

私たちは，補
ほ

助
じ ょ

犬
け ん

への理解を深めるための
提案をします。

市役所やNPOなどの方々のお話もうか
がって，視

し

野
や

が広がりました。

今回はプロジェクターを使って，市長に説
明しようと思います。

　各クラスで各班
は ん

に分かれて，調査する内容の現状や取り
組みについて資料を集めて調べました。各班で話し合い，
クラスとしての提案をまとめました。各クラスの代表が「私
たちが市長になったら○○します！」をテーマにまとめて発
表し，学校代表の2名を決めました。そして，市長へのプ
レゼンテーションの方法を検

け ん

討
と う

し，練習しました。

福
ふ く

祉
し

や教育，
交通の面か
らも調べて
みたいな。

　私たちは道路環
かん

境
きょう

の改
かい

善
ぜん

について調べました。取材で，第
二次世界大戦の空

くう

襲
しゅう

でまちが焼けず，また，1970年頃の人口
急増で学校の建設にお金を使ったので，せまい道路が残った
ことがわかりました。まずは少しでも安全を確保できるように，
歩道の新設やガードレールの新設を行っているそうです。

市役所の職員に取材した生徒の話

課題を見出す

116

道徳
との連携

の商品を開発するなどの努力をしています。
不景気になると，企業の生産や利益が減り，
家計の所得が減って失業者が増えます。その

ときには消費など需
じゅ

要
よう

が減りますから，市
し

場
じょう

経済では多くの財や
サービスの価格（物価）が下がります。物価が上がり続けることをイ
ンフレーション（インフレ）といい，反対に物価が下がり続けること
をデフレーション（デフレ）といいます。1990年以

い

降
こう

の日本経済では
物価や賃

ちん

金
ぎん

がほとんど上がっていません。
最近は，景気変動の原因がわかりにくくなっ
てきました。経済がグローバル化したことで，

外国の企業動向や政
せい

策
さく

によって，日本の景気も影
えい

響
きょう

されるように
なったからです。
　そのような時代においては，短いあいだの景気の変動よりも，10
年後や20年後をめざして，着実に経済成長することが重

じゅう

視
し

されるよ
うになってきました。つまり，個々の企業においては長期的な戦略
が必要とされますし，日本全体では，日本経済の成長をどのように
実現するかという問題になります。また，少子高

こう

齢
れい

化が進行してい
る日本では，生産や所得を増やし，税

ぜい

収
しゅう

や社会保険料を確保するこ
とが重大な課題になっています。

P.251 デフレスパイラル
5

P.251 世界金融危機

6

デフレとインフレ

経
けい

済
ざい

成長と
これからの日本経済

好景気のときと不景気のときに，経済活
動にそれぞれどのような影響があるか，
説明してみましょう。

確認

 経済成長率の比
ひ

較
か く

（国連統計部資料）6

 物価と賃金の推
す い

移
い

（「消費者物価指数
（CPI）」2017年ほか）　2015年を100とし
たときの値です。

5

江
え

戸
ど

幕
ば く

府
ふ

が苦しんだインフレ
公民

　戦乱の世が終わり江戸時代になると，社会が安定し始
めたことにより経済が大きく発

は っ

展
て ん

しました。17世紀前
半には外国との朱

し ゅ

印
い ん

船
せ ん

貿易が行われ，17世紀から18世
紀にかけて五

ご

街
か い

道
ど う

や菱
ひ

垣
が き

廻
か い

船
せ ん

・樽
た る

廻船の整備で国内の流
通のしくみが整えられ，分業と交

こ う

換
か ん

によって人々の生活
は豊かになりました。経済活動が活発で物価も上

じょう

昇
しょう

して
いたこの時代は好景気であったと言えるでしょう。
　しかし，江戸幕府はこの時代に財

ざ い

政
せ い

難
な ん

に苦しむことに
なります。江戸幕府は集めた年

ね ん

貢
ぐ

米
ま い

を大
お お

阪
さ か

で売ることに
よって収入を得ていたため，物価が上昇しているときに
は米の価格がそのほかの商品と同じくらい上がらないと，
財政が苦しくなってしまいます。
　当時，新

し ん

田
で ん

開発や新しい農具の登場によって米の生産
量（供

きょう

給
きゅう

量
りょう

）が大きく増えていました。当時は人口も増え

ていたので米の需要量も大きくなっていましたが，供給
量の増加の影響のほうが大きく，市場経済のしくみに
よって，他の商品に比べると，米の価格はあまり上昇し
ませんでした。
　こうして慢

ま ん

性
せ い

的
て き

な財政難におちいった江戸幕府は，徳
と く

川
が わ

綱
つ な

吉
よ し

の時代に貨
か

幣
へ い

を改
か い

鋳
ちゅう

して収入を得たり，徳川吉
よ し

宗
む ね

の時代に享
きょう

保
ほ う

の改
か い

革
か く

で米の価格を安定させようとしたり，
さまざまな改革を行っていくことになりました。

 堂
どう

島
じま

の米市場4
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新しい教科書紙面を
ご紹介します！

令和3年度版

内容解説資料（別冊）

考える力を育てる
見方・考え方

中学社会
116 日文　

令和3年（2021年）度版 中学校社会科 内容解説資料（別冊）

本資料は内容解説資料として，一般
社団法人教科書協会「教科書発行者
行動規範」に則っております。

小学校や高等学校との接続 分野間の連携

他教科等との連携

4年   私たちの住む県のようす 
県内の特色ある地域のようす

5年   日本の自然環境の特色 
日本の農林水産業，工業，情報 
日本の災害・防災，環境保全

小学校で
学習した内容

日文の新しい教科書『中学社会』は，地理・歴史・公民の三分野で統一
した紙面で「見方・考え方」を働かせた授業や学習を，毎時間行うこと
ができます。
これを３年間継続することで，生徒の資質・能力の基礎を育成します。

　校種間や分野間，他教科等と関連のある教材を多数紹介しました。
　学習内容が共通する場合，担当の先生方と相談しながら，地域や学校の
実態に合わせたカリキュラムを編成していただけます。

カリキュラム・マネジメントへの対応

学習  課題学習  課題



　学習に入る前に，親しみやすいイラストなどを使って，
「見方・考え方」をわかりやすく紹介するページを設け，
学習に入りやすいように工夫しました。

　すべての本文ページに，「見方・考え方」コーナーと「深め
よう」などの「見方・考え方」を働かせる問いを設けて，主体
的・対話的で深い学びを実現します。

　具体的な課題や資料をもとに，それま
での学習で習得した知識や技能を活用
して，問題解決的な学習に取り組みます。

「見方・考え方」をわかりやすく

地
理

歴
史

公
民

毎時間の「見方・考え方」を働かせた学習 問題解決的な学習
思考力・判断力・
表現力を高める

第 3編第 3章　日本の諸地域

東
とう

京
きょう

への人口・経
けい

済
ざい

などの一極集中が進むな
か，東京では，オフィスやマンションなどの

高
こう

層
そう

ビルの建設が盛
さか

んに行われています。東京スカイツリーは，都
市の全体的な高層化を受けて建設された電波塔

とう

です。
　しかし，高度な都市機能が集中し，日本全体の中

ちゅう

枢
すう

機能を果たし
ている東京大都市圏

けん

では，首
しゅ

都
と

直
ちょっ

下
か

地
じ

震
しん

などの地震が発生するおそ
れがあるとされています。地震によって，もし，東京大都市圏の都
市機能が大きな被

ひ

害
がい

を受ければ，日本全体に深
しん

刻
こく

な影
えい

響
きょう

がおよぶと
予測されています。

このため，東京大都市圏では，防災の観点か
らまちづくりを見直し，市街地の再開発や新

しい道路の整備などが進められています。例えば，低層の住宅など
の建物が密

みっ

集
しゅう

する地区は，道路がせまくて公園などの空き地も少な
く，防災面で大きな課題をかかえています。そこで，このような地
区を再開発して，火災や地震に強い構造の建築物を建設してオフィ

3

P.149

1

強まる一極集中で
高まるリスク

 住宅が密
みっ

集
しゅう

する地区（2018年，東
と う

京
きょう

都北
き た

区）1
 荒

あ ら

川周辺の再開発地区とスーパー堤防・排
は い

水
す い

機場（2014年，東京都江
え

 戸
ど

川
がわ

区・江
こう

東
と う

区）　この再開発地区は，建物
が密集している地

ち

域
い き

の防災拠
き ょ

点
て ん

とするために整備されました。スーパー堤防 は，幅
はば

が非常に広く，川の増水に強い堤防です。
2

 東京スカイツリー
（2018年，東京都墨

す み

田
だ

区）
3

 地下調整池（2014年，東京都杉
す ぎ

並
な み

区・
中
なか

野
の

区）　東京23区西部の大通りの地下30
～40mほどの深さにあります。4.5kmにわ
たって,直径12.5mのトンネルが作られてい
ます。

5

スや住宅を確保しながら，公園や道路を広げて，災害に強い市街地
をつくる取り組みなどが，各地で進められています。
　東京23区の東部を流れる荒

あら

川や江
え

戸
ど

川などの河口部に近い低地は，
人口密度が高く，さまざまな施

し

設
せつ

も存
そん

在
ざい

しています。しかし，過去
の地

じ

盤
ばん

沈
ちん

下
か

によって，海面や川の水面の高さよりも地面の高さのほ
うが低い地

ち

域
いき

が広がっています。こうした地域では，洪
こう

水
ずい

や高
たか

潮
しお

な
どの災害を防ぐため，堤

てい

防
ぼう

を強化したり，水門や排
はい

水
すい

機
き

場
じょう

を整備し
たりして治水を進め，緊

きん

急
きゅう

時にそなえています。
　また，都市化が進んで地面がアスファルトなどでおおわれた地域
では，雨水の大部分はしみこまずに排水路や川に流れこみます。そ
のため，集中豪雨のときに計画以上の雨水が流れこんで，排水がで
きなくなって浸

しん

水
すい

する被害が発生しやすくなります。そこで，地下
に巨

きょ

大
だい

な調整池を建設して，雨水を一時的に貯めることで浸水を防
ぐ取り組みが進められています。
　過密化を解消するための都市機能の分散を目的として，筑

つく

波
ば

研究
学園都市の建設や，東京周辺の都市でオフィス街の整備が進められ
ていることはすでに学習しましたが，これらの取り組みには，災害
に強い都市づくりという防災面からの目的も存在しています。

2 4

P.169

5
防災を考えた都市の

再開発

関東地方の将来像を考えて，白地図にま
とめましょう。

確認

東京への一極集中にともなう課題を一
つ取り上げ，どのように解決すればよ
いか考えましょう。

深めよう

都市問題の解決に向けて5学習  課題
東
と う

京
きょう

大都市圏
け ん

では，過密化にと
もなうさまざまな課題を克

こ く

服
ふ く

す
るために，どのような取り組み
を行っているのでしょうか。

地域

関
かん

東
とう

地方の地域的特色をふまえて，東
京大都市圏の変化に着目しましょう。

見方・考え方

人口が集中すると，防災
面でもいろいろな課題が
あるんだね。それをどの
ように解決していけばよ
いのだろう。

 荒川の現在
の水位の表示
（2017年，東京都
江戸川区）

4

スーパー堤防
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小
お

名
な

木
ぎ

川
排水機場

荒川ロック
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中な
か

荒あ
ら

旧
中
川

川

川

再　　　　　開　　　　　　　　　発　　　　　地　　　　　区

230 231
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東
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方
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率いて命がけで合
かっ

戦
せん

に参加しました。これを奉
ほう

公
こう

といいます。鎌倉
幕府の組織は，この御恩と奉公の関係をもとに成り立っていました。

頼朝の死後，頼朝の妻政
まさ

子
こ

の実家である北
ほう

条
じょう

氏
し

がしだいに幕府の実
じっ

権
けん

をにぎるようになり，
執
しっ

権
けん

という地位について政治を行いました（執権政治）。
　源氏の将軍が ３代で絶えると，京都で院政を行っていた後

ご

鳥
と

羽
ば

上
じょう

皇
こう

は，1221（承
じょう

久
きゅう

３）年，幕府をたおそうとして兵をあげました。し
かし，北条氏に率いられた幕府の大軍に敗れ，隠

お

岐
き

（島
しま

根
ね

県）に流さ
れました。これを承

じょう

久
きゅう

の乱
らん

といいます。乱後，幕府は，上皇方につ
いた貴

き

族
ぞく

や武士の荘園を取りあげ，そこに新たに地頭をおきました。
また，京都には六

ろく

波
は

羅
ら

探
たん

題
だい

をおいて，朝廷を監
かん

視
し

し，西日本の御家
人を統制しました。これによって，西国にも幕府の支配が広くおよ
ぶようになりました。
　12３2（貞

じょう

永
えい

元）年，執権北条泰
やす

時
とき

は，御家人の権利・義務や，領地
の裁

さい

判
ばん

などについての武家社会のならわしをまとめ，御
ご

成
せい

敗
ばい

式
しき

目
もく

（貞
永式目）を定めました。この法

ほう

律
りつ

は，その後長く武士の政治のより
どころとなりました。

4

8

6

2

P.70

7

3 10

執
し っ

権
け ん

政治

1180年，伊
い

豆
ず

にいた源
みなもとの

頼
より

朝
とも

や木
き

曽
そ

（長
なが

野
の

県）
の源義

よし

仲
なか

などが，平
へい

氏
し

をたおそうと兵をあげ，
全国的な内

ない

乱
らん

が始まりました。
　鎌倉を本

ほん

拠
きょ

として指
し

揮
き

をとった頼朝は，集まってきた武士と主
しゅ

従
じゅう

関係を結んで御
ご

家
け

人
にん

とし，武家の政治のしくみを整えていきました。
　頼朝が派

は

遣
けん

した弟の義
よし

経
つね

らは，平氏を追って西に進み，1185年，
壇
だん

ノ
の

浦
うら

の戦い（山
やま

口
ぐち

県）で平氏をほろぼしました。その後頼朝は，対
立して姿

すがた

を隠
かく

した義経を捕
と

らえるとして，朝
ちょう

廷
てい

にせまって国ごとに
守
しゅ

護
ご

を，荘
しょう

園
えん

や公領に地
じ

頭
とう

をおくことを認
みと

めさせ，御家人をこの役
につけました。さらに，義経をかくまったことを理由に，奥

おう

州
しゅう

藤
ふじ

原
わら

氏を攻
せ

めほろぼし，1192年，頼朝は，武士の総
そう

大
だい

将
しょう

として征
せい

夷
い

大
たい

将
しょう

軍
ぐん

に任じられました。
　こうして12世紀の末に鎌倉に立てられた武士の政

せい

権
けん

を鎌
かま

倉
くら

幕
ばく

府
ふ

と
いい，幕府の続いた約140年間を鎌

かま

倉
くら

時
じ

代
だい

といいます。
　将軍は，御家人の領地を公

こう

認
にん

・保護し，御家人を守護や地頭など
に任命しました。これを御

ご

恩
おん

といいます。その代わりに，御家人は
京
きょう

都
と

・鎌倉の警
けい

備
び

にあたり，戦いのときには，一族・郎
ろう

党
とう

や下
げ

人
にん

を

2

1

1 9

4

P.68

鎌倉幕府が武士に支持された理由を説明
しましょう。

確認

 12～13世紀の日本の動き5

源
みなもとの

頼
よ り

朝
と も

と鎌
か ま

倉
く ら

幕
ば く

府
ふ

鎌か

ま

倉く

ら

幕ば

く

府ふ

の
成
立

見方・考え方

源頼朝と御家人との関係に着目
しましょう。

つながり

学習  課題
源頼朝がつくった政治の
しくみには，どのような
特徴があるのでしょうか。

2

 北条氏の系
け い

図
ず

と源氏との関係6

 鎌倉幕府のしくみ9
 北条政子  

（1157～1225）  
（神

か

奈
な

川
がわ

県　安
あん

養
よう

院
いん

蔵）

8

 現在
の鎌倉の
ようす

1

 源頼朝（1147～1199）
（源頼朝木像　甲

こう

府
ふ

市　善
ぜん

光
こう

寺
じ

蔵）
2

 御恩と奉公4

 源氏の将軍が絶えた後，頼朝の遠
と お

縁
え ん

にあた
る京都の貴族が将軍にむかえられました。
	 成敗は裁判，式目はきまり（法規）という意
味です。

2

3

鎌倉幕府の政治
－武士のための政治の始まり－

鎌倉の地形の
特
と く

徴
ちょう

は何かな。

承久の乱の後，幕府の政治はどのよう
に変わったのでしょうか。

深めよう

武士が政治の実権をにぎった時
代のうち，平

へ い

安
あ ん

時代末から戦
せ ん

国
ご く

時代までを中世といいます。

中世基本用語

年 できごと
1180 源

げん

平
ぺい

の内乱が始まる
1185 源

げん

氏
じ

が壇
だん

ノ
の

浦
うら

の戦いで平
へい

氏
し

をほ
ろぼす

1192 源
みなもとの

頼
より

朝
とも

が征
せい

夷
い

大
たい

将
しょう

軍
ぐん

に任じられる
1221 承

じょう

久
きゅう

の乱
らん

が起こる
1232 執

しっ

権
けん

北
ほう

条
じょう

泰
やす

時
とき

によって御
ご

成
せい

敗
ばい

式
しき

目
もく

が制定される

 鎌倉幕府が成立した時期について
は，東日本の支配権を朝廷に認

み と

められ
た1183年，守護・地頭の設置が認め
られた1185年，頼朝が征夷大将軍と
なった1192年などの説があります。

1

　みな心を一つにして聞きなさい。これが最後
の言葉です。頼朝殿

ど の

が平氏を征
せ い

伐
ば つ

し，幕府を開
いて以

い

降
こ う

，その御恩は山よりも高く，大海よりも
深いものです。お前たちも御恩に報いる気持ち
はあるでしょう。ところが今，執権北条義

よ し

時
と き

を
討
う

てという命令が，朝廷から出されました。名
め い

誉
よ

を重んじる者は，源氏三代の将軍が築き上げ
たものを守りなさい。上皇方につきたいと思う
者は，今すぐ申し出なさい。

　　　（『吾
あ

妻
づま

鏡
かがみ

』より一部要約）

一�　諸
し ょ

国
こ く

の守護の仕事は，御家人
の京都を守る義務を指揮・催

さ い

促
そ く

すること，謀
む

叛
ほ ん

や殺人などの犯
罪人をとりしまることである。�
� （第３条）
一�　地頭は荘園の年

ね ん

貢
ぐ

をさしおさ
えてはいけない。� （第５条）
一�　20年以上継

け い

続
ぞ く

してその地を
支配していれば，その者の所有
になる。� （第８条）

（一部要約）

  承久の乱と北条政子の言葉7

  御成敗式目10

学習した人物：源頼朝・源義経小学校

P.66

P.74~75

1

御　家　人
ご け にん

●
土
地
の
支
配
権
を
認
め
る

●
新
た
に
土
地
を
あ
た
え
る

●
守
護
や
地
頭
に
任
命
す
る

け
ん

み
と

し
ゅ 

ご

じ 

と
う

●
京
都
や
鎌
倉
を
警
備
す
る

●
戦
時
に
は
、将
軍
の
た
め
に

　
一族
を
率
い
て
戦
う

き
ょ
う
と

か
ま
く
ら

け
い 

び

将　軍
しょう ぐん

奉

　公

御

　恩

ご

お
ん

ほ
う

こ
う

1

3

4

源 

義
朝

よ
し
と
も

み
な
も
と
の

北
条
時
政
と
き
ま
さ

範
頼
の
り
よ
り

義
時
よ
し
と
き

よ
り
と
も

よ
し
つ
ね

ま
さ 

こ

泰
時

政
村

時
房

と
き
ふ
さ

時
宗

と
き
む
ね

師
時

も
ろ
と
き

貞
時

さ
だ
と
き

高
時

た
か
と
き

経
時

つ
ね
と
き

時
頼
と
き
よ
り

長
時

な
が
と
き

頼
家

よ
り
い
え

公
暁
く
ぎ
ょ
う

実
朝

さ
ね
と
も

ま
さ
む
ら

や
す
と
き

頼
朝

義
経

政
子

ほ
う
じ
ょ
う

北
条
氏

げ
ん

　
じ

源
氏

5

8

9

14

10

6

7

2

1

し
っ
け
ん

こ
ん
い
ん

婚
姻
関
係

　
　親子・兄
弟
関
係

太
字 

教
科
書
に
登
場
す
る
人
物

は
執
権
に
な
っ
た
順
序

は
将
軍
に
な
っ
た
順
序

1

1

23

だんのうら

壇ノ浦

　い　ず

伊豆

　き　そ

木曽　お　き

隠岐

かまくら

鎌倉
きょう と

京都

ひらいずみ

平泉

0 300km

鎌
倉

京
都

地
方

（
御
家
人
の
統
制
、軍
事
）

侍

　所

さ
む
ら
い

　

  

ど
こ
ろ

（
財
政
と
政
治
一
般
）

政

　所

ま
ん

　
　
ど
こ
ろ

い
っ
ぱ
ん

さ
い
ば
ん

ご

　
け  

に
ん

（
裁
判
）

問
注
所

も
ん
ち
ゅ
う
じ
ょ

き
ょ
う  

と

か
ま
く
ら

け
い 

び

か
ん 

し

ち
ょ
う
て
い

ろ
く  

は   

ら  

た
ん 

だ
い

六
波
羅
探
題
（
京
都
の
警
備
、朝
廷
の
監
視
、

 

西
国
武
士
の
統
制
）

し
ゅ

　
　
　
ご

守

　護

（
国
内
の
軍
事
、警
察
と
御
家
人
の
統
制
）

（
荘
園
や
公
領
の
管
理
、年
貢
の
取
り
立
て
、

 

警
察
の
仕
事
） け

い
さ
つ

し
ょ
う
え
ん

ね
ん 

ぐ

じ

　
　
　
と
う

地

　頭

執権
しっけん

将 軍

源平の戦い・承久の
乱の関係地

 切
きり

通
ど お

し　山の一部を切
り開いて，鎌倉に通じる細い
道がつくられました。

3

幕府の建物があった場所

鶴
つるが

岡
おか

八
はち

幡
まん

宮
ぐう

7372

世
紀

B.C.

A.D.
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第 2編　私たちの生活と政治

公職選挙法で定められています。衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

議員の選挙は，小選挙区制
と比例代表制を組み合わせた小

しょう

選
せん

挙
きょ

区
く

比
ひ

例
れい

代
だい

表
ひょう

並
へい

立
りつ

制
せい

で行われます。
参議院議員の選挙は，原則として都道府県を単位とした選挙区制と，
全国を一つの単位とした比例代表制を組み合わせて行われます。

日本の選挙制度の問題の一つは，各選挙区に
おける議員一人あたりの有権者数が異

こと

なる，
一
いっ

票
ぴょう

の格
かく

差
さ

です。最高裁
さい

判
ばん

所
しょ

は，2012年の衆議院議員選挙で 2倍以
上の格差が生じたことについて，憲

けん

法
ぽう

が定める「法の下の平等」に
違
い

反
はん

する状態（違憲状態）だとする判決を下しました。そこで，一票
の重さの格差を小さくする改

かい

革
かく

が行われています。
　もう一つは，選挙に多くの費用がかかることです。選挙資金や政
治活動について，政党が特定の企

き

業
ぎょう

や団体に依
い

存
そん

することがないよ
うに，企業や団体からの献

けん

金
きん

額を制限するかわりに，国が政
せい

党
とう

交
こう

付
ふ

金
きん

を助成し，その使いみちの報告を義務づけています。現在は，多
くの政党が政党交付金を主たる財

ざい

源
げん

としています。
　選挙は，国民が自らの意見を表現し，内

ない

閣
かく

や政党，とりわけ与
よ

党
とう

に対する評価を行うきわめて重要な機会です。普通選挙は民主政治
の基

き

礎
そ

であり，その確立に人類が費やしてきた努力の歴史をしっか
り認

にん

識
しき

することが必要です。

P.88

5

P.48
6

P.250

日本の選挙制度の
問題点

民主政治では，国民の意見を政治に反
はん

映
えい

させ
るために，国民が代表者を選挙で直接選ぶ方

法（直
ちょく

接
せつ

選
せん

挙
きょ

）がふつうです。かつては，財産（納
のう

税
ぜい

額）や性別で選挙
権
けん

の制限がありました（制限選挙）。今日では，一定の年
ねん

齢
れい

に達した
すべての国民に選挙権と被

ひ

選挙権が認
みと

められており，これを普
ふ

通
つう

選
せん

挙
きょ

といいます。選挙の公正のために，無記名で投票を行う秘
ひ

密
みつ

選
せん

挙
きょ

，

1人が 1票をもつ平
びょう

等
どう

選
せん

挙
きょ

を原則として行います。
選挙制度には，各選挙区から 1人を選ぶ小

しょう

選
せん

挙
きょ

区
く

制
せい

， 2人以上を選ぶ大選挙区制，政
せい

党
とう

に
投票し，各政党の得票率に応じて議席を配分する比

ひ

例
れい

代
だい

表
ひょう

制
せい

などが
あります。小選挙区制は，いずれかの政党が単独で議会の過半数の
議席を獲

かく

得
とく

しやすく，政
せい

権
けん

が安定するといわれますが，少数意見が
反
はん

映
えい

されにくいという問題があります。比例代表制は，小選挙区制
と比べて死票が少なく，国民の様々な意見を反映しやすいという特

とく

徴
ちょう

をもちますが，議会に責任ある多数派ができにくいといわれます。
　日本では，選挙区・選挙運動・投票など，選挙の方法については，

2

P.56

1 1

P.250 公職選挙法

3

3

小選挙区制と比例代表制の長所と短所を
まとめましょう。

確認

民主政治と選挙

選挙制度

選挙の意義としくみ2

 明
めい

治
じ

時代の衆議院議員選挙の風
ふ う

刺
し

画
資料活用 　と比べて，この絵で守られ

ていない選挙の原則は何でしょうか。

2
1

学習  課題

見方・考え方

なぜ選挙という方法があるのか，なぜ
それぞれの選挙制度の特徴があるのか，
効率と公正に着目して理解しましょう。

選挙は何のためにあるのでしょ
うか。また，どのような選挙制度
があり，その特

とく

徴
ちょう

は何でしょうか。

効率と公正

 選挙の投票
はどうするの？　
1

 世界ではまだこうした自由で公正な選挙
を行っていない国が数多く存

そ ん

在
ざ い

します。
1

投票に多くの人
がかかわるのは
なぜだろう。

アクティビティ ▼公正な選挙について考えよう

① 3 で，各選挙制度の死票（落選者に
投票された票）は何票ですか。

② 4 で，もし当選者が4人なら，次は
どの政党に当選者が出るでしょうか。
③ 日本の選挙制度がさまざまなしくみ
を組み合わせて行われている理由を，
「公正」の観点から説明しましょう。 小選挙区制と比例代表制　3

 比例代表のドント式4

 一票の格差（総務省資料）5

 一票の格差と最高裁判決6

1925年制定の普通選挙法は，どのような人々に選挙権をあたえたでしょうか。歴史

選挙権のない人々

投票立会人

記名した投票用紙

警察官

選挙通知書
が届く

投票会場のようす（衆
しゅう

議
ぎ

院
い ん

議員選挙）（2017年，東
と う

京
きょう

都新
し ん

宿
じゅく

区）

投票に行っ
てみよう！

期日前投票
（→P.56）

投票用紙

投票立会人

小選挙区制 ・候補者に投票
・選挙区で１人選ぶ

A B C

比例代表制 ・政党に投票
・政党の得票率に応じ，議席配分

（3人当選の場合）

600票

落選 落選

（死票）　
450票 240票

当 当当 落 落 落 落落 落

600票 450票
（死票）　
240票

政党名 A党 B党 C党
得票数 600票 450票 240票
÷1 ①600票 ②450票 240
÷2 ③300票 225 120
÷3 200 150 80
議席数 2人 1人 ―
（1）各政党の得票数を1，2，3…の整数で割

わ

る。
（2） （1）で得られた商が大きな順に，定数（こ

こでは3人）まで各政党に議席を配分する。A A A A B B

B 党A党 C党

C
AA A A B B

B 党A党 C党

C
AA A A B B

B 党A党 C党

CAA A A B B

B 党A党 C党

CAA A A B B

B 党A党 C党

C
AA A A B B

B 党A党 C党

CAA A A B B

B 党A党 C党

CAA A A B B

B 党A党 C党

C

A A A A B B

B 党A党 C党

CAA A A B B

B 党A党 C党

C
AA A A B B

B 党A党 C党

CAA A A B B

B 党A党 C党

C

当選

投票箱

④投票をする

③投票用紙に書く②投票用紙をもらう

鳥 取 県
第 1 区

全国平均

衆議院

参議院

東 京 都
第 1 3 区

福 井 県

全国平均

宮 城 県

0 10 20 30 40 50万人

0 25 50 75 100万人

47万6662人 （2.00）

（2018年）

（2018年）

（1.00）

（2.98）

（1.00）

36万7389人

23万7823人

97万1873人

71万7402人

32万5644人

※衆議院議員小選挙区の
議員一人あたりの有権者数

※参議院議員（選挙区）の
議員一人あたりの有権者数

0

1

2

3

4

5

6

7
倍

1970 80 90 2000 10

1.98

3.08

6.59

4.40
4.99

20年

参議院議員選挙

衆議院議員選挙

合憲 違憲違憲状態

投票日に行け
ない場合は？

①選挙通知書をわ
たして，名

めい

簿
ぼ

と対
照してもらう

2-

2

政
　治

80 81

5

10

15

5

10

15

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？―

このような
地域ができる

  条件は何かな。

II III

第 1編　私たちと歴史

いつ，起こったできごとなのかな？ この時代の特色は何かな？

どのような影響をおよぼしたのかな？前の時代とどのように変わったのかな？

　この教科書では，時
じ

系
け い

列
れ つ

・推
す い

移
い

・比
ひ

較
か く

・つながりといった四つの視
し

点
て ん

や方法を使って学習を進めていきます。
　これらは，「歴史的な見方・考え方」とよばれるものです。
　歴史を考察し，理解するための手立ての一つとして，活用していきましょう。

　歴史の学習の目的は，昔のできごとを覚えるだけではありません。私たちの先人が，どのようにあゆんで
きたのか，日本の歴史の大きな流れを説明できるようにしましょう。
　そのためにも，日本の歴史を世界の歴史と関連づけることや，さまざまな角度から疑

ぎ

問
も ん

をもつようにするこ
とが大切です。地図帳や統計などの資料も有効に活用しながら，学習に取り組んでいきましょう。

比べたときに異
こ と

なる部分が，その時代の特色といえます。
二つの時代には，どのようなちがいがあるでしょうか。

貴族の栄
え い

華
が

を誇
ほ こ

った
藤
ふ じ

原
わらの

道
み ち

長
な が

武士による政治を始めた
源
みなもとの

頼
よ り

朝
とも

鎌
か ま

倉
く ら

時代平
へ い

安
あ ん

時代

?
元の襲来は，鎌倉幕

ば く

府
ふ

にどのような影響をおよぼしたの
でしょうか。? に入るものは何か，考えてみましょう。

鎌倉幕府

「歴史的な見方・考え方」とは？ さあ，中学校の歴史学習を始めましょう

年表を使って，「時系列」を理解しましょう。

時代 年 できごと
1147 源

みなもとの

頼
より

朝
とも

が生まれる
1156 保

ほう

元
げん

の乱
らん

が起こる
1159 平

へい

治
じ

の乱が起こる
1160 敗れた頼朝が伊

い

豆
ず

（静
しず

岡
おか

県）に流される
1180 平

へい

氏
し

をたおそうと兵をあげ，全国的な
内乱が始まる

1185 源
げん

氏
じ

が壇
だん

ノ
の

浦
うら

の戦いで平氏をほろぼす
1192 頼朝が征

せい

夷
い

大
たい

将
しょう

軍
ぐん

に任じられる
1199 頼朝が亡

な

くなる

平へ
い

安あ
ん

鎌か
ま

倉く
ら

推移
それぞれの時代
のくらしは，ど
のように移り変
わっていったの
でしょうか。貴

き

族
ぞ く

のはなやかな生活

武芸をみがく生活

　歴史上のできごとは，たがいにつながり合ってい
ます。「つながり」に着目することで，あるできご
との背

は い

景
け い

や原因，結果や影
え い

響
きょう

などを考えていくこと
ができます。

　ものごとは，時とともに移り変わっていきます。
この移り変わりのことを「推移」といいます。推移
に着目すると，ものごとがどのように変化したのか，
あるいは変わることなく継

け い

続
ぞ く

したのかなどに気づく
ことができます。

元
げ ん

の襲
しゅう

来
ら い

中学校の歴史学習では，
できごとどうしのつな
がりを考えることが大
切だね。

前の時代と比べてどう変
わったのか気づくと，そ
の時代の特色がわかるね。
P.10の 6 ， 7 の問いと
関連しているよ。

　歴史には時間の流れがあります。それぞれので
きごとが，どの時期にどんな順序で起こったのかに
着目して「時系列」でとらえることは，歴史学習の
基本として大切なことです。

　二つ以上のものを比べることを「比較」といいま
す。ものごとどうしを比較して，たがいのちがいや
似ている点に着目すると，それぞれの特色を明らか
にすることができます。

時系列 比較

つながり

12 13

P.10～11では年表
を見て，「時代」に
ついて考えたね。

P.8の 4 の問いで考えた
のは，推移に関すること
だったんだね。

この編の学習を終えた
あとに，もう一度漫画
を読み返してみましょ
う。

　もし，みんなの話し合いがないまま，多数決を行っていた
ら，縁

え ん

日
に ち

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に，実行委員
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

することができたでしょうか。
　このクラスの話し合いの場面は，次のページから学習す
る憲

け ん

法
ぽ う

と政治の「見方・考え方」と関係しています。そして，
これらの「見方・考え方」に着目したり，関連づけたりする
ことによって，憲法と政治に関するさまざまな事象などが理
解できるようになります。

　この編では，みんなのことはみんなで考えで決めること，
そのときに，私たちそれぞれが，かけがえのない個人として
尊
そ ん

重
ちょう

され，それだからこそ
自由に考え，意見を表現で
きるということを学びます。
そして，その多様な人々と
意見を公正に取り扱うため
には，すべての人が法の下

も と

にあることが必要であるこ
とに着目して，この編を理
解し考えていきましょう。

　日本は，第二次世界大戦後，日本国憲法の理念のもとに社会
を築いてきました。第1章では，憲法が具体的には，どのような
はたらきをしているのかを学習します。第2章では，私たちのく

らしを支えている国や地方の政治は，どのようなしくみで行われ
ているか，また，選挙や裁判員制度など，私たちが主

し ゅ

権
け ん

者として
どのように政治に参加していくのかを学習します。

第2編の学習について

① ②

③ ⑤④

みんなは文化祭で
何をやりたい
ですか？

話し合って
決まらなければ，
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！

ま  と   あ

や  し  き

⑥ ⑦

⑨

⑧ボールすくい
なども入れて，
縁日みたいにしたら
面白いんじゃない？

実行委員としては，
やはりお化け屋敷に
したいんだけど？

・縁日　22 票
・お化け屋敷　5 票
・ ○○市展示　3 票

最初の約束で，最後は
多数決で決めることに
なっていたから，
それはだめだよ

それいいね！

あるある！ …ということで，
縁日をすることに
決まりました！

え ん  に ち

まんがについて
P.122  経

け い

済
ざ い

へ続く

  最初から出しものを決めていたり，多数決をしたりしていたら，学級会
の時間は短

た ん

縮
しゅく

できました。時間がかかっても，みんなの意見を聞いてよ
かったことはなんでしょうか。

  7コマ目では，実行委員の意見というだけでは，出しものが決まりませ
んでした。それはなぜでしょうか。

Q

Q

文化祭の出しものを決めよう！
―漫

ま ん

画
が

から編の「見方・考え方」をとらえよう―個人の尊
そ ん

重
ち ょ う

と日本国憲
け ん

法
ぽ う

私たちの生活と政治 学級の話し合いのよ
うすは，編の学習と
どうかかわるのかな。

第1章
第2編

学習の
始めに

6年 ●日本国憲法の基本的な考え方や日本の政治のはたらきをふり返りましょう。小学校 3534 第 2編　私たちの生活と政治

第 3編第 3章　日本の諸地域

50km0

C335_05t2_51
関東地方の土地利用

50km0

い

あ

b

a

オリンピック・パラリンピック
からみる東

と う

京
き ょ う

の変化

 オリンピック・パラリンピックと再開発 2

東京では，2020年にオリンピック・パラリンピックが開
か い

催
さ い

されます。
開催によって，東京はどのように変化するのでしょうか。

クールジャパン

　日本の人口が減少し，経
け い

済
ざ い

発
は っ

展
て ん

がゆるやかになる
なか，「クールジャパン」とよばれる取り組みが進め
られています。これは，映

え い

画
が

・アニメーション，
ゲームといった日本の文化や製品について，外国に
情報発信や販

は ん

売
ば い

などをすることで，経済発展につな
げる戦略です。近年，日本をおとずれる外国人が急
増していますが，この戦略による効果もみられます。

オリンピック・パラリンピックと再開発

　そのようななかで，2020年の7〜9月に東
と う

京
きょう

2020
オリンピック・パラリンピックが開催されます。日
本での開催は1998年の長

な が

野
の

（冬季）以来，東京での
開催は1964年（夏季）以来です。
　オリンピック・パラリンピックの開催中や開催後
には，それをきっかけにして，より多くの観光客が
日本をおとずれることが予想されます。そのため，
東京ではホテルの建設が相次いでいます。

　また，人の移動をしやすくするために，交通網
も う

の
整備が進められています。道路では，東京中央卸

おろし

売
う り

市場（築
つ き

地
じ

市場）のあと地を通る大通りが開通し，中
ちゅう

央
お う

区晴
は る

海
み

にある選手村と都心部のあいだの移動がし
やすくなりました。また，バス高速輸送システム
（BRT）の導入も始まります。
　鉄道では，山手線や地下鉄に新駅が開業する予定
で，周辺部で再開発が進められています。船では，
レインボーブリッジをくぐれない大型のクルーズ船
が増えたため，新たなターミナルが建設されます。

「持続可能な日本」のために

　オリンピック・パラリンピックの開催をきっかけ
に，東京では再開発が進んでいます。また，2027年
には東京（品

し な

川
が わ

）−名
な

古
ご

屋
や

間に中央リニア新幹線が開
業する予定です。これらは一方では，東京への一極
集中による過

か

密
み つ

化
か

をさらに加速させる可能性もあり
ます。「持続可能な東京」「持続可能な日本」を実現
するためにはどうすればよいか，考えてみましょう。

P.160 3
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3

1

1

 2020年に合わせて導入・開業予定の東京BRT（上：車両
デザインイメージ）と山手線の新駅（下：2018年，東京都港

みなと

区）
1

アクティビティ ▼東京への一極集中について考えよう ―ディベート―

地図を使って，知識を整理しましょう。
1   あ ～ き の県名， a ・ b の山脈・山地の名前， c の川の名前
を答えましょう。

2  1 ～ 17 にあてはまる言葉を答えましょう。

過密化による問題を解決するために東京への一極集中を緩
か ん

和
わ

することについて，ディベートしましょう。

この続きを，みなさんで話し合いましょう。その際，以下の点に注意するとよいでしょう。

関東地方をふりかえる
交通・通信から学習の

まとめ

・ 工業が盛ん。
   大消費地に近い，大企

き

業
ぎょう

の本社や研
究所に近い， 8 国際空港や東
京港・横

よこ

浜
はま

港などの貿易港がある
・ 臨

りん

海
かい

部… 9 工業地帯など
   重化学工業が盛ん。
・ 内陸部… 10 工業地

ち

域
いき

   用地の確保がしやすい。 11 の
整備で製品が出荷しやすい。

工業

・ 日本最大の 1 平野
   内陸部…火

か

山
ざん

灰
ばい

がつもってできた  

赤土（ 2 ）の台地
・ 3 諸

しょ

島
とう

…世界自然遺
い

産
さん

地形

・ 冬…乾
かん

燥
そう

した北西の季節風
    晴れの日
・ 夏…むし暑い。雷

らい

雨
う

が多い。
・ 都市の中心部の気温が郊

こう

外
がい

より  
4 くなる 5 現象

気候

・ 低地…水田
・ 台地…畑
・ 古くから 6 農業が盛

さか

ん。
   7 大都市圏

けん

は食料の大消費
地

農業

3km0

環状第2号線
BRT運行ルート
首都高速道路
JR線

オリンピック
スタジアム
主な競技会場
選手村

東京国際クルーズ
ターミナル
新しく開業する駅

かんじょう

（2019年）

C335_05t1_02
オリンピック・パラリンピックと再開発

□

□

□  東京都のホテルの客室数（「衛生行
政報告例」2017年ほか）
3

万室
12

10

8

6

4

2

0
1996年 2000 05 10 15 17

賛成 反対

・ 7 … 12 集中が進む。
   食文化・ファッションなどの  

13 文化
   テレビの中心的な放送局，新聞社な
どの企業が集まり， 14 業が発達

   過
か

密
みつ

化の解消・防災対
たい

策
さく

のための再  
15 や都市機能の分散

 　　　　　　　 16 ・通学
・ 郊

こう

外
がい

… 17 都市・ニュータウン

7 大都市圏

私も一極集中を緩和するのに賛成です。なぜ
なら，通

つう

勤
きん

・通学の混雑が改
かい

善
ぜん

して，東京に住
む人々にとってプラスになるからです。

都市機能が分散すると効率が悪くなります。東
京が世界の大都市と競争していくには，都市機
能の集中が必要ではないでしょうか。

私は反対です。過密化による問題は改善しつ
つあるし，東京にはいろいろな魅

み

力
りょく

があるから
人々が集まり，活気があるのだと思います。

私は都市機能を地方に分散してもいいと思い
ます。交通網も発達しているし，インターネッ
トなどの通信網も整備されているからです。

c

う

え

お

か

き

①  自分の立場（ 賛成／ 反対）を明らかにしてから，理由を説明しましょう。
②  賛成／ 反対の理由に説得力をもたせるために，根

こ ん

拠
き ょ

となる事実をつけ加えましょう。
③ 自分の言いたいことばかりを主張するのではなく，相手の主張もしっかりと聞いてから反

は ん

論
ろ ん

しましょう。
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経
け い

済
ざ い

発
は っ

展
て ん

か，環
か ん

境
き ょ う

保全か，
足
あ し

尾
お

鉱毒事件を通して考えよう歴史
　1890（明治23）年ごろから，栃

と ち

木
ぎ

県の
足尾銅山の鉱毒が渡

わ た

良
ら

瀬
せ

川に流れ出し，
下流の田畑の作物が枯

か

れ，魚が死ぬなど
の被

ひ

害
が い

が広がりました。また，銅山の煙
え ん

害
が い

や用材のための森林の乱
ら ん

伐
ば つ

によって水
す い

源
げ ん

の山々ははげ山となり，1896年には大
洪
こ う

水
ず い

が起こって，３万haをこえる土地が
鉱毒におおわれました。
　こうしたなか，当時の人々はどのよう
に対応したのでしょうか。銅山の操

そ う

業
ぎょう

停
止と被

ひ

災
さ い

民
み ん

の救
きゅう

済
さ い

を求めた田中正造と政
府の対応を学び，みなさんもこの問題に
ついて考えてみましょう。

足尾鉱毒事件の年表資料2 田中正造の直訴状の内容資料3

足尾銅山の鉱毒の被害資料1

田
た

中
な か

正
しょう

造
ぞ う

はどのよう
な事態を問題とし，
帝
て い

国
こ く

議会や天
て ん

皇
の う

に何
を訴

うった

えようとしたの
でしょうか。

▶ 資料1〜3 から，足尾
鉱毒事件の概

が い

要
よ う

を確
か く

認
に ん

して，田中正造の主
張を読み取りましょう。

▼学習の流れ

ステップ1

年 できごと
1610 足

あ し

尾
お

銅山が発見され，江
え

戸
ど

幕
ば く

府
ふ

の直轄となる
1817 銅山休止し，廃

は い

山
ざん

同様となる
1877 銅山が古

ふ る

河
か わ

市
い ち

兵
べ

衛
え

の所有となる
1880 魚が浮死，栃

と ち

木
ぎ

県から渡
わ た

良
ら

瀬
せ

川の魚類捕
ほ

獲
か く

禁止
令が出る

1890 渡良瀬川の大洪
こ う

水
ず い

で，沿
え ん

岸
が ん

に鉱毒被
ひ

害
が い

が発生
各町村で鉱毒反対の動きが表面化する

1891 田
た

中
なか

正
しょう

造
ぞ う

，帝
て い

国
こく

議会で初めて足尾銅山鉱毒問題
を取り上げ，操

そ う

業
ぎょう

停止を求め，政府の責任を追
つ い

及
きゅう

する
1896 大洪水で鉱毒被害が１府５県に拡

か く

大
だ い

し，鉱業停止
運動が活発になる

1897 政府は銅山に鉱毒除
じ ょ

害
が い

工事を命じる
1898 被災民1万人,上京しようとして警

け い

官
か ん

と衝
しょう

突
と つ

1900 被災民3000人，請
せ い

願
が ん

のため上京の途
と

中
ちゅう

，警官隊
に阻

そ

止
し

，鎮
ち ん

圧
あ つ

される（川
か わ

俣
ま た

事件）
1901 田中正造，鉱毒被害について天皇に直

じ き

訴
そ

を試みる
1902 被災民上京。政府は銅山に鉱毒予防工事を命じ，

洪水対
た い

策
さ く

で谷
や

中
なか

村
む ら

を遊水地とすることを決定
1904 田中正造が谷中村に移り住む
1906 谷中村，強制破

は

壊
か い

により廃
は い

村
そ ん

となる

　謹
つつし

んで思いますに，政府当局にその責任
を尽

つ

くさせて，陛
へ い

下
か

の赤子＊である人民に自
然の恩

お ん

恵
け い

をあたえる道は，他にありません。
それは，
第一に，渡良瀬川の水源を清めること。
第�二に，川の流れを修築して，そのもとの状
態に戻

も ど

すこと。
第�三に，鉱毒ではげしく汚

お

染
せ ん

された土を除
じ ょ

去
き ょ

すること。
第四に，沿岸の無限の天産を復活すること。
第�五に，多数の町村の退

た い

廃
は い

した状
じょう

況
きょう

を回復
すること。
第�六に，加毒の鉱業を止め，鉱毒に汚染さ
れた水などの流出を根絶すること。

（一部要約）
＊�天皇を親に� �

みたてた表現

と
ねえ

ど

わ
た

ら
せ

谷中村

桐生
きりゅ

足利
あしかが

佐野
さ の

東京

ち ば

とう

さい たま

か がわな

とち

ぐ
ん

ま

ぎ

いばら き

きょう

古河
こ が

やなか

う

館林
たてばやし

渡
良
瀬
川

利
根 川江

戸
川

栃木県

茨城県

群
馬
県

埼玉県

神奈川県

千葉県
東京府

R516_06t2_01
足尾銅山の鉱毒の被害

20km0

鉱毒被害地（1899年）
ひ がい

足尾銅山
おあしあし

田中正造
（1841～1913）
（東

とう

京
きょう

都　国立国会図書館蔵）

地元の衆
しゅう

議
ぎ

院
い ん

議員の
田中正造は，農民と
ともに鉱山の操業停
止と被災民救済を政
府に訴

うった

えました。そ
して，新聞や都市の
知識人らの支

し

援
え ん

が広
がっていきました。

日本の銅の生産量の推
す い

移
い

資料4

日本の輸出品に占
し

める銅の割
わ り

合
あ い

資料5 政府の主な対応資料6

ステップ2

あなたが当時の国民
の一人だったら，国
の経済発展と各地

ち

域
い き

の環境保全のどちら
を重

じゅう

視
し

し，優
ゆ う

先
せ ん

しよ
うとしますか。
　ステップ1・ 2で読
み取ったことなどを
もとに，自分の考え
をまとめましょう。

▶自分がそう考えた理
由も整理して，みんな
と意見交

こ う

換
か ん

をしてみま
しょう。

ステップ3

▼学習の流れ

政府はなぜ，田中正
造の訴えを全面的に
認
み と

めなかったので
しょうか。またどうし
て，そのような決定
をしたのでしょうか。

▶ 資料1・2 と 資料4〜6

を読み取り，当時の日
本の状

じょう

況
きょう

と政府の方
ほ う

針
し ん

との関連に着目しま
しょう。

0 1 2 3 4

1877年

1882年

1887年

1892年

1897年

1902年

1907年

万t

全国

うち足尾銅山
あし  お

どう

き いと

めん し

きぬ

生糸
35.1

生糸
28.4

綿糸
9.9

絹織物
7.2

綿織物
4.5

茶
18.0

その他
29.7

その他
45.4

水産物
6.9

石炭
5.3

3715
万円

4億
5843
万円

銅
5.0%

銅
4.6%

（『明治工業史 第8巻』）

（『日本貿易精
せい

覧
らん

』）

このころ世界で電気事業が発展し，
電線など銅の需

じ ゅ

要
よ う

が増えていまし
た。当時の日本は，世界有数の銅
の生産国でした。全国の銅の生産
量のうち，足尾銅山の占

し

める割
わ り

合
あ い

を読み取りましょう。

自分の考えをまとめ，意見交換しよう。

1 私は 3 クラスのみんなと意見
交換をして考えたこと

2 その理由は

〔　　　　　　　　　　　　　　〕を重視します。

1885年 1910年 　鉱毒被害の訴えを受けた政府は，1897
年，足尾銅山に対して鉱毒除害の工事を
命令し，銅山側も対応しました。しかし鉱
毒被害はおさまらず，1902年に改めて鉱
毒調査会を設け，鉱毒予防工事の実

じ っ

施
し

を
求めました。また，洪水対策として，渡良
瀬川と利

と

根
ね

川の合流点に近い栃木県の谷
中村を廃村として遊水地にし，ここに鉱毒
をとどめることを決定しました。一方で，
銅山の操業停止は求めませんでした。
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自分たちのまちの首長を選ぼう
公民

　あなたの住むまちでは，首長を選ぶ選挙が行われることになりました。グループでまちの
課題を考え，よりよいまちづくりを実現する首長の公約をまとめて，選挙をしましょう。

まちの課題を出し合おう1

❶ あなたの住むまちはどんな特色をもっているでしょ
うか。グループで考えましょう。考えるときには，
どのような情報が必要でしょうか。

❷ ❶で考えたことをふまえて，まちの課題をできるだ
け多く出し合いましょう。

❸ あなた自身が，自分の住むまちをどのようなまちに
したいかも考えましょう。

❶ 首長としてどのような公約をつくるか，グループで考えましょう。まちの予
算は限られています。課題の優

ゆ う

先
せ ん

順位を決めて公約をまとめましょう。その
とき，どのような理由で順位を決めたのか，明らかにしましょう。公約をま
とめるときは，以下の点に注意しましょう。

⃝公約は，みんなの願いを実現するものになっているでしょうか。
⃝公約は，グループ以外の人の支持も得られるものになっているでしょうか。

❷まとめた首長の公約を発表しましょう。

❷自分の将
しょう

来
ら い

の視
し

点
て ん

から考えてみましょう。
　それぞれの内容が，自分のどの年代と特にかかわるかを考えましょう。
　また，家族や，まわりの人などについても，同様に考えましょう。

■教科書を見直してみましょう。
　→P.109　まちの特色ある取り組みは？
　→P.111　市長や議会などの取り組み
　→P.113　財政状

じょう

況
きょう

は？
　→P.115　住民参加のしくみ，NPOなどのはたらき　など

※  地理や歴史で学習した内容からも考えてみましょう。
（例） 位置，地形，気候，人口，農業，工業，商業，市町村合

がっ

併
ぺい

， 
まちの歴史，観光　など

■順位づけには，ダイヤモンドランキングを使うことができます。

■  意見のアイディア出しと整理には，フリーカード法（→P.33）
を使いましょう。

　私はいきがいをもって働けるまちをめ
ざします。そのために，まず産業振

し ん

興
こう

と
就
しゅう

業
ぎょう

支
し

援
え ん

を行います。また，テーマパー
クを建設して観光客をよび，その従

じゅう

業
ぎょう

員
い ん

も市民から採用して雇
こ

用
よう

を増やします。

B
候補

　私は高齢者も子育て世代も安心して
くらせるまちをめざします。そのために，
介
か い

護
ご

施
し

設
せ つ

と保育園の数を増やします。
また，それらを併設した施設を建設する
ことによって世代間交流もうながします。

　私は災
さい

害
がい

に強く環
かん

境
きょう

にやさしいまちを
めざします。そのために，河川の堤

てい

防
ぼう

整
備を行います。また，リサイクル活動の
推
すい

進
しん

，自然エネルギーを利用した発電設
備の建設を並

へい

行
こう

して進めます。

政治や経済，さ
まざまな立場の
人のことを考え
てみましょう。

SNSを使って，住民の声を聞い
ている自治体もあるよ。

時間軸
じ く

でみると，将
来と公約のつながり
もみえてくるね。

SDGs は，地域の
課題にどのように
生かすことができ
るだろうか。

情報化で，地域
の課題を解決で
きることがある
かもしれないな。

課題を公約にまとめよう2

❶�支持する首長を選び投票しましょう（自分のグループの首長以外から選びます）。そのと
きは投票した理由を説明できるようにしましょう。

❷�投票の結果をふまえて，最も支持された首長の公約と他の公約を比
ひ

較
か く

したり，自分たち
が考えた公約の問題点などについてふり返ったりしましょう。

首長選挙に投票しよう4

■（例）首長の公約

❶�それぞれの公約を，効率と公正，個人の尊
そ ん

重
ちょう

といった見
方・考え方に着目して評価しましょう。

公約を分析しよう3

より深く話し合うために
a. 各グループから1名ずつが集まって，新たなグループをつくり，そ
れぞれが投票する候補者の公約を説明し合いましょう。

b. 新たなグループで，どの候補者の公約がよいか，よい点と課題を
指
し

摘
て き

し合いましょう。
c. 元のグループに意見を持ち帰って，公約のよい点と課題について
検討し，まとめましょう。

 年代別の重視した政策（2016年参議院議員選挙）
（2016年7月11日新聞）

1　

本当に実現でき
るか，役所に話
をうかがいに行
きたいね。

■ （例） 
バリアフリーの充実

0歳～ 10歳～ 20歳～ 30歳～ 40歳～ 50歳～ 60歳～ 70歳～ 80歳～ 90歳～

政策名：
いきいき働けるまちづくり

政策名：
みんなが安心・福祉のまちづくり

政策名：
災害に強く環境にやさしいまちづくり

少子高
こ う

齢
れ い

化，情報化，
グローバル化の観点
からは何か考えるこ
とができるかな。

大
切

大
切
で
な
い

0 20 40 60 80 100%

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

18～19
        歳

子育て支援景気･雇用 消費税 外交･安全保障 その他

14

憲法15

28 1315

35

32

38 15 17 12 5 8 5

38

27

19 4 8 9 16

28 6 16 6 9 8

21 8 15 5 9 4

11 29 11 4 7 6

13 18 12 7 7 8

11 8 11

社会保障 29

A
候補

C
候補

（けがや病気になったときなどには必要）ベビーカーでの移動など 高齢になったとき

118 119

↑P.Ⅱ-Ⅲ

↑P.12-13

↑P.34-35

↑P.72-73

↑P.80-81

↑P.232-233↑P.230-231

↑P.216-217

↑P.118-119

「どのように学ぶか」
を重視して，教材を
選択しています。

各分野とも，協働
学習やシンキング
ツールを豊富に掲
載しています。
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東
とう

京
きょう

への人口・経
けい

済
ざい

などの一極集中が進むな
か，東京では，オフィスやマンションなどの

高
こう

層
そう

ビルの建設が盛
さか

んに行われています。東京スカイツリーは，都
市の全体的な高層化を受けて建設された電波塔

とう

です。
　しかし，高度な都市機能が集中し，日本全体の中

ちゅう

枢
すう

機能を果たし
ている東京大都市圏

けん

では，首
しゅ

都
と

直
ちょっ

下
か

地
じ

震
しん

などの地震が発生するおそ
れがあるとされています。地震によって，もし，東京大都市圏の都
市機能が大きな被

ひ

害
がい

を受ければ，日本全体に深
しん

刻
こく

な影
えい

響
きょう

がおよぶと
予測されています。

このため，東京大都市圏では，防災の観点か
らまちづくりを見直し，市街地の再開発や新

しい道路の整備などが進められています。例えば，低層の住宅など
の建物が密

みっ

集
しゅう

する地区は，道路がせまくて公園などの空き地も少な
く，防災面で大きな課題をかかえています。そこで，このような地
区を再開発して，火災や地震に強い構造の建築物を建設してオフィ

3

P.149

1

強まる一極集中で
高まるリスク

 住宅が密
みっ

集
しゅう

する地区（2018年，東
と う

京
きょう

都北
き た

区）1
 荒

あ ら

川周辺の再開発地区とスーパー堤防・排
は い

水
す い

機場（2014年，東京都江
え

 戸
ど

川
がわ

区・江
こう

東
と う

区）　この再開発地区は，建物
が密集している地

ち

域
い き

の防災拠
き ょ

点
て ん

とするために整備されました。スーパー堤防 は，幅
はば

が非常に広く，川の増水に強い堤防です。
2

 東京スカイツリー
（2018年，東京都墨

す み

田
だ

区）
3

 地下調整池（2014年，東京都杉
す ぎ

並
な み

区・
中
なか

野
の

区）　東京23区西部の大通りの地下30
～40mほどの深さにあります。4.5kmにわ
たって,直径12.5mのトンネルが作られてい
ます。

5

スや住宅を確保しながら，公園や道路を広げて，災害に強い市街地
をつくる取り組みなどが，各地で進められています。
　東京23区の東部を流れる荒

あら

川や江
え

戸
ど

川などの河口部に近い低地は，
人口密度が高く，さまざまな施

し

設
せつ

も存
そん

在
ざい

しています。しかし，過去
の地

じ

盤
ばん

沈
ちん

下
か

によって，海面や川の水面の高さよりも地面の高さのほ
うが低い地

ち

域
いき

が広がっています。こうした地域では，洪
こう

水
ずい

や高
たか

潮
しお

な
どの災害を防ぐため，堤

てい

防
ぼう

を強化したり，水門や排
はい

水
すい

機
き

場
じょう

を整備し
たりして治水を進め，緊

きん

急
きゅう

時にそなえています。
　また，都市化が進んで地面がアスファルトなどでおおわれた地域
では，雨水の大部分はしみこまずに排水路や川に流れこみます。そ
のため，集中豪雨のときに計画以上の雨水が流れこんで，排水がで
きなくなって浸

しん

水
すい

する被害が発生しやすくなります。そこで，地下
に巨

きょ

大
だい

な調整池を建設して，雨水を一時的に貯めることで浸水を防
ぐ取り組みが進められています。
　過密化を解消するための都市機能の分散を目的として，筑

つく

波
ば

研究
学園都市の建設や，東京周辺の都市でオフィス街の整備が進められ
ていることはすでに学習しましたが，これらの取り組みには，災害
に強い都市づくりという防災面からの目的も存在しています。

2 4

P.169

5
防災を考えた都市の

再開発

関東地方の将来像を考えて，白地図にま
とめましょう。

確認

東京への一極集中にともなう課題を一
つ取り上げ，どのように解決すればよ
いか考えましょう。

深めよう

都市問題の解決に向けて5学習  課題
東
と う

京
きょう

大都市圏
け ん

では，過密化にと
もなうさまざまな課題を克

こ く

服
ふ く

す
るために，どのような取り組み
を行っているのでしょうか。

地域

関
かん

東
とう

地方の地域的特色をふまえて，東
京大都市圏の変化に着目しましょう。

見方・考え方

人口が集中すると，防災
面でもいろいろな課題が
あるんだね。それをどの
ように解決していけばよ
いのだろう。

 荒川の現在
の水位の表示
（2017年，東京都
江戸川区）

4

スーパー堤防
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小
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名
な

木
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川
排水機場

荒川ロック
ゲート

中な
か
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ら

旧
中
川

川

川

再　　　　　開　　　　　　　　　発　　　　　地　　　　　区
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関
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率いて命がけで合
かっ

戦
せん

に参加しました。これを奉
ほう

公
こう

といいます。鎌倉
幕府の組織は，この御恩と奉公の関係をもとに成り立っていました。

頼朝の死後，頼朝の妻政
まさ

子
こ

の実家である北
ほう

条
じょう

氏
し

がしだいに幕府の実
じっ

権
けん

をにぎるようになり，
執
しっ

権
けん

という地位について政治を行いました（執権政治）。
　源氏の将軍が ３代で絶えると，京都で院政を行っていた後

ご

鳥
と

羽
ば

上
じょう

皇
こう

は，1221（承
じょう

久
きゅう

３）年，幕府をたおそうとして兵をあげました。し
かし，北条氏に率いられた幕府の大軍に敗れ，隠

お

岐
き

（島
しま

根
ね

県）に流さ
れました。これを承

じょう

久
きゅう

の乱
らん

といいます。乱後，幕府は，上皇方につ
いた貴

き

族
ぞく

や武士の荘園を取りあげ，そこに新たに地頭をおきました。
また，京都には六

ろく

波
は

羅
ら

探
たん

題
だい

をおいて，朝廷を監
かん

視
し

し，西日本の御家
人を統制しました。これによって，西国にも幕府の支配が広くおよ
ぶようになりました。
　12３2（貞

じょう

永
えい

元）年，執権北条泰
やす

時
とき

は，御家人の権利・義務や，領地
の裁

さい

判
ばん

などについての武家社会のならわしをまとめ，御
ご

成
せい

敗
ばい

式
しき

目
もく

（貞
永式目）を定めました。この法

ほう

律
りつ

は，その後長く武士の政治のより
どころとなりました。

4

8

6

2

P.70

7

3 10

執
し っ

権
け ん

政治

1180年，伊
い

豆
ず

にいた源
みなもとの

頼
より

朝
とも

や木
き

曽
そ

（長
なが

野
の

県）
の源義

よし

仲
なか

などが，平
へい

氏
し

をたおそうと兵をあげ，
全国的な内

ない

乱
らん

が始まりました。
　鎌倉を本

ほん

拠
きょ

として指
し

揮
き

をとった頼朝は，集まってきた武士と主
しゅ

従
じゅう

関係を結んで御
ご

家
け

人
にん

とし，武家の政治のしくみを整えていきました。
　頼朝が派

は

遣
けん

した弟の義
よし

経
つね

らは，平氏を追って西に進み，1185年，
壇
だん

ノ
の

浦
うら

の戦い（山
やま

口
ぐち

県）で平氏をほろぼしました。その後頼朝は，対
立して姿

すがた

を隠
かく

した義経を捕
と

らえるとして，朝
ちょう

廷
てい

にせまって国ごとに
守
しゅ

護
ご

を，荘
しょう

園
えん

や公領に地
じ

頭
とう

をおくことを認
みと

めさせ，御家人をこの役
につけました。さらに，義経をかくまったことを理由に，奥

おう

州
しゅう

藤
ふじ

原
わら

氏を攻
せ

めほろぼし，1192年，頼朝は，武士の総
そう

大
だい

将
しょう

として征
せい

夷
い

大
たい

将
しょう

軍
ぐん

に任じられました。
　こうして12世紀の末に鎌倉に立てられた武士の政

せい

権
けん

を鎌
かま

倉
くら

幕
ばく

府
ふ

と
いい，幕府の続いた約140年間を鎌

かま

倉
くら

時
じ

代
だい

といいます。
　将軍は，御家人の領地を公

こう

認
にん

・保護し，御家人を守護や地頭など
に任命しました。これを御

ご

恩
おん

といいます。その代わりに，御家人は
京
きょう

都
と

・鎌倉の警
けい

備
び

にあたり，戦いのときには，一族・郎
ろう

党
とう

や下
げ

人
にん

を

2

1

1 9

4

P.68

鎌倉幕府が武士に支持された理由を説明
しましょう。

確認

 12～13世紀の日本の動き5

源
みなもとの

頼
よ り

朝
と も

と鎌
か ま

倉
く ら

幕
ば く

府
ふ

鎌か

ま

倉く

ら

幕ば

く

府ふ

の
成
立

見方・考え方

源頼朝と御家人との関係に着目
しましょう。

つながり

学習  課題
源頼朝がつくった政治の
しくみには，どのような
特徴があるのでしょうか。

2

 北条氏の系
け い

図
ず

と源氏との関係6

 鎌倉幕府のしくみ9
 北条政子  

（1157～1225）  
（神

か

奈
な

川
がわ

県　安
あん

養
よう

院
いん

蔵）

8

 現在
の鎌倉の
ようす

1

 源頼朝（1147～1199）
（源頼朝木像　甲

こう

府
ふ

市　善
ぜん

光
こう

寺
じ

蔵）
2

 御恩と奉公4

 源氏の将軍が絶えた後，頼朝の遠
と お

縁
え ん

にあた
る京都の貴族が将軍にむかえられました。
	 成敗は裁判，式目はきまり（法規）という意
味です。

2

3

鎌倉幕府の政治
－武士のための政治の始まり－

鎌倉の地形の
特
と く

徴
ちょう

は何かな。

承久の乱の後，幕府の政治はどのよう
に変わったのでしょうか。

深めよう

武士が政治の実権をにぎった時
代のうち，平

へ い

安
あ ん

時代末から戦
せ ん

国
ご く

時代までを中世といいます。

中世基本用語

年 できごと
1180 源

げん

平
ぺい

の内乱が始まる
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成
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敗
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式
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目
もく

が制定される

 鎌倉幕府が成立した時期について
は，東日本の支配権を朝廷に認

み と

められ
た1183年，守護・地頭の設置が認め
られた1185年，頼朝が征夷大将軍と
なった1192年などの説があります。

1

　みな心を一つにして聞きなさい。これが最後
の言葉です。頼朝殿

ど の

が平氏を征
せ い

伐
ば つ

し，幕府を開
いて以

い

降
こ う

，その御恩は山よりも高く，大海よりも
深いものです。お前たちも御恩に報いる気持ち
はあるでしょう。ところが今，執権北条義

よ し

時
と き

を
討
う

てという命令が，朝廷から出されました。名
め い

誉
よ

を重んじる者は，源氏三代の将軍が築き上げ
たものを守りなさい。上皇方につきたいと思う
者は，今すぐ申し出なさい。

　　　（『吾
あ

妻
づま

鏡
かがみ

』より一部要約）
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ね ん

貢
ぐ

をさしおさ
えてはいけない。� （第５条）
一�　20年以上継

け い

続
ぞ く

してその地を
支配していれば，その者の所有
になる。� （第８条）

（一部要約）

  承久の乱と北条政子の言葉7

  御成敗式目10
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公職選挙法で定められています。衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

議員の選挙は，小選挙区制
と比例代表制を組み合わせた小

しょう

選
せん

挙
きょ

区
く

比
ひ

例
れい

代
だい

表
ひょう

並
へい

立
りつ

制
せい

で行われます。
参議院議員の選挙は，原則として都道府県を単位とした選挙区制と，
全国を一つの単位とした比例代表制を組み合わせて行われます。

日本の選挙制度の問題の一つは，各選挙区に
おける議員一人あたりの有権者数が異

こと

なる，
一
いっ

票
ぴょう

の格
かく

差
さ

です。最高裁
さい

判
ばん

所
しょ

は，2012年の衆議院議員選挙で 2倍以
上の格差が生じたことについて，憲

けん

法
ぽう

が定める「法の下の平等」に
違
い

反
はん

する状態（違憲状態）だとする判決を下しました。そこで，一票
の重さの格差を小さくする改

かい

革
かく

が行われています。
　もう一つは，選挙に多くの費用がかかることです。選挙資金や政
治活動について，政党が特定の企

き

業
ぎょう

や団体に依
い

存
そん

することがないよ
うに，企業や団体からの献

けん

金
きん

額を制限するかわりに，国が政
せい

党
とう

交
こう

付
ふ

金
きん

を助成し，その使いみちの報告を義務づけています。現在は，多
くの政党が政党交付金を主たる財

ざい

源
げん

としています。
　選挙は，国民が自らの意見を表現し，内

ない

閣
かく

や政党，とりわけ与
よ

党
とう

に対する評価を行うきわめて重要な機会です。普通選挙は民主政治
の基

き

礎
そ

であり，その確立に人類が費やしてきた努力の歴史をしっか
り認

にん

識
しき

することが必要です。

P.88

5

P.48
6

P.250
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問題点

民主政治では，国民の意見を政治に反
はん

映
えい

させ
るために，国民が代表者を選挙で直接選ぶ方

法（直
ちょく

接
せつ

選
せん

挙
きょ

）がふつうです。かつては，財産（納
のう

税
ぜい

額）や性別で選挙
権
けん

の制限がありました（制限選挙）。今日では，一定の年
ねん

齢
れい

に達した
すべての国民に選挙権と被

ひ

選挙権が認
みと

められており，これを普
ふ

通
つう

選
せん

挙
きょ

といいます。選挙の公正のために，無記名で投票を行う秘
ひ

密
みつ

選
せん

挙
きょ

，

1人が 1票をもつ平
びょう

等
どう

選
せん

挙
きょ

を原則として行います。
選挙制度には，各選挙区から 1人を選ぶ小

しょう

選
せん

挙
きょ

区
く

制
せい

， 2人以上を選ぶ大選挙区制，政
せい

党
とう

に
投票し，各政党の得票率に応じて議席を配分する比

ひ

例
れい

代
だい

表
ひょう

制
せい

などが
あります。小選挙区制は，いずれかの政党が単独で議会の過半数の
議席を獲

かく

得
とく

しやすく，政
せい

権
けん

が安定するといわれますが，少数意見が
反
はん

映
えい

されにくいという問題があります。比例代表制は，小選挙区制
と比べて死票が少なく，国民の様々な意見を反映しやすいという特

とく

徴
ちょう

をもちますが，議会に責任ある多数派ができにくいといわれます。
　日本では，選挙区・選挙運動・投票など，選挙の方法については，
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小選挙区制と比例代表制の長所と短所を
まとめましょう。

確認

民主政治と選挙

選挙制度

選挙の意義としくみ2

 明
めい

治
じ

時代の衆議院議員選挙の風
ふ う

刺
し

画
資料活用 　と比べて，この絵で守られ

ていない選挙の原則は何でしょうか。

2
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学習  課題

見方・考え方

なぜ選挙という方法があるのか，なぜ
それぞれの選挙制度の特徴があるのか，
効率と公正に着目して理解しましょう。

選挙は何のためにあるのでしょ
うか。また，どのような選挙制度
があり，その特

とく

徴
ちょう

は何でしょうか。

効率と公正

 選挙の投票
はどうするの？　
1

 世界ではまだこうした自由で公正な選挙
を行っていない国が数多く存

そ ん

在
ざ い

します。
1

投票に多くの人
がかかわるのは
なぜだろう。

アクティビティ ▼公正な選挙について考えよう

① 3 で，各選挙制度の死票（落選者に
投票された票）は何票ですか。

② 4 で，もし当選者が4人なら，次は
どの政党に当選者が出るでしょうか。
③ 日本の選挙制度がさまざまなしくみ
を組み合わせて行われている理由を，
「公正」の観点から説明しましょう。 小選挙区制と比例代表制　3

 比例代表のドント式4

 一票の格差（総務省資料）5

 一票の格差と最高裁判決6

1925年制定の普通選挙法は，どのような人々に選挙権をあたえたでしょうか。歴史

選挙権のない人々

投票立会人

記名した投票用紙

警察官

選挙通知書
が届く

投票会場のようす（衆
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議
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院
い ん

議員選挙）（2017年，東
と う

京
きょう

都新
し ん

宿
じゅく

区）

投票に行っ
てみよう！

期日前投票
（→P.56）
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小選挙区制 ・候補者に投票
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・政党の得票率に応じ，議席配分

（3人当選の場合）

600票

落選 落選

（死票）　
450票 240票

当 当当 落 落 落 落落 落

600票 450票
（死票）　
240票

政党名 A党 B党 C党
得票数 600票 450票 240票
÷1 ①600票 ②450票 240
÷2 ③300票 225 120
÷3 200 150 80
議席数 2人 1人 ―
（1）各政党の得票数を1，2，3…の整数で割

わ

る。
（2） （1）で得られた商が大きな順に，定数（こ
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※公民では，「アクティビ
ティ」でも，見方・考え方を
働かせる問いを設けています。

※歴史の「深めよう」は，多
様な「見方・考え方」を働か
せて，歴史を多面的・多角的
に考察することができます。

※州・地方学習では，「主体
的」→「対話的」→「深い」
の順で学習が深まっていき
ます。

学習プロセスの改善

『中学社会』三分野
紙面のご紹介

新しい教科書

�「見方・考え方」を働かせて
「深い学び」を実現します

地理ではふりかえ
りページで，問題
解決的な学習に
取り組みます。

歴史について自分
で考え，対話する
ことができます。

公民では「社会の
課題」を考察し，
構想します。

巻頭口絵 ふりかえりページ

導入単元 チャレンジ歴史

編導入 チャレンジ公民

各分野とも，「深め
よう」は，「見方・
考え方」をカギに
して考えます。

「見方・考え方」
コーナーは，学
習課題を解決す
る手がかりです。

　新学習指導要領では，教科の学習の本質が「見方・考え方」を働かせることとされて
います。
　「見方・考え方」は，課題を追究したり，解決したりする活動において，考察・構想す
る際の「視点や方法（考え方）」であるとともに，資質・能力全体の中核とされています。

「見方・考え方」とはどのようなものでしょうか ?


