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個性豊かなキャラクター
たちが、生徒とともに学
習に取り組むことで、主
体的な学びを促します。

指導と評価の計画に基づいた教科書

教科書QRコンテンツが充実した教科書 先生・生徒がわくわくする楽しい教科書

新しい時代を担う主権者を育てる教科書

かける さきまどか 先生 先生あきと

４つ４つのポイントのポイント
新しい日文の『中学社会』教科書

①ポートフォリオ…導入ページでダウンロードできます。自己の学びの記録を一覧でき、ふり返りに活用できます。
②イントロダクションムービー…各節の最初に設定している動画で、学習する内容を見通すことができます。
③確認小テスト…本文ページに設定している選択形式の問いで、知識の定着に役立ちます。

数年後には成年に達し選挙権を持つことを見すえて、主権者としてこれからの社会を創り出すための力を身に
着けられるよう、多面的・多角的に考察、構想する教材や社会参画を促す教材、自ら課題を設定す
る課題探究学習などさまざまな教材を教科書全体を通して幅広く取り扱っています。

●系統立てて配置した3つのコンテンツ

●自らの人生を主体的に切り拓く力を身に着けられる教材

まとめ・ふり返りページまとめ・ふり返りページ導入ページ導入ページ 本文ページ本文ページ

社会をよりよくしていくために、
私たちはどのように政治にかか
わっていくべきでしょうか。

ポートフォリオに問いに
対する疑問や答えの予想
を記入

ポートフォリオに考えが
変わったことや新たに
わかったことなどを記入

問いの構造▶P.6-7
単元の構造▶P.8-13

3つの柱▶P.16-17
公民独自コンテンツ▶P.18-19

考察、構想▶P.20-21　
社会参画▶P.22-23
持続可能な社会▶P.24-25

第２編 私たちの生活と政治 第２章 国民主権と日本の政治 
  

  

●●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、国民主権と日本の政治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。 

 

 

  

  

  

  

  

なぜ選挙や議会を通じて政治が行われるのでしょうか。 

 

国会,内閣,裁判所はそれぞれどのような役割を担っているのでしょうか。またそれらはどのよう

な関係にあるのでしょうか。 

 

地方自治とはいかなるもので、私たち住民はそこでどのような役割を果たす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２２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。 

 

                社社会会ををよよりりよよくくししてていいくくたためめにに、、私私たたちちははどどののよよううにに政政治治にに関関わわっってていいくくべべききででししょょううかか。。  

１１

22 44

33

ポートフォリオ
このほかにも学習内容に応じた個別のコンテンツを多数ご用意しています！
→スライドショー、動画教材、関連資料など

これから の社会をこれから の社会を
どんな社会 にしたい？どんな社会 にしたい？

―国際社会共通の目標、SDGs― 持続可能な社会をつくるために

1 淡
た ん

水
す い

魚の稚
ち

魚
ぎ ょ

の放流（2019年、
滋
し

賀
が

県近
お う

江
み

八
は ち

幡
ま ん

市）　琵
び

琶
わ

湖
こ

の生態系
け い

保全のため、琵琶湖固有の二ゴロブナ
などの稚魚を放流しています。

2 津波から逃
に

げる目印をつける中学生
（2021年、岩

い わ

手
て

県釡
か ま

石
い し

市）　東日本大震
し ん

災
さ い

の
とき、この地区に来た津波の約11mの高さに
ペンキを塗

ぬ

りました。

6 海岸のごみを拾う日本と韓
か ん

国
こく

の若者　
（2019年、長崎県対

つ し ま

馬市）　2003年から、
高校生や大学生が活動しています。

7 フェアトレードのチョコレートの販
は ん

売
ば い

（2022年、石
い し

川
かわ

県金
か な

沢
ざ わ

市）　大学生がフェ
アトレードに関心をもってもらうために企

き

画
か く

しました。

8 パソコンを使って授業を受ける子ども
たち（2019年、ルワンダ）　日本の企業が
開発した算数のソフトを使って授業をし
ています。

10 水素エンジンで走るレーシングカー
（2021年、静

し ず

岡
おか

県小
お

山
やま

町）　水素を燃料に
して、走行時に二酸化炭素を出しません。
このレースで使われた水素は、太陽光エ
ネルギーでつくられました。

3 車いすバスケットボール体験（2021年、
和
わ

歌
か

山
やま

県和歌山市）　東
と う

京
きょう

パラリンピックに
出場した選手が、パラスポーツのおもしろさ
や、挑

ちょう

戦
せ ん

することの大切さを伝える活動を
行っています。

4 長
な が

崎
さ き

平和祈念式典に参加した中学生
（2022年、長崎県長崎市）　千

ち

葉
ば

県浦
う ら

安
や す

市は、
毎年中学生の平和使節団を派

は

遣
け ん

しています。

9 ジュート製品の製造と販売を行う女性たち（2019年、バングラデ
シュ）　女性や貧

ひ ん

困
こん

層
そ う

の起業向けに、マイクロファイナンスと呼
よ

ぶ無
む

担
た ん

保
ぽ

の少額融
ゆ う

資
し

による支援も行われています。

写真が「持続可能な社会」
と、どのような関係がある
のか、公民の学習を通して
考えていきましょう。

　持続可能な社会とは、将来の
世代の欲求を損なうことなく、現
在の世代の欲求を満たすような
発展が可能な社会のことをいい
ます。

1 ～ 10 の写真は、SDGs 
のどの目標と関係してい
るでしょうか。一つとは
かぎりません。

　SDGsは、「誰
だ れ

ひとり取り残さ
ない」ことをめざし、先進国と発

は っ

展
て ん

途
と

上
じょう

国が一丸となって達成す
べき、2016年から2030年まで
の「17の目標」です。

5 新型コロナウイルス感
か ん

染
せ ん

症流行時の支
し

援
え ん

（2020年、東京
都足

あ

立
だ ち

区）　仕事が減った人などのために、ボランティアが衣
類や食料を提

て い

供
きょう

しました。

二次元
コード

巻頭 1 巻頭 2

イラストを用いた分かりやすい教材 思考ツールを用いた深い学びP.28 巻末2

33分分

※「学習課題」の解決を積み重ねて「節の問い」を解決する
学習を各節で繰り返し、「編（章）の問い」を解決します。

詳しくは本冊子の
こちらへ→ 詳しくは本冊子の

こちらへ→

詳しくは本冊子の
こちらへ→ 詳しくは本冊子の

こちらへ→

イントロダクションムービー 確認小テスト

巻頭１-２ P.184課題探究学習 チャレンジ公民

第1節の問いの答え

第3節の問いの答え

…

第1節の問い?第２編第２章の問い第２編第２章の問い?

民主政治には、専制や独裁を防ぐために
どのようなしくみが大切なのでしょうか。

学習課題学習課題

国民の政治参加の方法と、世論やマ
スメディアが民主政治で果たす役割
は何でしょうか。

学習課題学習課題 第2編第2章
の問いの答え

なぜ選挙や議会を通じて政治が行わ
れるのでしょうか。

第1節の問いに
答えよう?

政党政治や選挙制度は政治に何が反
映されることが目的とされているか考
えてみましょう。

でわかる！

①導入ページ…単元を貫く問いを立て、学習の見通しをもつ　➡②本文ページ…問いを追究する　
➡③まとめ・ふり返りページ…問いを解決し、学習をふり返る
ポートフォリオは、生徒の学びの自己調整や、主体的に学習に取り組む態度の評価に活用できます。

生徒が基礎的・基本的な知識の習得でつまづきにくくなるよう、抽象的な事象を具体的にイメージできる
イラスト教材を豊富に掲載しています。また、現代的な諸課題や最新のトピックスに関する教材を多
数掲載しており、生徒が公民的分野の学習に興味をもって取り組むことのできるよう工夫しています。

●内容のまとまりでの授業を実現する教科書

●生徒の興味を引き、授業設計に役立つ様々な教材

教材例▶P.26-31
学習を進めるうえで役に立つページ
▶P.32-33
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○指導と評価の一体化  ･････････････････････････････････････ 6-13
○内容のまとまり･･････････････････････････････････････････････6-7
○単元を貫く問い／問いの構造  ･･････････････････････････ 6-13
○ポートフォリオ･･････････････････････････････････9、13、16-17
○見方・考え方  ･･･････････････････････････････････････10、14-15
○主体的・対話的で深い学び  ････････････ 6-7、14-15、20-21
○考察・構想 ････････････････････････････････････････････････20-21
○協働的な学び、個別最適な学び  ･･･････････････････････16-17
○小中高の接続  ････････････････････････････････････････････36-37
○特別支援教育  ･･･････････････････････････････････････34-35、44
○SDGs・持続可能な社会  ･･･････････････････････････････24-25
○ICT の活用  ･････････････････････････････････････ 16-19、44-45
○自学自習 ･･･････････････････････････････････････････････････16-17
○現代的な諸課題･･･････････････････････････････････････････26-29
○情報活用  ･･････････････････････････････････････････････････････31

教育キーワード検索教育キーワード検索

単元を貫く問いをつかみ、主体的・
対話的で深い学びへと導きます。

持続可能な社会を実現し、豊かな人生
を切り拓くための生きて働く力を鍛え
ます。

生徒は基礎的・基本的な知識・技能
が確実に身につき、教師は指導と評価
のポイントが一目でつかめます。

生徒が主役の
楽しい学び

社会科授業を
手厚くサポート

よりよい社会と
豊かな人生の創造へ

基本方針基本方針１１

基本方針基本方針22

基本方針基本方針33

編集編集
基本方針基本方針 新しい日文の『中学社会』教科書 ４つのポイント ･･･ ２

編集基本方針 ･･･････････････････････････････････････････････ 4

１１
　 指導と評価の計画に  
基づいた教科書

新しい教科書の「問いの構造」 ･･････････････････････････････ ６
問いを立て、学習を見通す導入ページ ･･･････････････････ 8
授業や生徒の思考の流れを重視した本文ページ ････････10
問いを解決し、学びをふり返るまとめ・ふり返りページ ･･･12
見開きごとに「見方・考え方」を働かせる工夫 ･･････････14

22
　  教科書QRコンテンツが  
充実した教科書

教科書QRコンテンツ 3つの柱 ･･････････････････････････16
公民の学習をサポートするさまざまなコンテンツ･･･18

33
　 新しい時代を担う  
主権者を育てる教科書

社会の課題の解決に向け考察、構想する ･･･････････････20
社会や世界に向き合い、自らの人生を切り拓く ･･････22
持続可能な社会の実現に向けて･･･････････････････････････24

44
　 先生・生徒がわくわくする 
楽しい教科書

最新のトピックスに関する教材･･･････････････････････････26
現代的な諸課題を扱った豊富な教材･････････････････････28
生徒が楽しく学習できる教材･･････････････････････････････30
学習を進めるうえで役に立つページ･････････････････････32

学習上配慮した点･････････････････････････････････････････････34
分野間・教科間連携･･････････････････････････････････････････36
地域事例一覧･･･････････････････････････････････････････････････38
学習指導要領との対照表・配当授業時数･･･････････････40
観点別教材一覧････････････････････････････････････････････････41
教師用指導書のご案内･･･････････････････････････････････････42
デジタル教科書・デジタル教材のご案内　日文Webサイトのご案内 ･･･44
教科書検討の観点からみた内容の特色･･････････････････46

目次
私たちの教科書は、生徒たちを新しい時代を担う主権者へと
育てるために、めまぐるしく変化する混沌とした現代社会を
生き抜く力をつけ、「公民としての資質・能力の基礎」を
育成することをめざして編集しました。
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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「章・節の問い」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。

単元を貫く問いを単元を貫く問いを
解決し、ふり返る解決し、ふり返る

P.80-81

新しい教科書の新しい教科書の「問いの構造」「問いの構造」
　新しい教科書では、問いを構造化することで内容のまとまりでの授業がしやすくなっています。各時間の「学習課題」を積み重ね

て「章・節の問い」を解決する構造になっています。教科書の問いに沿って授業を進めていくことで、主体的・対話的で深い学びを
実現することができます。

指導と評価の計画に基づいた教科書１１

P.40-41

P.38-39

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」(章・節の問い)を立てます。

単元を貫く問いを立てる単元を貫く問いを立てる

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

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

単元を貫く問い

学習課題

確認・表現

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。

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。

私たちにとっての政治と民主主義1
学習課題学習課題 なぜ政治は民主主義に

よって行わなければならないのでしょうか。

確認確認 民主主義とはどのような考え
方か、本文からぬき出しましょう。

表現表現 多数決において少数意見の尊
重が大切な理由を説明しましょう。

法に基づく政治と憲法2
学習課題学習課題 なぜ立憲主義による憲法

は必要なのでしょうか。

確認確認 立憲主義とは、どのような考
え方か本文からぬき出しましょう。

表現表現 民主政治で、法の支配と権力
分立が大切な理由を説明しましょう。

日本国憲法の制定と三つの基本原則3
学習課題学習課題 日本国憲法はどのような

歴史と特徴をもつ憲法でしょうか。

確認確認 日本国憲法の三つの基本原則
を、本文からぬき出しましょう。

表現表現 日本国憲法が三つの基本原則
を採用した理由を説明しましょう。

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。

第２編第1章の問い第２編第1章の問い?

第２編第1章の問い第２編第1章の問い?

第1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。第1節の問い?

憲法とはどのような法で、何をしばっているでしょうか。人の支配ではなく、
法による支配が必要である理由を、歴史もふまえて考えましょう。

第1節の問いに答えよう?

第2節の問い? 第3節の問い?

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

第　　節

第　　  編

11
22

法に基づく政治と日本国憲法法に基づく政治と日本国憲法
私たちの生活と政治

まとめ

ふり返り

章の学習をふり返ろう章の学習をふり返ろう 主体的に学習に取り組む態度

身近な事例を題材としたまん
がによって、その章の学習内
容に関心をもたせるとともに、
活動を通して章や節の問いを
立てたり、学習を見通したり
することができます。

「単元を貫く問い」で、
授業をデザインする

内容や時間のまとまりにより構成された授業を
デザインすることで、主体的・対話的で深い学
びを実現できます。

！
注目

内容のまとまりで
評価ができる

主体的に学習に取り組む態度を含む評価
ができる紙面構造です。

！
注目

①指導と評価 ②デジタルへの対応 ③主権者の育成 ④わくわくする教科書 学習上の配慮 分野・教科間連携 地域事例 資料編
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4 の活動を行い、学習後に改めて自分の考え
を書きこむことで、生徒が学習の見通しを立て、
学習後に自分の考えの変容をふり返ったり、教
師の授業改善につなげたりできるようにしまし
た。主体的に学習に取り組む態度の評価
もできます。

評価
主体的に学習に
取り組む態度

指導と評価の一体化

まとめ・ふり返りページ導入ページ導入ページ 本文ページ第1～4編 章の学習

ポートフォリオ
生徒の見通しとふり返りの活
動に役立つポートフォリオの
データを教科書QRコンテン
ツとしてご用意しています。

！
注目

章と節の問いの関係
「節の問い」を考察することを繰り返して、「章の問
い」の解決できるようになっています。

！
注目

問いを立て、学習を見通す問いを立て、学習を見通す導入ページ導入ページ
　各章の導入ページは、生徒たちが主役になったまんがによって、各章の学習関心をもたせて、身近な場面から章の学習内容に関す
る問いを考え、「章の問い」を立てる流れになっています。また、立てた問いの答えを予想することを促して、その後の学習の
見通しをもつことができるようになっています。

指導と評価の計画に基づいた教科書１１

章のはじめに、章の学習内容
と生徒の生活を結ぶまんが
を採り入れることで、学習に取
り組みやすくなるように工夫
しています。

11
学習のはじめに
～導入まんが～

まんがをふまえて、協働的な
学びを行う「学びあい」アイ
コンを設けて、章の学習への
意見や疑問を出し合い、学ぶ
意欲を高めます。

22
気づいたことを
出し合おう

22の活動を通して出てきた意見や
疑問をふまえて、章と節で追
究する問いを立てます。

33
第○章の問いを

立てよう
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、これからの学
習を見通します。

44
学習の

見通しをもとう

P.38-39

資料の活用や、話
し合いなどの活動
から深く学んでい
けそうだね。

章の問い

章の問いに
答えよう

節の問い 節の問い 節の問い

● 「学習のはじめに」掲載箇所
編章 大単元 タイトル 教科書

1編1章 現代社会 ある日のお買いもの P.6-７

１編２章 見方・
考え方 地域の公園づくりに参加しよう P.24-25

２編１章 憲法 文化祭の出し物を決めよう！ P.38-39

２編２章 政治 政治ってなんだろう？ P.82-83

３編１章 市場経済 ハンバーガーショップから見る
経済のしくみ P.128-129

３編２章 財政 政府の仕事を見つけてみよう P.170-171

４編１章 国際社会 チョコレート王国 P.188-189 ポートフォリオ（第2編第1章）

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。 

 

■■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。。  

①指導と評価 ②デジタルへの対応 ③主権者の育成 ④わくわくする教科書 学習上の配慮 分野・教科間連携 地域事例 資料編
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身につけた知識を活
用して、学習課題を
解決していける紙面
になっています。

まとめ・ふり返りページ導入ページ 本文ページ本文ページ第1～4編 章の学習

このマークのついた教材は、二次元コードを読み込ん
だ先のwebページにある教科書QRコンテンツで、学
習を深めることができます。 ➡本冊子P.16参照

●タブレットマーク

「確認」は知識・技能、「表現」は思考・判断・表現に対応しており、評
価に活用していただくこともできます。

評価

知識・技能、思考・判断・表現
指導と評価の一体化

授業や生徒の授業や生徒の思考の流れ思考の流れを重視した本文ページを重視した本文ページ

資料を用いた活動を示すことで、必
要な情報の読み取りなどの技能を
高めることができるコーナーです。

●資料活用

　本文は原則１授業時間を見開き２ページとし、この１時間で何を学ぶのか、どのようなことに着目して学習を進めるのかを「学習課題」
「見方・考え方」で明確に示しました。また、右ページの側注欄には学習課題に対応した「確認」「表現」コーナーを設け、「章・節の
問い」に答えるための手がかりとなるように工夫しています。

指導と評価の計画に基づいた教科書づくり１１

本文・図版
十分な文字量を確保し、平
易な表現を用いて、生徒の
読み取りを支援しました。

33
本文ページで何を学んでい
くのかを示しています。この
課題を考えながら、学習を進
めていきます。

学習課題学習課題

22

P.54-55

学習課題の解決に向けて手がかりになる主
な「見方・考え方」の例を示しています。

見方・考え方見方・考え方
！
注目

学習課題に対応し、本文
ページの学習を確かにする
問いを示しています。学習の
最後に取り組むことができます。

44
確認確認 表現表現

●連携コーナー
地理や歴史の学習とのつながりを
示し、知識を関連づけることがで
きます。

！
注目

アクティビティ
具体的な事例や資料を読み取り、「見方・考え方」を
働かせて、主体的・対話的で深い学びの視点から授
業を行うことができます。

対話的な活動など協
働的な学びに関連し
た箇所を示しています。学び合い

！
注目

本文ページの導入になる資料
と、それに関係する問いかけ
を設けています。

11
導入資料

関心と意欲を引き出す

学習に見通しをもたせる 丁寧な記述で学習を助ける

1時間の学習をふり返る

読み込むことでその見開きにある教科書QRコン
テンツを参照することができます。見開きタイトル
とセットで示しています。 ➡本冊子P.16参照

●二次元コード

SDGsと特に関連する
箇所を示しています。

節のまとまりで追究する問いを
1時間の学習でも意識しながら
取り組めるよう示しています。

第◯節の問い?

①指導と評価 ②デジタルへの対応 ③主権者の育成 ④わくわくする教科書 学習上の配慮 分野・教科間連携 地域事例 資料編
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生徒が学習のふり返りをす
ることができるだけでなく、
先生がどのように評価をす
ればよいかわかりやすい構
成になっています。

中学校社会科のまとめのレ
ポート作成に生かせるよう
に、「第4編第2章に向け
て」を設けています。

まとめ・ふり返りページまとめ・ふり返りページ導入ページ 本文ページ第1～4編 章の学習

問いを解決し、学びをふり返る問いを解決し、学びをふり返るまとめ・ふり返りページまとめ・ふり返りページ
　まとめ・ふり返りページでは、習得した知識を確認した後、「章の問い」に答える活動を行います。

また、ポートフォリオを用いて学習をふり返ることで、学びの自己調整ができるようになっています。

指導と評価の計画に基づいた教科書１１

P.80-81

思考ツールの提案
まとめ・ふり返りページの活動を含めて、教科書
内ではさまざまな思考ツールの活用を提案して
います。 ➡本冊子P.32参照

！
注目

また、思考ツールを端末上で操作
していただけるコンテンツをweb
サイトで公開ています。

現実の課題に見方・
考え方を生かす

「ニュースを見方・考え方から見てみよう」では、実
社会で起こった出来事を題材に、社会科で身につ
けた見方・考え方を生かすことができます。

！
注目

「語句の意味を確認しよう」で、章の学習全体のし
くみ図などを使って知識の整理を行い、「ニュース
を見方・考え方から見てみよう」に答える形に統
一しています。

STEP11  節の問いを振り返る。
STEP22   思考ツールを使い、自分の考えを深める。
STEP33  意見交換を踏まえて、章の問いに答える。

●「知識」をまとめる問い

●   段階的に問いを考える  
３つのステップ

導入ページから章の学習を通して
使ってきたポートフォリオを、評価
の資料とすることができます。 
➡本冊子P.9参照

●  主体的に学習に取
り組む態度の評価
ができる

知識の確認
単元で学習した内容について、
キーワードに沿って確認
して知識を整理するとともに、
知識を定着させることができ
るようになっています。

１１

学習のふり返り
最後に単元の学習をふり返る
活動を設定しています。自ら
の学びを自己調整したり、
変容を見取ったりすること
ができます。

33

まとめの活動では、思考ツー
ルの提案や、いくつかのス
テップに分けた活動を提
示することで、活動の流れ
がみえやすくなっています。

22
「章の問い」に

答える活動

● 思考ツールの主な掲載箇所
思考ツール 教科書
フリーカード P.23

ランキング P.34、124

座標軸 P.34、79、184、219

マトリックス(表) P.37、187

トゥールミンモデル P.78、217

クラゲチャート P.81

フィッシュボーン P.127

ピラミッドチャート P.169

ウェビング P160，221

知識を評価する

思考・判断・表現を評価する

主体的に学習に取り組む態度を評価する
※巻末２には解説「思考ツールを使ってみよう」があります。

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。

評価

観点ごとに
活動を整理

指導と評価の一体化

サンプルはこちら

①指導と評価 ②デジタルへの対応 ③主権者の育成 ④わくわくする教科書 学習上の配慮 分野・教科間連携 地域事例 資料編
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〈例〉政治単元の見
方・考え方「民主主
義」の本文ページに
おける説明

多面的・
多角的な視点

身近な事例

グループ活動

P.30 「効率」と「公正」 P.106 裁判のしくみと人権尊重

チャレンジ公民 ➡本冊子P.20-21 

章末のチャレンジ公民でも、社
会の課題を、見方・考え方を働
かせて、考察・構想します

資料の読み取りから問い
を始めるなど、設問を段
階的にして、理解を深め
ながら考えていきます。

ページの学習内容を具体化するイラストやグラフなどの資料をもとに、
「見方・考え方」を働かせる問いを設け、主体的・対話的で
深い学びを実現し、思考力・判断力・表現力を養うことができます。

すべての見開き本文ページに、学習課題の解決に向けて手がかり
になる主な「見方・考え方」の例を示しています。

深い学びを実現す
る「見方・考え方」
を働かせる問いを
設けました。

！
注目

P.218-219 地球温暖化に対する政策について考えよう

P.140 ものの流れと情報の流れ P.212 限りある資源とエネルギー

資料活用

見方・考え方コーナー

「見方・考え方」
は、すべての見
開き本文ページ
に示しています。

具体的な資料と問いで、
見方・考え方を働かせ
るためには……

アクティビティ

見開きごと見開きごとにに「見方・考え方」「見方・考え方」を働かせるための工夫を働かせるための工夫
主体的・対話的で深い学びを実現するために、「社会的な見方・考え方」を働かせて、考えることができるように構成しま

した。本文ページでは、すべての見開きに「見方・考え方」を示し、「アクティビティ」では、アクティブラーニングの視
点から、具体的な事例について、資料の読み取りや協働的な学習など「どのように学ぶか」を見すえて、教材を作成しました。

指導と評価の計画に基づいた教科書１１

課題を追究するための視点や方法（考え方）のこと
で、現代の社会的事象を読み解くときの概念的枠
組みのことです。公民は、政治、経済、国際社会
それぞれで主に働かせる見方・考え方があります。

アクティビティは、対話的な学び・協働的な学びにつながる
グループ活動など、様々な学び方を示して、授業を支援して
います。前回教科書より増やして、41か所設けています。

●社会的な見方・考え方とは…

●  授業におけるアクティブラーニング 
の支援

第１編 現代社会 　 対立と合意、効率と公正  
（公民の学習全体にかかわる）

第2編 政治 　 個人の尊重と法の支配、  
民主主義

第3編 経済 　希少性、分業と交換
第4編 国際社会 　持続可能性、協調

公民の「見方・考え方」一覧

現代社会（公民の学習全体）

経済

政治

国際社会 学び合い
マーク

P.177 政府の活動を支える税と国債

P.87 選挙の意義としくみ

P.63 社会の変化と人権保障―情報化と人権―

P.31 「効率」と「公正」―見方・考え方その2―

しくみの理解を
深めながら考える

生徒の関心を高
める多くの事例

対立する意見
から視野を広
げる

見方・考え方の理解のために
単元の最初の本文ページで、知識としての見方・考え方を丁
寧に学習できる構成です。 ➡本冊子P.10-11

！
注目

P.40-41

私たちにとっての
政治と民主主義

①指導と評価 ②デジタルへの対応 ③主権者の育成 ④わくわくする教科書 学習上の配慮 分野・教科間連携 地域事例 資料編

14 15



第２編 私たちの生活と政治 第２章 国民主権と日本の政治 
  

  

●●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、国民主権と日本の政治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。 

 

 

  

  

  

  

  

なぜ選挙や議会を通じて政治が行われるのでしょうか。 

 

国会,内閣,裁判所はそれぞれどのような役割を担っているのでしょうか。またそれらはどのよう

な関係にあるのでしょうか。 

 

地方自治とはいかなるもので、私たち住民はそこでどのような役割を果たす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２２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。 

 

                社社会会ををよよりりよよくくししてていいくくたためめにに、、私私たたちちははどどののよよううにに政政治治にに関関わわっってていいくくべべききででししょょううかか。。  
決め方について考えようアクティビティアクティビティ

るためには、公開された情報の下で（知る権利）、たがいを個人とし
て尊重し、自由に討

と う

論
ろ ん

を行い（表現の自由）、平等に政治に参加でき
ることが大切です。民主政治の確立には、日本でも明

め い

治
じ

維
い

新
し ん

以後の
長い歴史があること、現代でも、民主政治が行われていない多くの
国があることを忘

わ す

れてはいけません。
民主政治には、国民が重要な決定に直接参加
して意思を表明するしくみ（直

ちょく

接
せつ

民
みん

主
しゅ

制
せい

）と、
国民が選挙によって選んだ代表者が決定するしくみ（間

かん

接
せつ

民
みん

主
しゅ

制
せい

）が
あります。間接民主制は議会に注目して議会制民主主義（代議制）と
もいいます。現代のように社会の規

き

模
ぼ

が大きく、複雑な対立の調整
が必要になると、国民が直接参加して決定を行うことが困

こ ん

難
な ん

になる
ため、多くの国では間接民主制が中心となります。日本では憲法改
正手続きや地方自治に直接民主制が取り入れられています。
　民主政治では、話し合いを十分にする必要があります。それでも
合意ができない場合は、最終的には多数決で決定します。ただし、
民主政治が基づいている個人の尊重の考え方からしても、異

こ と

なる意
見をもつ人たちの考えをとり入れて、より多くの人が納

な っ

得
と く

できる合
意をする努力を行わなければなりません（少

しょう

数
すう

意
い

見
けん

の尊
そん

重
ちょう

）。また、
基本的人権の尊重など多数決で変

へ ん

更
こ う

できない原理があります。

3

P.94

P.29、 41  

私たちは、一人一人が個性をもちながら、学
校や地

ち

域
い き

などの社会（集団）のなかで生活して
います。多様な意見がある場合に、その対立を調整し、合意をめざ
して話し合い、集団の中でものごとを決めていくはたらきを政

せい

治
じ

と
いいます。一

い っ

般
ぱ ん

的には、社会の問題を解決し、国民の安全を守り、
生活をよりよくするという国や地方公共団体のはたらきをさします。
　政治を実現していくためには政治権力が必要です。しかし、権力
が集中すると、専

せ ん

制
せ い

や独
ど く

裁
さ い

がうまれ、人々の自由と権利をおびやか
すおそれがあります。そこで、憲

け ん

法
ぽ う

を定め、権力をいくつかに分
ぶ ん

割
か つ

し、たがいに抑
よ く

制
せ い

と均
き ん

衡
こ う

をとるくふうをしています（権
けん

力
りょく

分
ぶん

立
りつ

）。権
力分立のしくみには、主に、三権分立と地方分権があります。

今日では多くの国で、みんなのことはみんな
で決めるという民

みん

主
しゅ

主
しゅ

義
ぎ

に基づく政治（民主
政治）のしくみがとり入れられています。民主主義は、個人の尊

そ ん

重
ちょう

に
基づいて、一人一人の考えが政治の根

こ ん

源
げ ん

（国民主権）となり、人権保
ほ

障
しょう

に最もふさわしい方法だと考えられるからです。民主政治を進め

5

1

P.43 1

P.112、 260  2 P.115

P.41

P.46

1 権力の二つの面

政治のはたらきと
権
け ん

力
りょく

分立

民主主義
に基づく政治

政治参加のしくみ
と少数意見の尊重

民主政治には、専
せ ん

制
せ い

や独
ど く

裁
さ い

を防ぐためにどのようなしくみが大切なのでしょうか。

民主政治のしくみ1
学習課題学習課題

民主政治を進めるために大切な
ことを本文から書き出しましょ
う。

確認確認

多数決を行う際に求められる努
力や原理を説明しましょう。表現表現

 国会が、衆
しゅう

議
ぎ

院
い ん

と参議院に分割され、
二院制（→P.94）がとられているのも、
権力分立の考え方に基づいています。

1

3 直接民主制（2013年、スイス）　ス
イスの一部の州では、有権者が集まっ
て話し合い、挙手で採決を行います。

民主主義や法の支配の考え方がなぜ
大切なのか理解しましょう。

見方・考え方見方・考え方 法の支配民主主義

4 投票結果　

自由自由 自由自由

暴力強制

権力の顔
その 2

秩序・安全
ちつじょ 争いの解決

争い争い 争い争い

権力の顔
その１

 立法権
けん

（国会）

行政権（内
ない

閣
かく

） 司法権（裁
さい

判
ばん

所
しょ

）

選挙

国民

きまりに
基づいて
政治を行う

きまりを
つくる

きまりに基づいて
争いを解決する

三
さ ん

権
け ん

のそれぞれについては、
これから学習していくよ。

5 独裁体制をきずいたヒトラー（1937年）
1930年ごろのドイツでは、民主的なワイマー
ル憲法の下

も と

、選挙によって第一党になったナ
チ党が政権を獲

か く

得
と く

し、やがてヒトラーが独裁
体制をきずきました。

2 三権分立

Aさん Bさん Cさん Dさん Eさん Fさん

第1希望 プリン プリン プリン バニラ
アイス

バニラ
アイス

チョコ
アイス

第2希望 チョコ
アイス 大福 バニラ

アイス
チョコ
アイス

チョコ
アイス

バニラ
アイス

第3希望 バニラ
アイス

バニラ
アイス

チョコ
アイス プリン 大福 大福

第4希望 大福 チョコ
アイス 大福 大福 プリン プリン

効率に着目するときは決め方の手間
について、公正に着目するときはよ
り多くの人が納得できているかどう
かについて考えてみよう。

二次元
コード

　投票でものごとを決めるとき、多数決以外にもさまざ
まな決め方が考えられます。
　とある学校では、生徒の意見で給食のデザートを決め
る、リクエスト給食の日があります。来月のリクエスト
調査では、表の結果が出ました。

① 次の２つの決め方で選ばれるデザートは何でしょうか。
多数決：第1希望が最も多いデザートを選ぶ。  
ボルダルール：第1希望は4、第2希望は3、第3希望
は2、第4希望は1のポイントをつけ、ポイントの合
計が最も多いデザートを選ぶ。
② 多数決とボルダルールの二つの決め方を比べて、それ
ぞれの長所と短所は何か、効率と公正に着目してグ
ループで話し合いましょう。

どれにしようかな？

※フレーズ作成※フレーズ作成

第
　
　
　節

民
主
政
治
と
政
治
参
加

民
主
政
治
と
政
治
参
加

11

第
１
節
の
問
い

?

な
ぜ
選
挙
や
議
会
を
通
じ
て
政
治
が

行
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

二次元
コード

学び合い

関連資料

スライド
ショー

リンク

84 85

22
私
た
ち
の
生
活
と
政
治

私
た
ち
の
生
活
と
政
治

5

10

15

5

10

15

P.84-85

2

3

1

32
1

見開きタイトルの横に掲載している二次元コードを読み取ると、その見開きにあるコンテンツの一覧
ページが開きます。
コンテンツがある箇所には紙面上にタブレットマークを配置して、どこにどのようなコンテンツがあるのかを
示しています。

リンク

教科書QRコンテンツ教科書QRコンテンツ3つの柱3つの柱
　内容のまとまりでの授業を支援したり、個別最適な学びを実現したりするために、教科書全体を通して「ポートフォリオ」「イ
ントロダクションムービー」「確認小テスト」の三つのコンテンツを系統的に設定しました。家庭学習でも利用でき、生徒の自学自
習を支援します。

教科書QRコンテンツが充実した教科書22

種別 数 種別 数 種別 数
イントロダクションムービー 15 ポートフォリオ 28 外部リンク 64

 その他動画 17 確認小テスト 84 (うちNHK for School) (57)
スライドショー 27 ワークシート ３ 関連資料 36
凡例別表示 ３

教科書QRコンテンツ一覧教科書QRコンテンツ一覧

合計 　　　　 の
コンテンツをご用
意しています。

生徒の学習履歴を記録するコンテンツです。生
徒の考えの変容を見取ることができるため、学びの自
己調整に役立ちます。また、「主体的に学習に取り
組む態度」の評価に活用することもできます。
Word、PDF、Googleドキュメントの３種類の
データをご用意しています。印刷して紙で運用してい
ただくことも、タブレット端末上で運用していただくこ
ともできます。

主に重要語句について4択問題で
確認できるコンテンツです。本文
ページに設定しており、知識の定着
に役立ちます。
まとめ・ふり返りページに設定してい
る確認小テストは単元全体の問いをラ
ンダムに出題します。テスト前の確認
にも活用できます。

１本１分程度の長さで、すべての節の最初
のページに設定している、教科書完全準
拠のオリジナル動画コンテンツです。
節の学習の見通しをもったり、「節の問
い」を立てたりする際に役立ちます。

第2編第2章国民主権と日
本の政治（P.82-127）

民主政治のし
くみ（P.84-85）

第２編第２章第1
節民主政治と政
治参加（P.84-93）

ダミー画像

確認小テスト3

ポートフォリオ1 まとめ・ふり返りページまとめ・ふり返りページ

まとめ・ふり返りページまとめ・ふり返りページ

導入ページ導入ページ

本文ページ本文ページイントロダクションムービー2

ダウンロードは
こちら！

動画の再生は
こちら！

小テストの
体験はこちら！

277個

本文ページ本文ページ

本文ページ本文ページ

②デジタルへの対応 ③主権者の育成 ④わくわくする教科書 学習上の配慮 分野・教科間連携 地域事例 資料編①指導と評価
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https://www21.nichibun-g.co.jp/r7js_qr_contents/kou/p82/p83/
https://www21.nichibun-g.co.jp/r7js_qr_contents/kou/p84/p84-1/
https://www21.nichibun-g.co.jp/r7js_qr_contents/kou/p84/p84-3/


教科書紙面で使用してい
る図版を分解し、順を
追ってかみ砕いた説明を
することができるように
教材を作成しています。

授業で説明する際に役立
ちますね。

公民の学習をサポートするさまざまなコンテンツ公民の学習をサポートするさまざまなコンテンツ
基礎的・基本的な知識の習得や、学習内容のまとめなどに役立つさまざまなコンテンツをご用意しています。

また、学習内容に関係する動画やウェブサイトへのリンクも設定してあり、生徒が自主的に学習を深めることができます。

教科書QRコンテンツが充実した教科書22

抽象的な事象についてわかりやすく図示して解説―スライドショー 紙面だけでは伝わらない臨場感―動画教材

知識を相互に関連付けてより深い学びへ―関連資料

基礎的・基本的な知識の定着のため、教科書中に登場する教材を用いた順序立てての説明ができるスライドショーを設けて
います。

教科書掲載図版に関連した動画を設けています。とりわけ海外での出来事についてはその場の臨場感が伝わる動画教材を設けてお
り、生徒が現代社会の出来事としての実感を得られるように工夫しています。

地理的分野・歴史的分野での学習で使用した資料や学習を深める資料など、多様な教材を設けています。

定着度の低い箇所で重点的に設置
需要供給曲線、比例代表制の議席配分、円高・円安、金融政策など、
生徒がつまずきやすい箇所を調査し、教材を設けています。

！
注目

P.87 公正な選挙について考えよう

P.143 需要供給曲線

P.68 マララさんの国連での演説P.204

トルコの国境を突破するシリアの難民

P.205 脚注 連携コーナー

既存の知識を関連付けて
知識の定着をはかる。

！
注目

②デジタルへの対応 ③主権者の育成 ④わくわくする教科書 学習上の配慮 分野・教科間連携 地域事例 資料編①指導と評価
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https://www21.nichibun-g.co.jp/r7js_qr_contents/kou/p84/p87-2/
https://www21.nichibun-g.co.jp/r7js_qr_contents/kou/p130/p143-1/
https://www21.nichibun-g.co.jp/r7js_qr_contents/kou/p204/p204-5/
https://www21.nichibun-g.co.jp/r7js_qr_contents/kou/p48/p68-2/
https://www21.nichibun-g.co.jp/r7js_qr_contents/kou/p204/p205-1/


社会の課題の解決に向け考察、構想する社会の課題の解決に向け考察、構想する
　現代社会に見られる課題について資料を基に多面的・多角的に考察し、課題の解決に向けて広い視野からの構想を

する学習を行うことができるよう、「チャレンジ公民」ページを設けています。各単元で習得した知識や見方・考え方を生かし、他者との

学び合いを通じて主体的・対話的で深い学びを実現できるように工夫しています。

新しい時代を担う主権者を育てる教科書33

社会的な課題の解決を
考える特設ページ

生徒がつまづいてしま
わないように、段階を
踏んで学習を進める構
成にしています。

思考の過程では見方・
考え方を働かせること
ができるよう、問いや
示唆を設けています。

チチャャレレンンジジ
公民公民

学習成果を
生かす課題設定
現代社会、憲法、政治、経済、
国際社会の各単元で、学習し
た知識を生かすことのできる
課題を設定しています。

１１

多面的・多角的な
思考を促す教材
他者と協働的に学習を進める
場面を設けるなどし、多面
的・多角的に課題を考えるこ
とができるようにしています。

22

第１編 　公園づくりについて話し合おう …P.34-35
第2編第1章 　道路の拡張計画について考えよう …P.78-79
第2編第2章 　自分たちのまちの首長を選ぼう …P.124-125
第3編第2章 　社会保障のあり方について考えよう …P.184-185
第4編第1章 　地球温暖化に対する政策について考えよう …P.218-219

チャレンジ公民一覧

実際の意思決定の
場面を想定

架空の政党による政策案を示しており、実
際の選挙のように政策案を比較検討し、選
択・判断を行う構成にしています。

！
注目

思考ツールを
用いて思考の
過程を可視化

情報や知識を整理したり、論理的な思考を
助ける思考ツール（→本冊子P.32）を提示
しています。生徒の考察を補助し、また生
徒がどのように考えに至ったのかが可視化
できるため評価の際に役立ちます。

！
注目

資料を客観的に読み
取り、考察を行う

生徒が考えをまとめるにあたって必要な資料を
用意しています。

！
注目

学びの自己調整を
サポート

学習内容に見通しを持ち、自らの学びを調整す
ることができるよう、この学習で達成して欲しい
項目を「チェックポイント」として示しました。

！
注目

根拠を示して
意思決定

与えられた資料やそれまでの
学習内容を整理し、客観的事
実と自分の意見を整理して表
現する能力を育みます。

33

P.218-219 地球温暖化に対する政策について考えよう

③主権者の育成②デジタルへの対応 ④わくわくする教科書 学習上の配慮 分野・教科間連携 地域事例 資料編①指導と評価
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社会や世界に向き合い、自らの人生を切り拓く社会や世界に向き合い、自らの人生を切り拓く
　身近な地域の抱える課題を考える活動や、生徒が将来について考えることができるような、社会参画をうながすための手掛かりとなる

ページとして「明日に向かってー私たちの社会参画ー」を設けました。18歳には成人となり選挙権を持つことを見すえて、主権者と

して社会のなかで自立し、自らの人生を主体的に切り拓く力を身に着けるための教材を教科書全体を通して多く取り扱っています。

新しい時代を担う主権者を育てる教科書33

社会参画をうながす特設ページ 主権者教育に関わる教材の充実

このような学習を協働的
に行うことは、議論する
力や説明する力を育むこ
とにもつながります。

私たちの社会参画私たちの社会参画

明日明日に
向かって

社会に主体的に参加する方法を考えたり社会の課題を探
求したりする活動を通して、主権者としての政治参加のあ
り方について多面的・多角的に考えることができるよう、
多数の教材を設けています。

生徒自身が住むまちの良い
ところや課題を考え、より
よいまちづくりのための政
策提言を行う学習を紹介し
ています。

模擬裁判など、活動を
通して法的な考え方を
身に着けられるような
教材を設けています。

成年年齢が18歳に引き下
げられたことを受け、契約
に関するクイズを通してよ
りよい消費生活を送るには
どうすればよいか、学習す
ることができるようにして
います。

ウェビングマップを用いた自己分析の作
業や興味のある職業への就き方の調べ学
習を通して、生徒が将来の職業選択につ
いて考えられるようにしています。

地域社会
への参画

法教育

消費者教育

キャリア教育

持続可能な社会  SDGs から社会の課題を考えよう …P.16-17
インクルーシブ社会  まちのバリアフリーを探そう …P.56-57

成年年齢  15歳は「子ども」? それとも「大人」? …P.72-73
防災・安全  災害に強いくらしをきずく …P.102-103
模擬裁判  裁判員裁判シミュレーション …P.110-111

社会参画  まちづくりに参加しよう …P.122-123
消費者教育  契約について考えよう …P.138-139
キャリア教育  職業について調べてみよう …P.160-161
社会保障  年金のしくみについて知ろう …P.182-183

持続可能な社会  SDGｓから未来の社会を考えよう …P.216-217

明日に向かって一覧（10テーマ）

活動を伴う授業用の
教材としても、
読み物教材としても
扱えます。

！
注目

選挙制度などのしくみの理解に
留まらず、主権者として自ら
選択・判断する能力を身に着ける。

定まった正解のない問いについて考える活動を通して、公民的分野
の学習内容をより深く理解するとともに、主体的に選択・判断する
力を身に着けます。他者と協働して活動を行うことで、生徒が自ら
と異なる意見や対立する意見に触れ、異なる立場の人とともに問題
解決について考えることができます。

！
注目

P.122

まちづくりに参加しよう

P.138

契約について考えよう

P.184 社会保障のあり方について考えよう

P.110 裁判員裁判シミュレーション

P.86 選挙の投票はどうするの？

P.91 若い世代の政治参加

P.161 職業について調べてみよう

③主権者の育成②デジタルへの対応 ④わくわくする教科書 学習上の配慮 分野・教科間連携 地域事例 資料編①指導と評価
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　持続可能な開発目標（SDGs）については、巻頭ページにて17の目標を示すとともに、関連する内容を第1編から第4編までの学習の随所に登場

させており、教科書全体を通してSDGsについて考えられるように工夫しています。第4編第2章では、小学校・中学校の社会科の総ま

とめとして、持続可能な社会の実現のための課題を生徒自らが設定し、その解決に向けて考察、構想する課題探究学習を設けています。

新しい時代を担う主権者を育てる教科書33

持続可能な社会の実現に向けて持続可能な社会の実現に向けて

これから の社会をこれから の社会を
どんな社会 にしたい？どんな社会 にしたい？

―国際社会共通の目標、SDGs― 持続可能な社会をつくるために

1 淡
た ん

水
す い

魚の稚
ち

魚
ぎ ょ

の放流（2019年、
滋
し

賀
が

県近
お う

江
み

八
は ち

幡
ま ん

市）　琵
び

琶
わ

湖
こ

の生態系
け い

保全のため、琵琶湖固有の二ゴロブナ
などの稚魚を放流しています。

2 津波から逃
に

げる目印をつける中学生
（2021年、岩

い わ

手
て

県釡
か ま

石
い し

市）　東日本大震
し ん

災
さ い

の
とき、この地区に来た津波の約11mの高さに
ペンキを塗

ぬ

りました。

6 海岸のごみを拾う日本と韓
か ん

国
こく

の若者　
（2019年、長崎県対

つ し ま

馬市）　2003年から、
高校生や大学生が活動しています。

7 フェアトレードのチョコレートの販
は ん

売
ば い

（2022年、石
い し

川
かわ

県金
か な

沢
ざ わ

市）　大学生がフェ
アトレードに関心をもってもらうために企

き

画
か く

しました。

8 パソコンを使って授業を受ける子ども
たち（2019年、ルワンダ）　日本の企業が
開発した算数のソフトを使って授業をし
ています。

10 水素エンジンで走るレーシングカー
（2021年、静

し ず

岡
おか

県小
お

山
やま

町）　水素を燃料に
して、走行時に二酸化炭素を出しません。
このレースで使われた水素は、太陽光エ
ネルギーでつくられました。

3 車いすバスケットボール体験（2021年、
和
わ

歌
か

山
やま

県和歌山市）　東
と う

京
きょう

パラリンピックに
出場した選手が、パラスポーツのおもしろさ
や、挑

ちょう

戦
せ ん

することの大切さを伝える活動を
行っています。

4 長
な が

崎
さ き

平和祈念式典に参加した中学生
（2022年、長崎県長崎市）　千

ち

葉
ば

県浦
う ら

安
や す

市は、
毎年中学生の平和使節団を派

は

遣
け ん

しています。

9 ジュート製品の製造と販売を行う女性たち（2019年、バングラデ
シュ）　女性や貧

ひ ん

困
こん

層
そ う

の起業向けに、マイクロファイナンスと呼
よ

ぶ無
む

担
た ん

保
ぽ

の少額融
ゆ う

資
し

による支援も行われています。

写真が「持続可能な社会」
と、どのような関係がある
のか、公民の学習を通して
考えていきましょう。

　持続可能な社会とは、将来の
世代の欲求を損なうことなく、現
在の世代の欲求を満たすような
発展が可能な社会のことをいい
ます。

1 ～ 10 の写真は、SDGs 
のどの目標と関係してい
るでしょうか。一つとは
かぎりません。

　SDGsは、「誰
だ れ

ひとり取り残さ
ない」ことをめざし、先進国と発

は っ

展
て ん

途
と

上
じょう

国が一丸となって達成す
べき、2016年から2030年まで
の「17の目標」です。

5 新型コロナウイルス感
か ん

染
せ ん

症流行時の支
し

援
え ん

（2020年、東京
都足

あ

立
だ ち

区）　仕事が減った人などのために、ボランティアが衣
類や食料を提

て い

供
きょう

しました。

二次元
コード

巻頭 1 巻頭 2

巻頭1-巻頭2

各章の「まとめとふり返
り」ページで、本章で探
究したい課題を蓄積して
いきます。

P.191 持続可能性

持続可能な開発目標（SDGs）の取り扱い 課題探究学習
巻頭ページでは、生徒に「これからの社会をどんな社会
にしたい？」と問いかけています。この問いに対しては、
第4編第2章の課題探究学習で考察、構想を行います。

第4編第2章では、持続可能な社会の実現のための課題について考えます。生徒が取り組みやす
いよう、レポートを作成し、発表するまでの過程を段階を踏んで丁寧に解説し、思考力・判断力・
表現力等が向上できるように工夫しました。

人権、男女の平等、環境問題、エ
ネルギー、災害・防災、紛争、消
費生活など、さまざまなテーマで
持続可能性について考えることが
できる教材を教科書全体を通して
設定しています。また、多面的・
多角的に考えることのできるよう、
「環境・経済・社会の全てを満た
す」、「世代間の平等が満たされて
いなければならない」などの鍵とな
る重要な視点を提供しています。

SDGｓマーク
「明日に向かって」や「アクティビティ」、「公民＋α」で、
SDGsと特に関連する箇所にはSDGsマークを付しています。

！
注目

テーマの設定

考察と構想

資料の収集と読み取り1

3

2
テーマを具体的にしていく方法や、レポート課題例を示
し、生徒が自ら課題を設定することができるようにして
います。

グループでの話し合いなどの活動を促し、学びあいによ
る気付きや、ふり返りができるようにしています。

資料収集のヒントや集めた資料の正確性の吟味、資料
から読み取った情報の整理の手法について紹介してお
り、生徒の調査活動を助けます。

まとめと評価
生徒が完成をイメージできるレポート例を掲載しました。

4

これまでの学習で身に着けてきた見方・考え方や様々
な知識・技能、思考力・判断力・表現力等を生かして、
生徒自ら考え、判断することを目指した教材です。

！
注目

P.216 SDGsから未来の社会を考えよう

P.222 テーマの設定

P.227 考察と構想

P.225 資料の収集と読み取り

P.228-229 レポート例

③主権者の育成②デジタルへの対応 ④わくわくする教科書 学習上の配慮 分野・教科間連携 地域事例 資料編①指導と評価
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ロシアによる
ウクライナ侵攻

最新のトピックスに関する教材最新のトピックスに関する教材
　教科書全体を通して、基礎的・基本的な知識が確実に定着するよう、多彩な教材を掲載しています。現代的な諸課題や最新のト

ピックス、抽象的な事象を分かりやすく具体化するイラスト教材など代表的なものをご紹介いたします。

先生・生徒がわくわくする楽しい教科書44

ロシアによるウクライナ侵攻
については、第4編第1章第
2節「国際社会の課題と私た
ちの取り組み」にてコラムや
難民・避難民の受け入れに
関する教材を設けています。

AI、自動運転、3Dプリンターなど新しい科学技術
に関する教材を多数取り扱っています。

社会保障制度の学習のなかで、行政
による支援が行き届きにくい課題を
抱えるヤングケアラーについてのコ
ラムを掲載しています。

労働の学習では、テレワーク、
サテライトオフィス、定年退
職後の再雇用など、近年増
加している新しい働き方につ
いての記述を設けています。

学校制服の選択制や地方公共団体によるパー
トナーシップ制度を紹介しています。

新型コロナウイルス
感染症

新しい科学技術

新しい働き方

性の多様性

ヤングケアラー

204 205

44
私
た
ち
と
国
際
社
会

私
た
ち
と
国
際
社
会

5

10

15

へと流出しました。世界では、ロシアの核
か く

兵器が使用されることへ
の不安と懸

け

念
ね ん

が高まりました。国連安全保
ほ

障
しょう

理事会は、常任理事国
であるロシアが拒

き ょ

否
ひ

権をもつため十分な対応をとることができてい
ません。また、原油や天然ガスの価格上

じょう

昇
しょう

など、世界の経
け い

済
ざ い

やエネ
ルギー供

きょう

給
きゅう

にも影
え い

響
きょう

をおよぼしました。

21世紀に入って、東アジア地域では大きな変
動が起こりました。アメリカに次ぐ世界第2

位のGDPまで急速な経済発展をとげた中国は、世界の政治と経済
に対して大きな存

そ ん

在
ざ い

感を示しています。同時に、中国は軍事的な目
的や資源開発のために海洋進出をおし進めて、日本を含

ふ く

む周辺諸国
との間に緊

き ん

張
ちょう

を生み出しています。北
き た

朝
ちょう

鮮
せ ん

は、国内の経済的な困
こ ん

難
な ん

にもかかわらず、核兵器やミサイルの開発を推
す い

進
し ん

し、国際社会から
のきびしい批

ひ

判
は ん

を浴びました。日本とのあいだでは、拉
ら

致
ち

被
ひ

害
が い

者
し ゃ

の
問題もいまだ解決していません。拉致問題は、被害者の人権や日本
の国家主権を侵害する重大な問題です。日本政府は、問題解決に向
けた取り組みを続けています。
　東アジアは、世界のなかでみても、国家間の関係が最も不安定な
地域の一つであり、地域の諸国が協力し、また国際社会の支

し

援
え ん

を得
て解決をはかることが必要となっています。

P.211

8 9

P.192

東アジアの
変化と課題

現代の紛争とはどのような戦争
か、本文からぬき出しましょう。

日本と中国、北朝鮮をめぐる課
題についてまとめましょう。

確認確認

表現表現

8 南シナ海の緊張関係（2022年）　中国は
一方的な境界線を主張し、南

な ん

沙
さ

諸島の岩
が ん

礁
しょう

を
埋
う

め立てました（写真）が、常設仲裁裁判所で
違
い

法
ほ う

性が認
に ん

定
て い

されました。周辺はフィリピン
やベトナムなども領有権の主張を行っており、
緊張が続いています。　 資料活用資料活用 この対立
が日本の貿易にあたえる影響を考えましょう。

9 韓
か ん

国
こく

と北朝鮮の首
し ゅ

脳
の う

会談（2018年）
中央の境界は両国の軍事境界線です。

冷戦とはどのような対立だったかを、ふり返りましょう。歴史

ロシアによるウクライナ侵攻
公民公民
++αα
　旧ソ連の解体で国が分かれた後、ロシアとウクライナの
間にはクリミア半島の帰属をめぐる紛争があり、2014年に
はロシアがクリミア半島に軍事侵攻し併

へ い

合
ご う

しました。危
き

機
き

感を覚えたウクライナの政権は、北大西洋条約機構
（N

ナ ト ー

ATO）加
か

盟
め い

の姿
し

勢
せ い

を明確にしますが、これに対
た い

抗
こ う

したロ
シアが2022年にウクライナに軍事侵攻し、首都のキーウが

攻撃されるなど全面的な戦争
となりました。ウクライナに
は、欧

お う

米
べ い

諸国からの経済・軍
事援助があり、戦争は長期化
しています。
　NATOには、冷戦後に、東
欧諸国の加盟が続き、ロシア
は国境を接するウクライナの

加盟を安全保障
上の脅

きょう

威
い

ととらえ、
NATO諸国もロ
シアを刺

し

激
げ き

しない
ようウクライナの
加盟には慎

し ん

重
ちょう

で
す。この侵攻を機に、中立政策をとっていたスウェーデン
とフィンランドがNATO加盟を申

し ん

請
せ い

しました。

年 できごと
1991 ソ連解体、ウクライナ独立
1992 クリミア議会、独立決議 

（最終的にはウクライナ所属）
1994 ●核兵器放棄（米英ロによる安全保障）

2004-05 ●オレンジ革
かく

命
めい

（民主化進む）
2010 ●親ロシア政権

2013-14 ●マイダン革命、親欧米政権
2014 ロシア、クリミア併合
2022 ロシア、ウクライナに軍事侵攻

6 破壊されたキー
ウ近郊のまちと破

は

棄
き

されたロシア軍の戦
車（2022年、ウクラ
イナ）

7 ロシアとウクライ
ナの年表（●ウクラ
イナのできごと）

5 ウクライナとヨーロッパ
1000km0

ウクライナ
キーウ

モスクワ

クリミア半島

ロシア

ポーランド

フィンランド
スウェーデン

ドイツ

（「ディルケ世界地図帳」2018年ほか）

NATO加盟国（2023年）

2021年度版中学社会地理的分野教科書
C222_02_02

ヨーロッパの宗教分布
2019年1月　地図制作：ジェイ・マップ

関連資料

P.71

P.186

P.16P.33巻末4

P.179

P.158

P.13

P.205 P.54

新型コロナウイルス感染症に
ついては、グローバル化、公
共の福祉、景気変動、社会保
障制度など、公民的分野の
学習内容に関係する箇所で
教材として取り扱っています。
また、訪日外国人旅行者数や
国の歳出額など、新型コロナ
ウイルス感染症によって統
計数値が大きく変化したグ
ラフについては、読み取りに
支障のないよう、その旨に触
れています。

公共の福祉

P.179

公衆衛生

グローバル化

④わくわくする教科書②デジタルへの対応 ③主権者の育成 学習上の配慮 分野・教科間連携 地域事例 資料編①指導と評価
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多文化共生社会

　温室効果ガスの排出削減や、エネルギー
のベストミックス、原子力発電所に関する
諸課題など、生徒が自分事として考察する
ことのできる教材として掲載しています。
　また、カーボンニュートラルやマイクロ
プラスチックの海洋汚染など近年注目を集
めている事項についても取り扱っています。

環境・資源・
エネルギー

防災・減災

　近年多発する自然災害については、東日本大震災の津波被害、自
助・共助・公助の考え方といった防災・減災に関する事例のほか、
地域社会での取り組みや行政の備え、災害からの復興における課題な
ど公民的分野の学習内容に関連した教材を掲載しています。

人権

P.77

P.20

P.102

P.21

現代的な諸課題を扱った豊富な教材現代的な諸課題を扱った豊富な教材
先生・生徒がわくわくする楽しい教科書44

従来からの課題に加えて、現代における新しい課題にも目配りして掲載し、生徒自らもかかわ
る課題として解決に取り組むことができるようにしています。

社会を形作る文化、文化の
多様性、文化の継承の観点
から教材を掲載しています。

伝統・文化

P.55

P.19

このほかにも様々な教材
があります。

平和・命の尊さ

マララ・ユスフザイさんや中村哲さんなど、日本や世界の事例を
掲載しています。他国を尊重し国際社会の平和と発展に
寄与する態度を育てる教材になるよう工夫しています。

P.68
P.203  

P.213

④わくわくする教科書②デジタルへの対応 ③主権者の育成 学習上の配慮 分野・教科間連携 地域事例 資料編①指導と評価
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日本の領域についての学習では、北方領土、
竹島、尖閣諸島が日本固有の領土であることを
明記し、平和的解決に向けての日本の取り組み
を解説しています。
また、本文に加えて、北方領土、竹島、尖閣諸
島についてさらに詳しく整理するコラムを設け
ました。その際、近年他国間において領土問題
が平和的に解決された事例を紹介し、多面的・
多角的に考えられるよう工夫しています。

イラストを用いて
イメージを持ちやすい教材

学習内容を掘り下げるコラム

日本の領土をめぐる
問題・情勢についての教材

生徒の関心を
呼び起こす教材

P.178

P.28

P.197

P.63

公民的分野の学習に特有の抽象的な社会的
事象を具体的にイメージできるように、イ
ラスト教材を豊富に掲載しています。生
徒が基礎的・基本的な知識の習得でつまづ
きにくくなるよう工夫しています。

効率と公正

対立と合意

社会保障

生徒が楽しく学習できる教材生徒が楽しく学習できる教材
先生・生徒がわくわくする楽しい教科書44

P.31

P.165 P.195

領土問題について多面的・
多角的に取り扱うことがで
きますね。

生徒が公民の学習内容に関心を持ちやすく
なるよう、掲載する教材を工夫しています。

P.223

学習内容をさらに掘り下げるコラムとして、公民＋αを設けています。授業を広
げる教材としても、生徒が自習する読み物教材としても扱うことができます。

● ICT の社会への活用...............................................................................P.11
●万博からみる社会の課題 ....................................................................P.15
●文化と宗教の多様性 ............................................................................･P.19
●ハンセン病 ....................................................................................................P.61
●AI と遺伝子情報における人権の課題 .......................................P.67
●沖縄と基地問題 ..........................................................................................P.77
●行政改革 ......................................................................................................P.101
●NPO と行政の協働 .............................................................................P.121
●トレードオフと機会費用 ................................................................P.131

●なぜ貨幣に価値があるのか？ .....................................................P.133
●鶴岡サイエンスパークの取り組み ..........................................P.145
●江戸幕府が苦しんだインフレ .....................................................P.153
●働く人へのインタビュー ................................................................P.155
●М字型カーブとＬ字型カーブ .....................................................P.159
●金融商品のリスクとリターン .....................................................P.163
●日本銀行の金融緩和政策 ................................................................P.165
●大きな政府と小さな政府 ................................................................P.173
●日本の社会保障制度の落とし穴とヤングケアラー ....P.179
●日本の領土をめぐる問題の解決に向けて ............. P.196-197
●EU の課題 ..................................................................................................P.201
●パレスチナ問題 ......................................................................................P.203
●ロシアによるウクライナ侵攻 .....................................................P.205

公民公民
++αα 公民＋α一覧
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社会的事象等について調べ、
まとめる技能の育成に資する教材

生徒の学習を支援する
ページの充実

学習を進めるうえで役に立つページ学習を進めるうえで役に立つページ
先生・生徒がわくわくする楽しい教科書44

現代の社会的事象に関する情報を効果的に調べ、まとめる技能
を育成できるよう、多様な教材を設けています。

授業のなかで度々必要になる世界地図を大きく掲載していま
す。

情報スキルアップ

思考ツール

ニュースを見方・考え方
から見てみよう

P.168

特設ページ「情報スキルアップ」は、情報リ
テラシーや情報モラルについて学習できる教材
として設けています。フィルターバブル、エコー
チェンバー現象などSNSを利用する上での注意
点や、新聞社による記事の書きぶりの比較など
についての学習を行えます。

生徒の主体的・対話的で深い学びを支援するために、収集し
た情報についてまとめたり深めたりする際に活用できる多様な
思考ツールを掲載しています。巻末には教科書中に登場する
思考ツールの使い方を簡単に説明するページを設けています。

社会科の学習で身につけたことを実社会で生かすきっかけとなるよ
う、知識や見方・考え方を働かせて新聞記事などのニュースの内
容を読み取り考察する「ニュースを見方・考え方から見てみよう」
コーナーを設けており、NIE が実践できるようにしています。

法令集では、教科書中
に取り上げている主な法
令の内容を抜粋して掲載
しています。日本国憲法
については、難しい言葉
に解説を付しています。

P.254-255

P.258

P.64

P.260

巻末2

P.81

P.232

教科書中に登場する
語句の用語解説や、
GDPとGNIなど、生
徒が混同してしまい
やすい語句の違いを
解説する類似用語
集を設けています。

類似用語集は、先生
方のご意見から生ま
れました。
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学習上配慮した点学習上配慮した点

ユニバーサルデザインフォントの使用 カラーユニバーサルデザインへの対応

「単元カラー」とインデックス

教科書の軽量化への取り組み

教科書本文には、読み間違えにくくわかりやすいユニバーサルデザインフォント（UDフォント）である、「UD黎ミン」
「ヒラギノUD角ゴF」（株式会社モリサワ）を使用しています。本文以外の箇所にも、適切なUDフォントを使用しています。

特別支援教育やカラーユニバーサルデザイン（CUD）の観点から、大内進先生（星美学園短期大学日伊総合研究所客員研
究員）に校閲をお願いし、すべての生徒が等しく情報を読み取ることができるように配慮しました。

各単元で基本色となる「単元カラー」を設定し、デザ
インを統一しています。
また、ページの右端にインデックスを設け、現在学
習している単元を常に参照できるようにしています。

ヒラギノ
UD角ゴF

UD黎ミン

22pt/B5判 26pt/A4判

日本文教出版では、すべての小学校・中学校教科書で、拡大教科書
を発行しています。拡大教科書は通常の教科書の文字を拡大する
とともに、編集意図を損なわないように写真などの図版の配置も再
レイアウトしたものです。

学習者用デジタル教科書には、総ルビ表示やリフロー表示、
色反転、機械音声読み上げなど生徒一人一人の状況に応じ
て利用できるさまざまな機能を搭載しています。

 <令和7(2025)年
3月発行予定>

 <令和7(2025)年
3月発行予定> 

例：1（P）型2色覚の方の見え方のシミュレーション

CUDへの対応の例CUDへの対応の例

●ルビについて
小学校6年生以上で学習する漢字には、見
開きの初出の箇所にルビ（ふりがな）をつけて
います。また、重要語句には、すべてルビをつ
けました。
ルビの書体にもUDフォントを採用し、小さな文
字でも読み取りやすくしています。

●「図版番号」について
図版には番号を付し、授業の際に使いやすくし
ました。また、本文にも関連する図版番号を添
えて、本文と図版を関連させて読み取るこ
とで、よりよく理解できるようにしています。

拡大教科書の拡大教科書の
ご案内ご案内

学習者用デジタル学習者用デジタル
教科書のご案内教科書のご案内

P.153／原寸

●  折れ線の色だけでなく選手
を変更し、違いを明確にして
います。

●  凡例表示ではなく、折れ線
にフキダシをつけています。

●  帯グラフや円グラフは細
い黒線で区切って境界
を判読できるようにして
います。

●  区分線を表示し、色に頼
らない読み取りを可能に
しています。

教科書の中で使用してい
る色は，色覚に特性のあ
る人でも判別が可能にな
るよう配慮しています。

色に明度差をつけたり色
以外の情報でも判別が可
能にすることで、色覚に
特性のある人だけでなく、
全ての人にとって情報が
読み取りやすいデザイン
になります。

中学社会

的分野

公
民

中
学
社
会

的
分
野

文部科学省検定済教科書　中学校社会科用
116 公民 116-92

日文

年　　  組

名　前

ISBN978-4-536-18210-2
C4330 ¥00000E

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。

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/kou/

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://www21.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.nich
ibun-g.co.jp/25js/r

eki/

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。

生徒の持ち運びの負担を軽減
するために、良質で軽い紙を採
用しています。それでいて十
分な強度を持ち、裏写りが少
なくなるよう工夫しています。

詳しくは本冊子P.44をご覧ください。

P.118／原寸

P.86／原寸
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会
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分野間・教科間連携分野間・教科間連携

地理的分野・歴史的分野で身に着けた知識と関連して学習を進められる箇所には連携コーナーを設定しました。

他教科との関連

高等学校公民科との連携

巻末に、公民的分野の学習内容
と他教科の関わりを示したペー
ジを設けました。また教科書全
体を通して他の教科と関わりの
ある教材が多数掲載されている
ため、カリキュラムの編纂に役立
てることができます。

巻末に、高等学校公民科「公共」ではどのようなことを学び、中学
校社会科とどのようにかかわるのかを示すページを設けています。生徒
が、中学校で身に着けた資質・能力をどのように生かしていくのかの見
通しを持つことができるようにしています。 巻末1

３分野で統一した構成・デザイン小学校社会科、地理的分野・歴史的分野との関連

日本の日本の地地
ち

域域
い き

的特色と地域区分的特色と地域区分

どんな学習をするのかな？どんな学習をするのかな？ 第3編第2章の問いを立てよう第3編第2章の問いを立てよう

❶人口の地図に❷
地形の地図を重ね
合わせると、❸平
地に人口が集中し
ていることがわか
るね。

気づいたことを出し合おう 気づいたことを出し合おう 

重ね合わせてみても、 
特色がよくわからない 
組み合わせもあるね。

地図を重ね合わせて
特色を読み取ろう

学習のはじめに学習のはじめに

学習の見通しをもとう学習の見通しをもとう

第３編第２章の問いに対する
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。

まとめ（P.166～ 167）では、オリジ
ナルの地域区分図を作成します。日本
の地域的特色がわかりやすい地域区分
図を作れるようになることをめざして、
第３編第２章の学習を進めていきま
しょう。

学び合い

二次元
コード

ポートフォリオへ

二次元
コード

4年 　 自然災害から人々を守る活動 
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小学校で学習した内容

第　　章

第　　  編
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 山地　地表の部分的につき出たところ
 山脈　特に脈状になっている山地
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日本文教出版_中学校地理（令和7年）
Ch321_01_01日本の主な山・島

2022年12月　地図修正：ジェイ・マップ

ア～キの７地方区分の名
前を答えましょう。トライトライ

０ 300km

　ア　地方

　イ　地方

　ウ　地方

　エ　地方

　オ　地方

　カ　地方

　キ　地方

2014年3月　地図制作：ジェイ・マップ
元図100%

C211_05_01
①P122日本の都道府県と7地方区分

平成28年度版中学社会地理的分野教科書

右の 3 枚の地図は、
この章で学習する
ことをまとめた地
図です。それぞれ
の地図から読み取
れる日本の特色は
異
こ と

なります。

　第 3編第 2章では、以下の四つの視
し

点
て ん

から、日本全体の特色を学習していき
ます。これらの視点は、第 3編第 1章
で使った五つの視点のうちの四つの視点
に対応しています。これらの視点を意識
しながら学習していきましょう。

1  自然環
か ん

境
きょう

　
2  人口　
3  資

し

源
げ ん

・エネルギーと産業　
4  交通・通信

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

1位置や分布 5地域

1 ～ 4 を重ね合わせて、日本の地域的特色を読
み取りましょう。

1  日本の地域的特色を、２枚の地図を重ね合わせて（見比べて）
読み取りましょう。
❶ 地域的特色を読み取りたい地図を、 1～ 4から1枚選びましょう。
❷ ❶で選んだ地図と重ね合わせたい地図を選びましょう。
❸ ２枚の地図を重ね合わせて❶の特色を読み取りましょう。

2  ❸でまとめた特色に着目すると日本はどのように地域区
分できるか、グループで話し合って白地図にまとめましょ
う。

❶ （ 【例】地形 ）の地図と❷（ 【例】人口 ）の地図を重ね合わせると、
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）ことがわかりました。

トライトライ

1  日本の都道府県と７地方区分七地方区分

2  日本の主な山地・島自然環境（地形） 3  日本の人口密
み つ

度
ど

と主な都市の分布（「国勢調査」2020年） 4  日本の県別農業生産
（「生産農業所得統計」2020年）

人 口 産 業

おおさか

大阪市
　な　ご　や

名古屋市

きょう　と

京都市

よこはま

横浜市
　さがみ　はら

相模原市

こう べ

神戸市

きたきゅうしゅう

北九州市

さっぽろ

札幌市

とうきょう

東京23区
かわさき

川崎市
ふくおか

福岡市

ひろしま

広島市

せんだい

仙台市

　ち　ば

千葉市

さいたま市

しずおか

静岡市
さかい

堺市

にいがた

新潟市

はままつ

浜松市

おかやま

岡山市

くまもと

熊本市

０ ３００km

１㎢あたりの人口密度

100～500人

50～100人

50人未満

資料なし

(2020年)

500～1000人

1000～5000人

5000人以上

注）都市名は東京23区と
政令指定都市（2023年）

日本文教出版_中学校地理（令和7年）
Ch321_05_01日本の人口密度と都市の分布

2023年2月　地図作成：ジェイ・マップ

果物

果物

果物

野菜

野菜

野菜

野菜

野菜

野菜

野菜

米

米

米

米

米

米

米

畜産

果物

果物

果物

果物

畜産

畜産

畜産

畜産

畜産

畜産

０ ３００km

全国計 8兆9557億円

生産額上位7県

ちくさん

県別農業生産額

農産物・畜産物の主な生産地

5000億円以上
3000～5000億円
2000～3000億円
1000～2000億円
1000億円未満

（2020年）

（2020年）

日本文教出版_中学校地理（令和7年）
Ch321_07_01日本の県別農業生産額

2023年1月　地図作成：ジェイ・マップ

日本の特色を四つの視点から学習
することで、地図から読み取れる
ことも増えていきます。単元の最
後に、改めて教科書に出てくる地
図を重ね合わせてわかることをま
とめ、オリジナルの地域区分図を
作成しましょう。

日本にはどのような特色があり、
それらの特色からどのように地域
区分できるのでしょうか。

第３編第２章の問い第３編第２章の問い?

白地図

144 145

33
‐‐
22
日
本
の
地
域
的
特
色
と
地
域
区
分

日
本
の
地
域
的
特
色
と
地
域
区
分
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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

政治はなぜ日本国憲法に基づいて行われているか。 

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

私たちの生活と政治 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。

22 11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　語句の意味を確認しよう　 知識

章の問いに答えよう章の問いに答えよう 思考・判断・表現

　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章の学習をふり返ろう 主体的に学習に取り組む態度

▶▶

章のまとめをしよう

自分の考えがまとまったら、グループになって意見交
こ う

換
か ん

をしてみましょう。その後、みんなの意見を参
考に、新たに気づいたことや足りなかった部分をふまえて、考えをまとめましょう。

STEP33

第1節から第3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。STEP22

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。STEP11

まとめとふり返りまとめとふり返り

第２編第１章の問い第２編第１章の問い?

学び合い

二次元
コード

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。

人権の考え方は、どのようにして生まれ、発展してきたのでしょうか。

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?

●  政治
●  政治権

け ん

力
りょく

●  民主主義
●少数意見の尊重
●  立

り っ

憲
け ん

主義
●  最高法規
●  個人の尊

そ ん

重
ちょう

●  日本国憲法
●  国民主権
●  基本的人権（の尊重）
●  自由権
●  表現の自由
●  法の下

も と

の平等
●  男女共同参画社会

●  合理的配慮
●  社会権
●  参政権
●  プライバシーの権利
●  科学技術と人権
●  世界人権宣

せ ん

言
げ ん

●  公共の福
ふ く

祉
し

●  国民の義務
●  平和主義
●  自衛隊
●  日米安全保

ほ

障
しょう

条約
●  集団的自衛権
●  （国連）平和維

い

持
じ

活動

❷  教科書をふり返って、男女平等の取り組みを書き出しましょう。
❸  日本の政治分野の順位が低い原因である、閣

かく

僚
りょう

の数や女性議員の数が少ない
ことは、民主主義や公正に着目すると、どのようなことがいえるでしょうか。

❹  日本の経済分野では、コロナ下において男性より女性の方が労働参加や管理
職の割

わり

合
あい

が減りました。個人の尊重や公正に着目すると何が問題でしょうか。
❺  政治と経済のどちらかの分野を選んで、選んだ分野でどのような取り組みが

できるかを考えましょう。

1 2022年7月14日新聞

●ニュースを見方・考え方から見てみよう

上位の国々は、どのよ
うな取り組みをしてい
るのだろうか。

日本国憲法の三原則も
関係しているのかな。

私たちの生活を支える
政治は、日本国憲法に
基づいて行われている。

（　　　）を
保障するため

（→P.43）

自分の主張
出来事や問題

理由

（　　　　　　　）権

平等権（法の下の平等）

●精神の自由…表現の自由など
●生命・身体の自由　●経

けい

済
ざい

活動の自由
●参政権…（　　　　　　）権など
●請

せい

求
きゅう

権…裁
さい

判
ばん

を受ける権利など

●生
せい

存
ぞん

権　●教育を受ける権利
●勤

きん

労
ろう

の権利，労働基本権
●（　　　　）を受けさせる義務
●（　　　　）の義務　●（　　　　）の義務

（　　　　　　　）権

参政権など

国民の義務

❶  新聞の見出しから読み取れることを書き出しましょう。

● 出典「ジェンダーギャップ報告書」（世界経
け い

済
ざ い

フォーラム）。
● 教育・健康・政治・経済の4分野を分析して達成率を算出。
● 日本は、政治分野の達成率は139位。
● 経済分野の達成率は前年の60.4％から56.4％に下がった。

記事から読み取れること

日本国憲法 ・立憲主義の憲法　・国の最高法規

（　　　　　　　　　　　）

・ 国民が政治のあり方
を最終的に決めること

（　　　　　　　　　　　）

・ すべての国民は，個人
として尊重される

（　　　　　　　　　　　）

・ 戦争放
ほ う

棄
き

・戦力の不保持

クラゲチャートを使って考えてみよう （使い方は巻
か ん

末
ま つ

2ページ）

　政治が日本国憲法に基づいて行われているのは、

。

第4編第2章に
向けて

（→P.　 ）

80 81

小学校での既習事項や他分野の内容を多数掲載することで、相互に連携・関連させながら学習できるようにしました。
また巻頭には、公民的分野の学習が地理的分野、歴史的分野とどうつながっているのかを示すページを設けています。

学びやすく教えやすい教科書づくりを意図して、単元や紙面の構成を３分野で統一しました。

導
入
ペ
ー
ジ

導
入
ペ
ー
ジ

ま
と
め
・
ふ
り
返
り
ペ
ー
ジ

ま
と
め
・
ふ
り
返
り
ペ
ー
ジ

地理地理 歴史歴史公民公民 地理P.144-145P.38-39

大日本帝
て い

国
こ く

の成立に象
しょう

徴
ちょう

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。

章の学習を確
か く

認
に ん

し、「近代（前半）」の特色をつかもう！ 近代（前半）  ってどんな時代？ ってどんな時代？

近代（前半）  いつ、どこで、何があった？ いつ、どこで、何があった？ 知識

思考・判断・表現まとめとふり返りまとめとふり返り

第５編１章の問い第５編１章の問い?

二次元
コード

各節の問いについて考えたことをもとに、第５編第１章の問いをまとめましょう。「近代（前半）」を整理する

「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

P.212の年表の「日本の動き」にある明治政府の「政
せ い

策
さ く

」などのなかで、近代日本への変
へ ん

革
か く

に大きくかか
わったものは何でしょうか。ピラミッドチャートを
活用して分類し、グループで話し合いましょう。

STEP11
学び合い

明治時代江戸時代
1889186818581854184118001700 1894 1904 1911年

明 清 中華民国
朝鮮 大韓帝国 日本の植民地

中国
朝鮮

年代

日
本
の
動
き

世
界
の
動
き

政
治

経
済
・
社
会
・
文
化

時代 文明開化

大日本帝国憲
けん

法
ぽう

条約改正 廃
はい

藩
はん

置
ち

県
けん

か
か
わ
り
の
深
さ

【 日米修好通商　明治維新　日英　韓国　関税自主権　重　軽　大塩平八郎 】

左の世界地図の A～ Eに入るものを、年表の 1～ 5から選んで、世界の動きと近代の日本とのかかわりを確
た し

かめましょう。また、 F～ Jに入るものを、年表の 6～ 10から選んで、近代の周辺諸
し ょ

国
こ く

との関係などを確かめましょう。

どこで何があった？

年表の 1～ 11の□にあてはまる語句を次から選びましょう。あてはまる語句がないときは、学習したことを
確
か く

認
に ん

してあてはめましょう。

いつ何があった？

0°
赤道

産業革命

辛亥革命 義和団事件

甲午農民戦争

ペリー来航
アメリカ独立戦争

さんぎょうかくめい

しんがい
ぎ わ だん

こう ご

日本文教出版_中学校歴史（令和7年）
Re516_09_04

第5編第1章まとめ・ふり返り（世界）
2023年3月　地図制作：ジェイ・マップ

新規作成

開拓使の設置

ペリー来航、
江戸幕府の滅亡
明治維新
廃藩置県

地租改正
大日本帝国憲法の発布

韓国併合

大塩平八郎の乱

沖縄県の設置

天保の改革

ロシア

朝鮮

清

開国

の設立

の設立

の派遣

かいたく し

え ど

めい じ

はいはん

ばく ふ めつぼう

は けん

い しん

ち けん

ていこくけんぽう

てんぽう かいかく
ちょうせん

しん

かんこくへいごう

おおしおへいはちろう らん

おきなわ

日本文教出版_中学校歴史（令和7年）
Re516_09_05

第5編第1章まとめ・ふり返り（日本）
2023年3月　地図制作：ジェイ・マップ

新規作成

第1節の問いの答え

第6節の問いの答え

…

11

の
回
復

　↓
不
平
等
条
約
の
改
正

10

併
合

　日
露
戦
争

8

同
盟

三
国
干
渉

　日
清
戦
争

6

の
撤
廃

　↓
不
平
等
条
約
の
改
正

5

憲
法
発
布

自
由
民
権
運
動

日
朝
修
好
条
規

日
清
修
好
条
規

富
国
強
兵

徴
兵
令

　岩
倉
使
節
団
の
派
遣

廃
藩
置
県

4
大
政
奉
還

尊
王
攘
夷
・
倒
幕
運
動

3

条
約

　↓
不
平
等
条
約

2

条
約

ペ
リ
ー
来
航

・
株
仲
間
の
解
散

天
保
の
改
革

1

の
乱

異
国
船
打
払
令

1086

産
業
革
命
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蒸気機関車 八幡製鉄所

欧
お う

米
べ い

の近代化の波は幕
ば く

末
ま つ

の日本にもおし寄せ、�
明治政府は欧米諸国に対

た い

抗
こ う

する近代国家を建設するため、　�
近代化に不可欠な�
「大日本帝

て い

国
こ く

」という近代国家が成立した。

第５編第１章
問いの答え

　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

第５編第１章の問いの答えをふまえて、あなたが着目した視点から考えた「近代（前半）」の特色を文章に
まとめ、発表し合いましょう。

STEP33 学び合い

ここでは「政策」という視
し

点
て ん

を例に、「近世」から「近代（前半）」への変化について考えたけ
れど、ほかの視点からみたときには「近代（前半）」はどのような特色があるといえるのかな。

に着目して、

私が考えた「近代（前半）」の特色は、

答え ほかの人の発表を聞いて、自分の考えが
変化したところはありましたか。
また、それぞれの視点から考えた時代の
特色に共通する点を探

さ が

しましょう。
そして、「近代（前半）」とはどのような時
代だということができるか、あらためて
考えましょう。

STEP11  の作業で完成した図を参
考にして、明治時代の日本はど
のような経

け い

緯
い

で近代国家が実現
したのか、その時代の特色を
トゥールミンモデルを活用して
文章にまとめましょう。

STEP22 見方・考え方見方・考え方

つながり

解説

〈 理由 〉
江
え

戸
ど

幕府滅
めつ

亡
ぼう

からわずか
40年ほどのあいだに…

〈 事実 〉
大日本帝国憲法、
条約改正…

〈 主張（意見） 〉
近代（前半）の特色は、
超
ちょう

高速・超効率的な…

近代の日本の世界　第１章日本の近代化近代の日本の世界　第１章日本の近代化55 11第　　編 第　　章
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歴史P.212-213P.80-81

資料

知識・技能 知識・技能

問いを立てる活動

主体的に学習に取り組む態度 主体的に学習に取り組む態度

思考・判断・
表現

思考・判断・
表現

問いを立てる活動

資料

地理地理 歴史歴史公民公民

P.153

巻末3

P.27

歴史的分野
との連携

地理的分野
との連携

地理的分野・歴史的分野との連携

公民的分野で経済に関する知識を
習得した後に、歴史的分野で学習し
た江戸幕府の財政難について改めて
捉えなおすコラムを設けています。

巻頭3

小学校社会科
との連携

導入ページにて、その単元の学習内容
のうち、小学校社会科でも取り扱って
いるものを示しています。また、随所で
既習事項との関連を示しています。

第４編第２章の課題探求学習では、
課題設定の際に地理的分野での学習
で身に着けた知識を生かす例を掲載
しています。

P.224 レポート課題例②

P.115 私たちのくらしと地方自治

P.41 私たちにとっての政治と
民主主義

P.83
学習のはじめに

P.132
経済活動と貨幣の役割

特別の教科
道徳との関連

分野・教科間連携②デジタルへの対応 ③主権者の育成 ④わくわくする教科書 学習上の配慮 地域事例 資料編①指導と評価
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地域事例一覧地域事例一覧

新潟県   共生のまちづくり条例（新潟市、P.121）  
学校で期日前投票する高校生（柏崎市、P.90）

石川県   フェアトレードのチョコレートの販売（金沢市、巻頭2）
福井県   福井藩藩札（P.133）
山梨県   実験走行をするリニア中央新幹線（都留市、巻末5）
長野県   市町村合併の住民投票（平谷村、P.121）
静岡県   水素エンジンで走るレーシングカー（小山町、巻頭2） 

日本の自衛隊とアメリカ軍の共同訓練の記者会見のよ
うす（御殿場市、P.76）  
輸入食料品が並ぶ店（浜松市、P.150）

愛知県   尾張津島天王祭に向けた練習（愛西市、P.21）↑写真   
外国人児童対象の読み書き教室（豊橋市、P.55）  
トマトで健康づくり条例（東海市、P.117）

三重県   AIによる高齢者の健康の見守り（東員町、P.16）  
1960年ごろと現在の四日市市（四日市市、P.175）  
玉丸城太鼓（尾鷲市、P.222）

滋賀県   淡水魚の稚魚の放流（近江八幡市、巻頭1）  
コロナ禍で外国人を支援する多言語対応の相談員（甲賀
市、P.13）

京都府   夜間中学（京都市、P.58）　  
京都市の景観とまちづくり（京都市、P.70）  
文化庁の京都移転（京都市、P.101）

大阪府   2025年の大阪・関西万博（予定）（大阪市、P.15） 
↓写真   

まちのバリアフリーを探そう -大阪府堺市 -（堺市、
P.56-57）  
若者の投票率向上の取り組み（高槻市、P.90）  
地方議会（八尾市、P.116）  
千里キャンドルロード（吹田市・豊中市、P.115）

兵庫県   有機農産物を使った給食の実現を求める請願（丹波市、
P.60）  
地方公共団体の仕事（加古川市、P.116）  
リゾート施設を再利用した社屋（淡路市、P.159）

奈良県   中学生の授業（奈良市、P.10）  
茶道で交流する日本とドイツの中学生（山添村、P.21）

和歌山県   車いすバスケット
ボール体験（和歌
山市、巻頭1）  
ロケット発射場の
誘 致（串 本 町、
P.115）

福岡県   パートナーシップ制度（P.54）  
指さしコミュニケーションボード 
（糸島市、P.55）  
自衛隊による被災者の救助活動
（大牟田市、P.77）

佐賀県   市役所の生活保護相談窓口（佐賀
市、P.179）

長崎県   長崎平和祈念式典に参加した中学
生（長崎市、巻頭1）

鳥取県   水木しげるロード（境港市、P.21）↑ 写真

岡山県   公共冷蔵庫（岡山市、P.16）  
バイオマス発電（真庭市、P.212）

広島県   田植祭り（庄原市、P.20）  
広島平和記念式典（広島市、P.74）  
福山市ばらのまち条例（福山市、P.117）

山口県   米軍空母艦載機受け入れの住民投票（岩国市、P.121）

熊本県   避難所を訪問するご当地キャラク
ター（熊本市、P.114）

大分県   地熱発電（九重町、P.212）
宮崎県   ドローンの宅配実験（延岡市、P.11） 

宮崎県の畜産業の復興（P.115） 
↓ 写真

鹿児島県   消費者ホットラインの広報資料 
（P.136）

沖縄県   首里城の再建（那覇市、P.20）  
アメリカ軍基地（宜野湾市、P.77）

徳島県   吉野川可動堰の建設住民投票（徳島市、P.121）  
エシカル消費の普及に取り組む高校生（那賀町、巻末3）

香川県   香川県・香川人権啓発推進会議のポスター（P.52）  
災害時の連携協定（高松市、土庄町、小豆島町、P.103）

愛媛県   道後温泉の外国人観光客対象の避難訓練（松山市、P.12）  
ヤングケアラーについての広報資料（P.179）  
太陽光発電（西条市、P.212）

高知県   性別にかかわらず選べるようになった中学生の制服（高知市、P.54）

北海道   国立アイヌ民族博物館（白老町、P.20）→写真   
アイヌ語弁論大会 イタカン ロー（千歳市、P.53）  
共創のまちぐらし推進プロジェクト（函館市、
P.115）  
クラウドファンディングを活用した取り組み（夕張
市、P.118）

岩手県   津波から逃げる目印をつける中学生（釡石市、巻頭1）  
南部鉄器（盛岡市、P.21）  
日本中から集まったボランティアと援助物資（釡石市、P.102）

宮城県   東日本大震災遺構・伝承館でガイドをする中学生（気仙沼市、P.14）↓写真  
被爆体験を中学生に絵で伝える取り組み（仙台市、P.207）  
大谷海岸の保全（気仙沼市、P.224）

秋田県   洋上風力発電（能代市、P.212）
山形県   ふるさと定住いいですね条例

（飯豊町、P.117）  
鶴岡サイエンスパークの取り
組み（鶴岡市、P.145）

福島県   福島第一原子力発電所（大熊
町、P.213）

茨城県   eスポーツの高校選手権（水戸市、P.10）  
持ち運びを補助するロボットスーツを着用する人（つくば市、巻末4）

栃木県   環境に配慮した交通の整備(LRT)（宇都宮市、P.66）  
とちぎ観光おもてなし条例（P.11７）  
渡良瀬遊水地の外来生物の調査（小山市、P.222）

群馬県   ブラジルの食品を扱うスーパーマーケット（大泉町、P.19）
埼玉県   歩きエスカレーター禁止条例（P.126）  

AIカメラでの画像分析（川口市、P.145）
千葉県   盲導犬を用いた鉄道会社の講習（印西市、P.55）  

まちづくりに参加しよう-千葉県船橋市「こども未来会議室」-（船橋市、P.122-123）
↓写真

東京都   漫画を題材とした博物館（豊島区、P.114）  
東京都足立区の住民参加－ビューティフル・ウィンドウズ運動－（足立区、P.120） 
NPOによる地域の清掃（渋谷区、P.26）　 結核研究所の活動（清瀬市、P.209）  
脱炭素社会の実現へ（板橋区、P.217）

神奈川県   エネルギーの地産地消（小田原市、P.17）  
歩きスマホ禁止条例（大和市、P.126）  
働く人へのインタビュー　～JAXA 津田雄一さん～（相模原市、P.155）  
プラスチックの海洋汚染（P.217）

中部地方中部地方

北海道地方北海道地方近畿地方近畿地方

九州地方九州地方

中国・四国地方中国・四国地方

東北地方東北地方

関東地方関東地方

地域事例②デジタルへの対応 ③主権者の育成 ④わくわくする教科書 学習上の配慮 分野・教科間連携 資料編①指導と評価
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められます。
　地

ち

方
ほう

分
ぶん

権
けん

も地方自治に必要な要素です。地方分権とは、国が地方
公共団体の活動を必要以上に制約しないで、地域の実情にあった取
り組みを行えるようにすることです。国が防衛や外交、年金の管理
など国民全体にかかわる仕事を行い、地

ち

方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

は住民のくらし
に密

み っ

着
ちゃく

した仕事を行うといった適切な仕事の分
ぶ ん

担
た ん

も含まれます。
　住民自治と地方分権を柱として、地方自治は成り立っています。
地域の人々が直接に参加しながら、地域のことを合意して決めてい
く経験を積めるので、地方自治は「民

みん

主
しゅ

主
しゅ

義
ぎ

の学
がっ

校
こう

」といわれます。
国にすべての権力を集中させないことにもなるので、地方自治には
権力分立の側面もあります。このような政治の重要なしくみとして、
日本国憲

け ん

法
ぽ う

では、地方自治に関する規定が設けられています。
地方自治の重要性が典型的にあらわれるのが
災害への対応です。災害にあった人々の救助

を行い、避
ひ

難
な ん

所
じ ょ

を開設・運営し、災害からの復旧・復興を行ってい
くなどの一連の課題に取り組むのは、地方自治の役

や く

割
わ り

です。また、
防災においても、地方自治が重要です。どのような自然災害が発生
しやすいのか、どのようなそなえが有効なのかを知るのは国ではな
く、それぞれの地域だからです。

8

日本のそれぞれの地域には多様な特
と く

徴
ちょう

があり
ます。そのため、生活を成り立たせる上で必

要なこともちがいます。北
ほ っ

海
か い

道
ど う

では除
じ ょ

雪
せ つ

をしなければ冬の移動は困
こ ん

難
な ん

になりますし、沖
お き

縄
な わ

では台風へのそなえが欠かせません。高
こ う

齢
れ い

化
が進む地域では医

い

療
りょう

や介
か い

護
ご

が必要なのに対し、子育てをしている
人々が多い地域では保育所の整備などの子育て支

し

援
え ん

が求められます。
地域はそれぞれに異

こ と

なる歴史をあゆみ、気候、産業、人口などに
よって、地域がかかえる課題は異なります。

地
ち

方
ほう

自
じ

治
ち

とは、それぞれの地域の住民が自分
たちで自分たちの課題に取り組むことを尊

そ ん

重
ちょう

しようという考え方です。他の地域と共通の課題であっても、望ま
しい解決策

さ く

は地域により異なるという考え方も含
ふ く

まれます。
　地方自治の考え方を具体化するには、まず、住民自治が必要にな
ります。住

じゅう

民
みん

自
じ

治
ち

とは、地域の人々みんなの手で自分たちの地域の
課題の解決に取り組んでいくことです。地域のなかの一部の人に課
題解決を任せてしまうのではなく、地域の一人一人のかかわりが求

1～ 7

P.248　地方自治法

地
方
自
治
に
お
い
て
、私
た
ち
住
民
は
ど
の
よ
う
な
役や

く

割わ
り

を

果
た
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

私たちの住む地
ち

域
い き

地方自治とは

災害と地方自治

地方自治とはどのようなものでしょうか。なぜ必要とされるのでしょうか。

私たちのくらしと地方自治1
学習課題学習課題

第
３
節
の
問
い

?

第
　
　
　節

く
ら
し
を
支
え
る
地
方
自
治

く
ら
し
を
支
え
る
地
方
自
治

33

地方自治とはどのような考え方
か、本文からぬき出しましょう。確認確認

地方自治が「民主主義の学校」
といわれる理由を説明しましょ
う。

表現表現

地方自治の意義と役割について、個
人の尊

そん

重
ちょう

と民主主義に着目して理解
しましょう。

見方・考え方見方・考え方 個人の尊重 民主主義
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地
域
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手
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コ
ミ
�
ニ
テ
�
バ
ス
な
ど

の
移
動
手
段
の
確
保

福
祉
施
設
の
整
備

こ

ふ
く

よ
う

し
食
品
や
日
用
品
な
ど
の

移
動
販
売
の
支
援

（2020年）
（複数回答）

人口20万人以上
人口20万人未満

　こうしたご当地キャラクターは、まちおこしや広報などを
目的に地方の歴史や名産品などに基づいて日本各地でつく
られています。

　著
ちょ

名
めい

な漫画家が多数住んでいた
アパートを再現した博物館をつくり、
観光資

し

源
げん

としています。

　地域がロケットの発射に適してい
たことから、宇

う

宙
ちゅう

関連産業や観光業
の振

しん

興
こう

を期待し企
き

業
ぎょう

を誘致しました。

　日本有数の肉牛産地である宮崎県は、
2010年に口

こう

蹄
てい

疫
えき

という伝
でん

染
せん

病で大きな被
ひ

害
がい

を受けました。しかし、農家の努力と地方公
共団体の支援により復興し、畜

ちく

産
さん

業は県の重
要な産業として成長しています。

函館市では、「共
きょう

創
そう

のまちぐらし推
すい

進
しん

プロジェ
クト」という地区再整備事業を行っています。
写真は、市民と市が連

れん

携
けい

して開
かい

催
さい

したイベン
トです。

　子どもたちが千里ニュータウンを故
こ

郷
きょう

と思い、住民
のきずなをはぐくむ目的で、大阪府吹田市と豊中市で
毎年交

こう

互
ご

に開
かい

催
さい

しています。学校などでキャンドルの
コップに絵をかき、ボランティアがキャンドルをなら
べて火を灯します。

それぞれの地
域が課題に取
り組む目的は
何だろうか。

1 避難所を訪
ほ う

問
も ん

するご当地キャラクター
（2016年、熊

く ま

本
も と

県熊本市）
2 漫

ま ん

画
が

を題材とした博物館
（2022年、東

と う

京
きょう

都豊
と

島
し ま

区）
4 ロケット発

は っ

射
し ゃ

場の誘
ゆ う

致
ち

（2022年、和
わ

歌
か

山
やま

県串
くし

本
も と

町）

5 千里キャンドルロード（2022年、大
お お

阪
さ か

府吹
す い

田
た

市・
豊
と よ

中
なか

市）

6 和牛の品評会で日本一となった宮
み や

崎
ざ き

県の
牛（2022年）

3 地域における生活環境に関して行
政が力を入れるべき施

し

策
さ く

（「地域社会
の暮

く

らしに関する世
よ

論
ろ ん

調査」2020年）

8 火
か

山
ざ ん

灰
ば い

専
せ ん

用
よ う

の集積所（2022年、鹿
か

児
ご

島
し ま

県
鹿児島市）

7 函
はこ

館
だて

カレーフェス（2022年、北
ほっ

海
かい

道
どう

函館市）

二次元
コード

二次元
コード

地
ち

域
い き

の特色ある取り組み

リンク

日本の各地域のくらし方にどのようなちがいがあったかを思い出しましょう。 関連資料地理114 115

22
私
た
ち
の
生
活
と
政
治

私
た
ち
の
生
活
と
政
治

5

10

15

5

10

15

14 15

11
私
た
ち
と
現
代
社
会

私
た
ち
と
現
代
社
会

5

10

15

5

10

15

万博からみる社会の課題
公民公民
++αα

私たちの社会は、少子高
こ う

齢
れ い

化、情報化、グ
ローバル化といった特色をもちつつ、日々変

化し、新たな課題が生まれています。また、世界には、地球環
か ん

境
きょう

問
題、人口増加と高齢化、地

ち

域
い き

による貧
ひ ん

富
ぷ

の格差、男女間の格差、感
か ん

染
せ ん

症
しょう

の世界的な流行、紛
ふ ん

争
そ う

、巨
き ょ

大
だ い

災害などの課題があります。私た
ちが大人になっても、このような変化は続き、これらの課題に取り
組まなければなりません。こうした課題を解決するためには、私た
ち現在の世代の幸福をみたしながらも、私たちの子孫である将

しょう

来
ら い

の
世代の幸福をみたすような持

じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な社
しゃ

会
かい

をつくる必要があります。
歴史をふり返ると、工業化が進む以前の社会
では、ものの欠

け つ

乏
ぼ う

など、生きるために必要な
物資が不足し、つねにその問題の解決が求められていました。18世
紀に始まった産業革

か く

命
め い

以
い

降
こ う

は、資
し

源
げ ん

を効率よく使って同じ製品を決
まった工程で大量に生産できるようになりました。生産の増加にと
もない、もの不足が解消され、20世紀には、人間の生活する環境は

10

巻頭 1-2、P.191、216

1

現代社会のさまざまな課題を、持続可能性
という観点から考えてみましょう。

見方・考え方見方・考え方

持続可能な社会と私たち4
学習課題学習課題

持続可能な社会
とは

大量生産の社会と
豊かになった社会

劇
げ き

的
て き

に改
か い

善
ぜ ん

され、寿
じ ゅ

命
みょう

も大きくのびました。一方で、工業化は大
たい

量
りょう

消
しょう

費
ひ

社
しゃ

会
かい

を生み出しました。その結果、食品ロスの問題や、ごみや
廃
は い

棄
き

物を生み出す社会をまねき、地球環境問題につながっています。
豊かな社会をめざして、発

は っ

展
て ん

途
と

上
じょう

国
こ く

をはじめ
世界の国々は現在も、工業化による発展を続

けています。しかし、工業社会の考え方だけにたよらない社会のあ
り方を考えたときに、持続可能な社会をどのように実現するのかと
いうことが、21世紀の課題です。国際連合は、国際社会で共通に取
り組むべき持

じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な開
かい

発
はつ

目
もく

標
ひょう

（SDGs）を定めています。
　すでに見てきた、日本における持続可能な社会をつくるための課
題には、出産や育児があっても男女が働きやすい法

ほ う

律
り つ

やしくみをつ
くること、医

い

療
りょう

や介
か い

護
ご

にかかるお金が増えていくという問題の解決、
情報通信技術（ICT）を活用してよりよい社会をきずくこと、多様な
文化をもつ人たちとの共存などがあります。これまでも、私たち人
間は、社会の変化や自然環境の変化によって問題が起こっても、そ
れを解決する方法を考え、よりよい社会のしくみをつくってきまし
た。持続可能な社会を実現するために、私たち一人一人が社会の一
員であることを自覚して、社

しゃ

会
かい

参
さん

画
かく

をすることが大切です。

5

9

9

P.199

1～ 4 11

持続可能な社会を
つくるために

持続可能性

5 電気製品の普
ふ

及
きゅう

率の推
す い

移
い

（「消費動向調査」内
ない

閣
か く

府）

持続可能な社会を実現するために、私たちはどのような視
し

点
て ん

をもつことが大切でしょうか。

私たちが生きる現代社会には、どのような特色がみられるでしょうか。第1節の問い?

1 ウクライナへの募
ぼ

金
き ん

活動
をする中学生（2022年、大

お お

阪
さ か

府箕
み の

面
お

市）
2 東日本大震

し ん

災
さ い

遺
い

構
こ う

・伝
で ん

承
しょう

館でガイドをする中学生
（2019年、宮

み や

城
ぎ

県気
け

仙
せ ん

沼
ぬ ま

市） 6 1970年の大阪万博　「人類の進歩と
調和」をテーマに、人々の所得が増え、
生活が豊かになる高度経

け い

済
ざ い

成長期に開
かい

催
さ い

されました。

7 2005年の愛・地球博　「自然の叡
え い

智
ち

」をテーマに、地球環境問題の解決な
ど、世界の国が協力して、未来の社会
の創

そ う

造
ぞ う

に向けて開催されました。

8 2025年の大阪・関西万博（予定）　「いのち輝
かがや

く未来社会のデザイン」をテーマに、人々の健康
と持続可能な社会をつくるという人類共通の課題
解決に取り組みます。

10 主な国の1人あたり国民総所得（GNI）と平
均寿

じ ゅ

命
みょう

（「世界国勢図会」2022年）

11 社会のために貢
こ う

献
け ん

したい内容
（「社会意識に関する世

よ

論
ろ ん

調査」2022年）

3 カフェで働く分身ロボット
（2022年、東

と う

京
きょう

都中
ちゅう

央
お う

区）　
障
しょう

害
が い

のある人などが遠
え ん

隔
か く

で操
そ う

作
さ

して働きます。
4 再開された朝

ちょう

鮮
せ ん

通信使の
再現行列（2021年、岡

おか

山
やま

県瀬
せ

戸
と

内
うち

市）新型コロナウイルス感
染症の影

えい

響
きょう

で中断していまし
たが、2年ぶりに再開されました。

それぞれど
のような社
会参画の取
り組みだろ
うか。

 20世紀初め、アメリカのフォード社の自
動車製造工場は世界で初めて、流れ作業によ
る自動車の大量生産を実現しました。

1
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機
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現代にいたるまでに、社会ではどのような変化が起こったでしょうか。また、その変化によってどのよう
な影

え い

響
きょう

が生じているでしょうか。それらをふまえ現代社会の特色を考えましょう。
第１節の問いに答えよう?
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自分の職業を
通して

（複数回答）
（2021年）

社会福祉に
関する活動

ふくし

自然・環境保護
に関する活動

かんきょう

自主防災活動や
災害援助活動

えんじょ

41.3%

38.2

31.4

27.0

持続可能な社会はどのような社
会か本文からぬき出しましょう。

なぜ持続可能な社会の実現に社会
参画が大切かを説明しましょう。

確認確認

表現表現

二次元
コード

1

3 4

2

　ものの欠乏など、生き
るために必要な物資が
不足していました。

　産業革命以降、大量に商品を生産する工業社会に
なり、もの不足は解消されましたが、地球環境やエ
ネルギー問題が認

にん

識
しき

され始めました。

　世界の多様な地域の人々や、未来に生きる人々が、
豊かで幸せにくらせるよう、持続可能な社会をつく
ることが求められています。

20世紀　工業社会が世界に広がる
（大量生産・大量消費・大量廃

はい

棄
き

の社会）
21世紀　持続可能な社会をめざす

19世紀まで
工業化が進む以前の社会

9 社会の変化

動画

伝統の継
け い

承
しょうアクティビティアクティビティ

諸
し ょ

国
こ く

に追いつこうと近代文明をとり入れました。
現代社会はグローバル化が進み、地球規

き

模
ぼ

で
の文化の交流が起こっています。日本の文化

では、料理や柔
じゅう

道
ど う

、アニメ・漫
ま ん

画
が

も世界中で受け入れられています。
伝統工芸を学びに来る外国人もおり、世界に日本の文化を広め、文
化の伝

で ん

承
しょう

の担
に な

い手にもなっています。人類に共通して引きついでい
くべきと認

み と

められた、多くの世界文化遺
い

産
さ ん

や無形文化遺産もありま
す。近年では、日本に住む外国人が増えて、異

こ と

なる文化をもつ人々
とともにくらすことで、多様な国の文化にふれることができます。

日本の伝統文化は、私たちの日常の生活にも
受けつがれ、息づき、現代社会を成り立たせ

ています。町工場の職人の技術、使う人への気配りがある電気製品、
時
じ

刻
こ く

表通りに動く鉄道、アニメ、ファッション、音楽、いずれにも日
本の文化と日本人の感性がこめられています。これからも、私たち
が豊かな生活を実現し、次の世代に引きついでいくためには、日本
の伝統文化を土台として、現代の社会に生かすくふうをすることが
必要です。そうすることで、多くの人々に受け入れられ、普

ふ

遍
へ ん

的で
ありつつも、個性豊かな文化が育ちます。私たちは、グローバル化
が進む現代の社会において、文化を創造する当事者でもあるのです。

76

12

P.260

11

98

多くが温帯に属し、山地が国土面積の 4 分の

3 を占
し

め、四季の変化に富む日本には、自然
とともに生き、他人を思いやるくらし方が育ちました。お正月や七

た な

夕
ば た

、神社の秋祭りなどの年
ねん

中
ちゅう

行
ぎょう

事
じ

をはじめ、衣食住からは、更
ころも

衣
が え

、和
食（日本料理）、日本家屋や寺社・庭園、また、能・歌

か

舞
ぶ

伎
き

・和
わ

太
だ い

鼓
こ

などの芸術、春のお花見、雪国のかまくらもあります。こうした長
い歴史のなかで受けつがれてきた文化を伝

でん

統
とう

文
ぶん

化
か

といいます。
　日本では、それぞれの地

ち

域
い き

の気候や風土によって、家のつくり方、
災害への対応のしかた、料理、行事、方言などさまざまな分野で独自
の文化が育ち、多様な地域文化がはぐくまれました。このような地
域の文化の多様性によって、日本文化の豊かさは支えられています。
　歴史の面からみると、日本の文化は外国との交流と独自の発

は っ

展
て ん

を
繰
く

り返してかたちづくられてきました。 6  世紀ごろには仏教文化が
伝わり、遣

け ん

隋
ず い

使
し

や遣唐
と う

使を中国に派
は

遣
け ん

しました。平
へ い

安
あ ん

時代には漢字
から平仮名や片仮名をつくるなど国

こ く

風
ふ う

文化を発展させました。江
え

戸
ど

時代には鎖
さ

国
こ く

をして再び独自の文化をはぐくみ、明
め い

治
じ

時代には欧
お う

米
べ い

P.260 3

21

54

日本の伝統文化

グローバル化と
日本の文化

私たちと
文化の創

そ う

造
ぞ う

グローバル化する社会で、私たちは日本の伝統文化をどのように生かしていけばよいでしょうか。

日本の伝統文化の特色と文化の創
そ う

造
ぞ う

2
学習課題学習課題

6 アメリカのラーメン店（2015年）　ラーメ
ンは外国でも人気で、お店も増えています。

7 日本の漫画イベント（2021年、スペイン）

12 茶道で交流する日本とドイツの中学生
（2019年、奈

な

良
ら

県山
やま

添
ぞ え

村）

11 水
み ず

木
き

しげるロード（2018年、鳥
と っ

取
と り

県境
さかい

港
みなと

市）
地元出身の漫画家の妖

よ う

怪
か い

のキャラクター像を
商店街などに設け、観光が活性化しました。

日本の伝統文化の具体的な内容
を本文から三つ以上あげましょう。確認確認

現代でも伝統文化を生かすくふ
うが必要な理由を説明しましょう。表現表現

　地域によって、工芸品やお祭りや踊
お ど

りなどの芸能が受
け継がれています。工芸品のなかには、国内だけでなく
海外からも高い評価を受けているものもあります。
　一方で、後

こ う

継
け い

者がいない、経
け い

済
ざ い

的な問題などの理由か
ら、伝統の継承が難

むずか

しくなっているものもあります。

私たちの生活に影
え い

響
きょう

をあたえている伝統や文化を、どのように生かしていけばよいでしょうか。第2節の問い?

3 日本の年中行事 5 国立アイヌ民族博物館（2020年、北
ほ っ

海
か い

道
ど う

白
しら

老
お い

町）　先住民族アイヌの歴史や文化を伝え、
未来につなげていくためにつくられました。

9 南
な ん

部
ぶ

鉄器（2019年、岩
い わ

手
て

県盛
も り

岡
おか

市）
多彩な色の商品が外国でも人気です。

10 尾
お

張
わ り

津
つ

島
し ま

天
て ん

王
の う

祭に向けた練習（2022年、
愛
あ い

知
ち

県愛
あ い

西
さ い

市）　地域の子どもたちが参加し、
祭りの伝統を引き継いでいます。

日本の伝統や文化はどのようなもので、どのように変化をしているでしょうか。
グローバル化が進む社会で、私たちは文化をどのようにとらえ、どのようにかかわるべきかを考えましょう。

第2節の問いに答えよう?

あなたは、四季
の行事に何を思
い浮かべるかな。

日本の文化について、地理・歴史的な視
し

点
てん

に加え、政治・経
けい

済
ざい

など多様な視点に着目
して考えましょう。

見方・考え方見方・考え方 位置 推移

学び合い

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
二
十
四
節
気

大た
い

寒か
ん

立り
っ

春し
ゅ
ん

春し
ゅ
ん

分ぶ
ん

立り
っ

夏か
夏げ

至し
大た

い

暑し
ょ

立り
っ

秋し
ゅ
う

秋し
ゅ
う

分ぶ
ん

立り
っ

冬と
う

冬と
う

至じ

年
中
行
事

初は
つ

詣も
う
で

節
分

彼ひ

岸が
ん

ひ
な
祭
り

（
灌か

ん

仏ぶ
つ

会え

）

花
祭
り

端た
ん

午ご

の
節
句

更こ
ろ
も
が
え衣
七
夕

お
盆ぼ

ん

彼
岸

お
月
見

更
衣

秋
祭
り

七
五
三

大
み
そ
か

4 首
し ゅ

里
り

城の再建（2022年、沖
お き

縄
な わ

県那
な

覇
は

市）　2019
年に焼失しましたが、沖縄の文化を象

しょう

徴
ちょう

する城とし
て、県民と県をはじめ多くの人が協力して再建に取
り組んでいます。

2 秋祭り・だんじり（2019年、大
おお

阪
さか

府岸
きし

和
わ

田
だ

市）1 田
た

植
う え

祭り（2014年、広
ひ ろ

島
し ま

県庄
しょう

原
ば ら

市）

二次元
コード

8 熊
くま

野
の

筆（2018年、広
ひろ

島
しま

県熊野町）　書道
筆の技術を化

け

粧
しょう

筆の生産に活かしています。

① あなたの住んでいる地域には、どのような伝統工芸や
伝統芸能が継承されているでしょうか。
② 伝統の継承が途

と

切
ぎ

れるのは、なぜ問題なのでしょうか。
③ 伝統文化を受け継

つ

いでいく方法について、グループで
話し合いましょう。
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伝統の継
け い

承
しょうアクティビティアクティビティ

諸
し ょ

国
こ く

に追いつこうと近代文明をとり入れました。
現代社会はグローバル化が進み、地球規

き

模
ぼ

で
の文化の交流が起こっています。日本の文化

では、料理や柔
じゅう

道
ど う

、アニメ・漫
ま ん

画
が

も世界中で受け入れられています。
伝統工芸を学びに来る外国人もおり、世界に日本の文化を広め、文
化の伝

で ん

承
しょう

の担
に な

い手にもなっています。人類に共通して引きついでい
くべきと認

み と

められた、多くの世界文化遺
い

産
さ ん

や無形文化遺産もありま
す。近年では、日本に住む外国人が増えて、異

こ と

なる文化をもつ人々
とともにくらすことで、多様な国の文化にふれることができます。

日本の伝統文化は、私たちの日常の生活にも
受けつがれ、息づき、現代社会を成り立たせ

ています。町工場の職人の技術、使う人への気配りがある電気製品、
時
じ

刻
こ く

表通りに動く鉄道、アニメ、ファッション、音楽、いずれにも日
本の文化と日本人の感性がこめられています。これからも、私たち
が豊かな生活を実現し、次の世代に引きついでいくためには、日本
の伝統文化を土台として、現代の社会に生かすくふうをすることが
必要です。そうすることで、多くの人々に受け入れられ、普

ふ

遍
へ ん

的で
ありつつも、個性豊かな文化が育ちます。私たちは、グローバル化
が進む現代の社会において、文化を創造する当事者でもあるのです。
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多くが温帯に属し、山地が国土面積の 4 分の

3 を占
し

め、四季の変化に富む日本には、自然
とともに生き、他人を思いやるくらし方が育ちました。お正月や七

た な

夕
ば た

、神社の秋祭りなどの年
ねん

中
ちゅう

行
ぎょう

事
じ

をはじめ、衣食住からは、更
ころも

衣
が え

、和
食（日本料理）、日本家屋や寺社・庭園、また、能・歌

か

舞
ぶ

伎
き

・和
わ

太
だ い

鼓
こ

などの芸術、春のお花見、雪国のかまくらもあります。こうした長
い歴史のなかで受けつがれてきた文化を伝

でん

統
とう

文
ぶん

化
か

といいます。
　日本では、それぞれの地

ち

域
い き

の気候や風土によって、家のつくり方、
災害への対応のしかた、料理、行事、方言などさまざまな分野で独自
の文化が育ち、多様な地域文化がはぐくまれました。このような地
域の文化の多様性によって、日本文化の豊かさは支えられています。
　歴史の面からみると、日本の文化は外国との交流と独自の発

は っ

展
て ん

を
繰
く

り返してかたちづくられてきました。 6  世紀ごろには仏教文化が
伝わり、遣

け ん

隋
ず い

使
し

や遣唐
と う

使を中国に派
は

遣
け ん

しました。平
へ い

安
あ ん

時代には漢字
から平仮名や片仮名をつくるなど国

こ く

風
ふ う

文化を発展させました。江
え

戸
ど

時代には鎖
さ

国
こ く

をして再び独自の文化をはぐくみ、明
め い

治
じ

時代には欧
お う

米
べ い
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日本の伝統文化

グローバル化と
日本の文化

私たちと
文化の創

そ う

造
ぞ う

グローバル化する社会で、私たちは日本の伝統文化をどのように生かしていけばよいでしょうか。

日本の伝統文化の特色と文化の創
そ う

造
ぞ う

2
学習課題学習課題

6 アメリカのラーメン店（2015年）　ラーメ
ンは外国でも人気で、お店も増えています。

7 日本の漫画イベント（2021年、スペイン）

12 茶道で交流する日本とドイツの中学生
（2019年、奈

な

良
ら

県山
やま

添
ぞ え

村）

11 水
み ず

木
き

しげるロード（2018年、鳥
と っ

取
と り

県境
さかい

港
みなと

市）
地元出身の漫画家の妖

よ う

怪
か い

のキャラクター像を
商店街などに設け、観光が活性化しました。

日本の伝統文化の具体的な内容
を本文から三つ以上あげましょう。確認確認

現代でも伝統文化を生かすくふ
うが必要な理由を説明しましょう。表現表現

　地域によって、工芸品やお祭りや踊
お ど

りなどの芸能が受
け継がれています。工芸品のなかには、国内だけでなく
海外からも高い評価を受けているものもあります。
　一方で、後

こ う

継
け い

者がいない、経
け い

済
ざ い

的な問題などの理由か
ら、伝統の継承が難

むずか

しくなっているものもあります。

私たちの生活に影
え い

響
きょう

をあたえている伝統や文化を、どのように生かしていけばよいでしょうか。第2節の問い?

3 日本の年中行事 5 国立アイヌ民族博物館（2020年、北
ほ っ

海
か い

道
ど う

白
しら

老
お い

町）　先住民族アイヌの歴史や文化を伝え、
未来につなげていくためにつくられました。

9 南
な ん

部
ぶ

鉄器（2019年、岩
い わ

手
て

県盛
も り

岡
おか

市）
多彩な色の商品が外国でも人気です。

10 尾
お

張
わ り

津
つ

島
し ま

天
て ん

王
の う

祭に向けた練習（2022年、
愛
あ い

知
ち

県愛
あ い

西
さ い

市）　地域の子どもたちが参加し、
祭りの伝統を引き継いでいます。

日本の伝統や文化はどのようなもので、どのように変化をしているでしょうか。
グローバル化が進む社会で、私たちは文化をどのようにとらえ、どのようにかかわるべきかを考えましょう。

第2節の問いに答えよう?

あなたは、四季
の行事に何を思
い浮かべるかな。

日本の文化について、地理・歴史的な視
し

点
てん

に加え、政治・経
けい

済
ざい

など多様な視点に着目
して考えましょう。

見方・考え方見方・考え方 位置 推移

学び合い

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
二
十
四
節
気

大た
い

寒か
ん

立り
っ

春し
ゅ
ん

春し
ゅ
ん

分ぶ
ん

立り
っ

夏か
夏げ

至し
大た

い

暑し
ょ

立り
っ

秋し
ゅ
う

秋し
ゅ
う

分ぶ
ん

立り
っ

冬と
う

冬と
う

至じ

年
中
行
事

初は
つ

詣も
う
で

節
分

彼ひ

岸が
ん

ひ
な
祭
り

（
灌か

ん

仏ぶ
つ

会え

）

花
祭
り

端た
ん

午ご

の
節
句

更こ
ろ
も
が
え衣
七
夕

お
盆ぼ

ん

彼
岸

お
月
見

更
衣

秋
祭
り

七
五
三

大
み
そ
か
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し ゅ

里
り

城の再建（2022年、沖
お き

縄
な わ

県那
な

覇
は

市）　2019
年に焼失しましたが、沖縄の文化を象

しょう

徴
ちょう

する城とし
て、県民と県をはじめ多くの人が協力して再建に取
り組んでいます。

2 秋祭り・だんじり（2019年、大
おお

阪
さか

府岸
きし

和
わ

田
だ

市）1 田
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植
う え
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島
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ば ら
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ひろ

島
しま

県熊野町）　書道
筆の技術を化

け

粧
しょう

筆の生産に活かしています。

① あなたの住んでいる地域には、どのような伝統工芸や
伝統芸能が継承されているでしょうか。
② 伝統の継承が途

と

切
ぎ

れるのは、なぜ問題なのでしょうか。
③ 伝統文化を受け継

つ

いでいく方法について、グループで
話し合いましょう。
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私たちの社会参画私たちの社会参画

明日明日に
向かって

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、政策の実現をめざして、まちづくりに参加しましょう。

1 船橋市の
地図

2 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。

3 ふなばしアンデルセン
公園

4 事前学習のようす

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

写真は、どのような政
せ い

策
さ く

と関係しているのかな。

課題を見出す

調べる

まとめあげる

深める

福
ふ く

祉
し

や教育、
交通の面か
らも調べて
みたいな。

　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学習では、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。

　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。

　今回の取り組みを通じて、船橋市のまちづくりを考える
ことができました。他校の意見や発表方法は参考になり、
学校で紹介しました。
　「こども未来会議室」では、これまでに生徒が提案したな
かで実現した政策がいくつもあり、以下はその例です。

●市長への意見発表
　生徒から、船橋市の文化や魅

み

力
りょく

をPRするための提案や、
まちの安心安全に関わる提案など、多くの提案が出されま
した。
　市長はすべての提案について、市の現状と今後の取り組
みを説明しました。

●市長室見学ツアー　
　市長から、市長室の案内と市長がどのような仕事をして
いるのかの説明がありました。

 船橋市からいただいた、市を紹
しょう

介
か い

する動画をみ
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。

 私たちは、牛乳パックのリサイクルの提案をし
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。

 今回はスライドを作成して、市長に説明しよう
と思います。

 意見発表後の話し合いでは、市長、市民団体や
市の職員の方々と具体的な話ができました。

 市のさまざまなことを決定する「決
け っ

裁
さ い

」につい
て市長から説明がありました。

船橋市のよいところや課題を考える

私たちが市長になったら○○します！

まとめとこれまでに実現した政策の例

「こども未来会議室」への参加

　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

　自分たちの意見を実現するためにどのように考えて提案
するべきかを学ぶことができて、とてもよい経験になりまし
た。地域を大切にするきっかけになりましたし、将来のまち
づくりに関心をもって船橋市でくらしていきたいと思います。

参加した生徒の感想

客観的な事実に基づいた意
見になっているかや、効率
と公正、個人の尊

そ ん

重
ちょう

や民主
主義といった見方・考え方
に着目して、提案を見直し
てみましょう。

5 市長への意見発表

6 他の学校の生徒との意見交換

7 学校で音声翻訳機を使用するようす

8 「なしフェスティバル」のようす

●中学校を今よりグローバルな場にします！
　日本語に不安を抱

か か

えている外国人の生徒が、学校生活で
の不安の解消、また、生徒同士のコミュニケーションツー
ルとして使用できるよう、市立の小学校、中学校及び特別
支
し

援
え ん

学校の全学校に多言語に対応した音声翻
ほ ん

訳
や く

機を導入
しました。
●「なしフェスティバル」を開催します！
　「船橋の梨

な し

をもっとＰＲしたい」との提案から、毎年実施
している梨のコンテストに、さまざまなイベントを加えて開
催しました。
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万博からみる社会の課題
公民公民
++αα

私たちの社会は、少子高
こ う

齢
れ い

化、情報化、グ
ローバル化といった特色をもちつつ、日々変

化し、新たな課題が生まれています。また、世界には、地球環
か ん

境
きょう

問
題、人口増加と高齢化、地

ち

域
い き

による貧
ひ ん

富
ぷ

の格差、男女間の格差、感
か ん

染
せ ん

症
しょう

の世界的な流行、紛
ふ ん

争
そ う

、巨
き ょ

大
だ い

災害などの課題があります。私た
ちが大人になっても、このような変化は続き、これらの課題に取り
組まなければなりません。こうした課題を解決するためには、私た
ち現在の世代の幸福をみたしながらも、私たちの子孫である将

しょう

来
ら い

の
世代の幸福をみたすような持

じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な社
しゃ

会
かい

をつくる必要があります。
歴史をふり返ると、工業化が進む以前の社会
では、ものの欠

け つ

乏
ぼ う

など、生きるために必要な
物資が不足し、つねにその問題の解決が求められていました。18世
紀に始まった産業革

か く

命
め い

以
い

降
こ う

は、資
し

源
げ ん

を効率よく使って同じ製品を決
まった工程で大量に生産できるようになりました。生産の増加にと
もない、もの不足が解消され、20世紀には、人間の生活する環境は

10

巻頭 1-2、P.191、216

1

現代社会のさまざまな課題を、持続可能性
という観点から考えてみましょう。

見方・考え方見方・考え方

持続可能な社会と私たち4
学習課題学習課題

持続可能な社会
とは

大量生産の社会と
豊かになった社会

劇
げ き

的
て き

に改
か い

善
ぜ ん

され、寿
じ ゅ

命
みょう

も大きくのびました。一方で、工業化は大
たい

量
りょう

消
しょう

費
ひ

社
しゃ

会
かい

を生み出しました。その結果、食品ロスの問題や、ごみや
廃
は い

棄
き

物を生み出す社会をまねき、地球環境問題につながっています。
豊かな社会をめざして、発

は っ

展
て ん

途
と

上
じょう

国
こ く

をはじめ
世界の国々は現在も、工業化による発展を続

けています。しかし、工業社会の考え方だけにたよらない社会のあ
り方を考えたときに、持続可能な社会をどのように実現するのかと
いうことが、21世紀の課題です。国際連合は、国際社会で共通に取
り組むべき持

じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な開
かい

発
はつ

目
もく

標
ひょう

（SDGs）を定めています。
　すでに見てきた、日本における持続可能な社会をつくるための課
題には、出産や育児があっても男女が働きやすい法

ほ う

律
り つ

やしくみをつ
くること、医

い

療
りょう

や介
か い

護
ご

にかかるお金が増えていくという問題の解決、
情報通信技術（ICT）を活用してよりよい社会をきずくこと、多様な
文化をもつ人たちとの共存などがあります。これまでも、私たち人
間は、社会の変化や自然環境の変化によって問題が起こっても、そ
れを解決する方法を考え、よりよい社会のしくみをつくってきまし
た。持続可能な社会を実現するために、私たち一人一人が社会の一
員であることを自覚して、社

しゃ

会
かい

参
さん

画
かく

をすることが大切です。

5

9

9

P.199
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持続可能な社会を
つくるために

持続可能性

5 電気製品の普
ふ

及
きゅう

率の推
す い

移
い

（「消費動向調査」内
ない

閣
か く

府）

持続可能な社会を実現するために、私たちはどのような視
し

点
て ん

をもつことが大切でしょうか。

私たちが生きる現代社会には、どのような特色がみられるでしょうか。第1節の問い?

1 ウクライナへの募
ぼ

金
き ん

活動
をする中学生（2022年、大

お お

阪
さ か

府箕
み の

面
お

市）
2 東日本大震

し ん

災
さ い

遺
い

構
こ う

・伝
で ん

承
しょう

館でガイドをする中学生
（2019年、宮

み や

城
ぎ

県気
け

仙
せ ん

沼
ぬ ま

市） 6 1970年の大阪万博　「人類の進歩と
調和」をテーマに、人々の所得が増え、
生活が豊かになる高度経

け い

済
ざ い

成長期に開
かい

催
さ い

されました。

7 2005年の愛・地球博　「自然の叡
え い

智
ち

」をテーマに、地球環境問題の解決な
ど、世界の国が協力して、未来の社会
の創

そ う

造
ぞ う

に向けて開催されました。

8 2025年の大阪・関西万博（予定）　「いのち輝
かがや

く未来社会のデザイン」をテーマに、人々の健康
と持続可能な社会をつくるという人類共通の課題
解決に取り組みます。

10 主な国の1人あたり国民総所得（GNI）と平
均寿

じ ゅ

命
みょう

（「世界国勢図会」2022年）

11 社会のために貢
こ う

献
け ん

したい内容
（「社会意識に関する世

よ

論
ろ ん

調査」2022年）

3 カフェで働く分身ロボット
（2022年、東

と う

京
きょう

都中
ちゅう

央
お う

区）　
障
しょう

害
が い

のある人などが遠
え ん

隔
か く

で操
そ う

作
さ

して働きます。
4 再開された朝

ちょう

鮮
せ ん

通信使の
再現行列（2021年、岡

おか

山
やま

県瀬
せ

戸
と

内
うち

市）新型コロナウイルス感
染症の影

えい

響
きょう

で中断していまし
たが、2年ぶりに再開されました。

それぞれど
のような社
会参画の取
り組みだろ
うか。

 20世紀初め、アメリカのフォード社の自
動車製造工場は世界で初めて、流れ作業によ
る自動車の大量生産を実現しました。

1

白黒テレビ
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薄型テレビ

冷
蔵
庫
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洗
濯
機

うすがた

現代にいたるまでに、社会ではどのような変化が起こったでしょうか。また、その変化によってどのよう
な影

え い

響
きょう

が生じているでしょうか。それらをふまえ現代社会の特色を考えましょう。
第１節の問いに答えよう?

モザンビーク
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自分の職業を
通して

（複数回答）
（2021年）

社会福祉に
関する活動

ふくし

自然・環境保護
に関する活動

かんきょう

自主防災活動や
災害援助活動

えんじょ

41.3%

38.2

31.4

27.0

持続可能な社会はどのような社
会か本文からぬき出しましょう。

なぜ持続可能な社会の実現に社会
参画が大切かを説明しましょう。

確認確認

表現表現

二次元
コード

1

3 4

2

　ものの欠乏など、生き
るために必要な物資が
不足していました。

　産業革命以降、大量に商品を生産する工業社会に
なり、もの不足は解消されましたが、地球環境やエ
ネルギー問題が認

にん

識
しき

され始めました。

　世界の多様な地域の人々や、未来に生きる人々が、
豊かで幸せにくらせるよう、持続可能な社会をつく
ることが求められています。

20世紀　工業社会が世界に広がる
（大量生産・大量消費・大量廃

はい

棄
き

の社会）
21世紀　持続可能な社会をめざす

19世紀まで
工業化が進む以前の社会

9 社会の変化

動画

伝統の継
け い

承
しょうアクティビティアクティビティ

諸
し ょ

国
こ く

に追いつこうと近代文明をとり入れました。
現代社会はグローバル化が進み、地球規

き

模
ぼ

で
の文化の交流が起こっています。日本の文化

では、料理や柔
じゅう

道
ど う

、アニメ・漫
ま ん

画
が

も世界中で受け入れられています。
伝統工芸を学びに来る外国人もおり、世界に日本の文化を広め、文
化の伝

で ん

承
しょう

の担
に な

い手にもなっています。人類に共通して引きついでい
くべきと認

み と

められた、多くの世界文化遺
い

産
さ ん

や無形文化遺産もありま
す。近年では、日本に住む外国人が増えて、異

こ と

なる文化をもつ人々
とともにくらすことで、多様な国の文化にふれることができます。

日本の伝統文化は、私たちの日常の生活にも
受けつがれ、息づき、現代社会を成り立たせ

ています。町工場の職人の技術、使う人への気配りがある電気製品、
時
じ

刻
こ く

表通りに動く鉄道、アニメ、ファッション、音楽、いずれにも日
本の文化と日本人の感性がこめられています。これからも、私たち
が豊かな生活を実現し、次の世代に引きついでいくためには、日本
の伝統文化を土台として、現代の社会に生かすくふうをすることが
必要です。そうすることで、多くの人々に受け入れられ、普

ふ

遍
へ ん

的で
ありつつも、個性豊かな文化が育ちます。私たちは、グローバル化
が進む現代の社会において、文化を創造する当事者でもあるのです。

76

12

P.260

11

98

多くが温帯に属し、山地が国土面積の 4 分の

3 を占
し

め、四季の変化に富む日本には、自然
とともに生き、他人を思いやるくらし方が育ちました。お正月や七

た な

夕
ば た

、神社の秋祭りなどの年
ねん

中
ちゅう

行
ぎょう

事
じ

をはじめ、衣食住からは、更
ころも

衣
が え

、和
食（日本料理）、日本家屋や寺社・庭園、また、能・歌

か

舞
ぶ

伎
き

・和
わ

太
だ い

鼓
こ

などの芸術、春のお花見、雪国のかまくらもあります。こうした長
い歴史のなかで受けつがれてきた文化を伝

でん

統
とう

文
ぶん

化
か

といいます。
　日本では、それぞれの地

ち

域
い き

の気候や風土によって、家のつくり方、
災害への対応のしかた、料理、行事、方言などさまざまな分野で独自
の文化が育ち、多様な地域文化がはぐくまれました。このような地
域の文化の多様性によって、日本文化の豊かさは支えられています。
　歴史の面からみると、日本の文化は外国との交流と独自の発

は っ

展
て ん

を
繰
く

り返してかたちづくられてきました。 6  世紀ごろには仏教文化が
伝わり、遣

け ん

隋
ず い

使
し

や遣唐
と う

使を中国に派
は

遣
け ん

しました。平
へ い

安
あ ん

時代には漢字
から平仮名や片仮名をつくるなど国

こ く

風
ふ う

文化を発展させました。江
え

戸
ど

時代には鎖
さ

国
こ く

をして再び独自の文化をはぐくみ、明
め い

治
じ

時代には欧
お う

米
べ い

P.260 3

21

54

日本の伝統文化

グローバル化と
日本の文化

私たちと
文化の創

そ う

造
ぞ う

グローバル化する社会で、私たちは日本の伝統文化をどのように生かしていけばよいでしょうか。

日本の伝統文化の特色と文化の創
そ う

造
ぞ う

2
学習課題学習課題

6 アメリカのラーメン店（2015年）　ラーメ
ンは外国でも人気で、お店も増えています。

7 日本の漫画イベント（2021年、スペイン）

12 茶道で交流する日本とドイツの中学生
（2019年、奈

な

良
ら

県山
やま

添
ぞ え

村）

11 水
み ず

木
き

しげるロード（2018年、鳥
と っ

取
と り

県境
さかい

港
みなと

市）
地元出身の漫画家の妖

よ う

怪
か い

のキャラクター像を
商店街などに設け、観光が活性化しました。

日本の伝統文化の具体的な内容
を本文から三つ以上あげましょう。確認確認

現代でも伝統文化を生かすくふ
うが必要な理由を説明しましょう。表現表現

　地域によって、工芸品やお祭りや踊
お ど

りなどの芸能が受
け継がれています。工芸品のなかには、国内だけでなく
海外からも高い評価を受けているものもあります。
　一方で、後

こ う

継
け い

者がいない、経
け い

済
ざ い

的な問題などの理由か
ら、伝統の継承が難

むずか

しくなっているものもあります。

私たちの生活に影
え い

響
きょう

をあたえている伝統や文化を、どのように生かしていけばよいでしょうか。第2節の問い?

3 日本の年中行事 5 国立アイヌ民族博物館（2020年、北
ほ っ

海
か い

道
ど う

白
しら

老
お い

町）　先住民族アイヌの歴史や文化を伝え、
未来につなげていくためにつくられました。

9 南
な ん

部
ぶ

鉄器（2019年、岩
い わ

手
て

県盛
も り

岡
おか

市）
多彩な色の商品が外国でも人気です。

10 尾
お

張
わ り

津
つ

島
し ま

天
て ん

王
の う

祭に向けた練習（2022年、
愛
あ い

知
ち

県愛
あ い

西
さ い

市）　地域の子どもたちが参加し、
祭りの伝統を引き継いでいます。

日本の伝統や文化はどのようなもので、どのように変化をしているでしょうか。
グローバル化が進む社会で、私たちは文化をどのようにとらえ、どのようにかかわるべきかを考えましょう。

第2節の問いに答えよう?

あなたは、四季
の行事に何を思
い浮かべるかな。

日本の文化について、地理・歴史的な視
し

点
てん

に加え、政治・経
けい

済
ざい

など多様な視点に着目
して考えましょう。

見方・考え方見方・考え方 位置 推移

学び合い

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
二
十
四
節
気

大た
い

寒か
ん

立り
っ

春し
ゅ
ん

春し
ゅ
ん

分ぶ
ん

立り
っ

夏か
夏げ

至し
大た

い

暑し
ょ

立り
っ

秋し
ゅ
う

秋し
ゅ
う

分ぶ
ん

立り
っ

冬と
う

冬と
う

至じ

年
中
行
事

初は
つ

詣も
う
で

節
分

彼ひ

岸が
ん

ひ
な
祭
り

（
灌か

ん

仏ぶ
つ

会え

）

花
祭
り

端た
ん

午ご

の
節
句

更こ
ろ
も
が
え衣
七
夕

お
盆ぼ

ん

彼
岸

お
月
見

更
衣

秋
祭
り

七
五
三

大
み
そ
か

4 首
し ゅ

里
り

城の再建（2022年、沖
お き

縄
な わ

県那
な

覇
は

市）　2019
年に焼失しましたが、沖縄の文化を象

しょう

徴
ちょう

する城とし
て、県民と県をはじめ多くの人が協力して再建に取
り組んでいます。

2 秋祭り・だんじり（2019年、大
おお

阪
さか

府岸
きし

和
わ

田
だ

市）1 田
た

植
う え

祭り（2014年、広
ひ ろ

島
し ま

県庄
しょう

原
ば ら

市）

二次元
コード

8 熊
くま

野
の

筆（2018年、広
ひろ

島
しま

県熊野町）　書道
筆の技術を化

け

粧
しょう

筆の生産に活かしています。

① あなたの住んでいる地域には、どのような伝統工芸や
伝統芸能が継承されているでしょうか。
② 伝統の継承が途

と

切
ぎ

れるのは、なぜ問題なのでしょうか。
③ 伝統文化を受け継

つ

いでいく方法について、グループで
話し合いましょう。

リンク

20 21

11
私
た
ち
と
現
代
社
会

私
た
ち
と
現
代
社
会

5

10

15

5

10

15

14 15

11
私
た
ち
と
現
代
社
会

私
た
ち
と
現
代
社
会

5

10

15

5

10

15

万博からみる社会の課題
公民公民
++αα

私たちの社会は、少子高
こ う

齢
れ い

化、情報化、グ
ローバル化といった特色をもちつつ、日々変

化し、新たな課題が生まれています。また、世界には、地球環
か ん

境
きょう

問
題、人口増加と高齢化、地

ち

域
い き

による貧
ひ ん

富
ぷ

の格差、男女間の格差、感
か ん

染
せ ん

症
しょう

の世界的な流行、紛
ふ ん

争
そ う

、巨
き ょ

大
だ い

災害などの課題があります。私た
ちが大人になっても、このような変化は続き、これらの課題に取り
組まなければなりません。こうした課題を解決するためには、私た
ち現在の世代の幸福をみたしながらも、私たちの子孫である将

しょう

来
ら い

の
世代の幸福をみたすような持

じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な社
しゃ

会
かい

をつくる必要があります。
歴史をふり返ると、工業化が進む以前の社会
では、ものの欠

け つ

乏
ぼ う

など、生きるために必要な
物資が不足し、つねにその問題の解決が求められていました。18世
紀に始まった産業革

か く

命
め い

以
い

降
こ う

は、資
し

源
げ ん

を効率よく使って同じ製品を決
まった工程で大量に生産できるようになりました。生産の増加にと
もない、もの不足が解消され、20世紀には、人間の生活する環境は

10

巻頭 1-2、P.191、216

1

現代社会のさまざまな課題を、持続可能性
という観点から考えてみましょう。

見方・考え方見方・考え方

持続可能な社会と私たち4
学習課題学習課題

持続可能な社会
とは

大量生産の社会と
豊かになった社会

劇
げ き

的
て き

に改
か い

善
ぜ ん

され、寿
じ ゅ

命
みょう

も大きくのびました。一方で、工業化は大
たい

量
りょう

消
しょう

費
ひ

社
しゃ

会
かい

を生み出しました。その結果、食品ロスの問題や、ごみや
廃
は い

棄
き

物を生み出す社会をまねき、地球環境問題につながっています。
豊かな社会をめざして、発

は っ

展
て ん

途
と

上
じょう

国
こ く

をはじめ
世界の国々は現在も、工業化による発展を続

けています。しかし、工業社会の考え方だけにたよらない社会のあ
り方を考えたときに、持続可能な社会をどのように実現するのかと
いうことが、21世紀の課題です。国際連合は、国際社会で共通に取
り組むべき持

じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な開
かい

発
はつ

目
もく

標
ひょう

（SDGs）を定めています。
　すでに見てきた、日本における持続可能な社会をつくるための課
題には、出産や育児があっても男女が働きやすい法

ほ う

律
り つ

やしくみをつ
くること、医

い

療
りょう

や介
か い

護
ご

にかかるお金が増えていくという問題の解決、
情報通信技術（ICT）を活用してよりよい社会をきずくこと、多様な
文化をもつ人たちとの共存などがあります。これまでも、私たち人
間は、社会の変化や自然環境の変化によって問題が起こっても、そ
れを解決する方法を考え、よりよい社会のしくみをつくってきまし
た。持続可能な社会を実現するために、私たち一人一人が社会の一
員であることを自覚して、社

しゃ

会
かい

参
さん

画
かく

をすることが大切です。

5

9

9
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1～ 4 11

持続可能な社会を
つくるために

持続可能性

5 電気製品の普
ふ

及
きゅう

率の推
す い

移
い

（「消費動向調査」内
ない

閣
か く

府）

持続可能な社会を実現するために、私たちはどのような視
し

点
て ん

をもつことが大切でしょうか。

私たちが生きる現代社会には、どのような特色がみられるでしょうか。第1節の問い?

1 ウクライナへの募
ぼ

金
き ん

活動
をする中学生（2022年、大

お お

阪
さ か

府箕
み の

面
お

市）
2 東日本大震

し ん

災
さ い

遺
い

構
こ う

・伝
で ん

承
しょう

館でガイドをする中学生
（2019年、宮

み や

城
ぎ

県気
け

仙
せ ん

沼
ぬ ま

市） 6 1970年の大阪万博　「人類の進歩と
調和」をテーマに、人々の所得が増え、
生活が豊かになる高度経

け い

済
ざ い

成長期に開
かい

催
さ い

されました。

7 2005年の愛・地球博　「自然の叡
え い

智
ち

」をテーマに、地球環境問題の解決な
ど、世界の国が協力して、未来の社会
の創

そ う

造
ぞ う

に向けて開催されました。

8 2025年の大阪・関西万博（予定）　「いのち輝
かがや

く未来社会のデザイン」をテーマに、人々の健康
と持続可能な社会をつくるという人類共通の課題
解決に取り組みます。

10 主な国の1人あたり国民総所得（GNI）と平
均寿

じ ゅ

命
みょう

（「世界国勢図会」2022年）

11 社会のために貢
こ う

献
け ん

したい内容
（「社会意識に関する世

よ

論
ろ ん

調査」2022年）

3 カフェで働く分身ロボット
（2022年、東

と う

京
きょう

都中
ちゅう

央
お う

区）　
障
しょう

害
が い

のある人などが遠
え ん

隔
か く

で操
そ う

作
さ

して働きます。
4 再開された朝

ちょう

鮮
せ ん

通信使の
再現行列（2021年、岡

おか

山
やま

県瀬
せ

戸
と

内
うち

市）新型コロナウイルス感
染症の影

えい

響
きょう

で中断していまし
たが、2年ぶりに再開されました。

それぞれど
のような社
会参画の取
り組みだろ
うか。

 20世紀初め、アメリカのフォード社の自
動車製造工場は世界で初めて、流れ作業によ
る自動車の大量生産を実現しました。

1
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現代にいたるまでに、社会ではどのような変化が起こったでしょうか。また、その変化によってどのよう
な影

え い

響
きょう

が生じているでしょうか。それらをふまえ現代社会の特色を考えましょう。
第１節の問いに答えよう?
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0 50 60 8070 90歳

（2019年）

さい

かんこく

0 10 20 30 40%
自分の職業を
通して

（複数回答）
（2021年）

社会福祉に
関する活動

ふくし

自然・環境保護
に関する活動

かんきょう

自主防災活動や
災害援助活動

えんじょ

41.3%

38.2

31.4

27.0

持続可能な社会はどのような社
会か本文からぬき出しましょう。

なぜ持続可能な社会の実現に社会
参画が大切かを説明しましょう。

確認確認

表現表現

二次元
コード

1

3 4

2

　ものの欠乏など、生き
るために必要な物資が
不足していました。

　産業革命以降、大量に商品を生産する工業社会に
なり、もの不足は解消されましたが、地球環境やエ
ネルギー問題が認

にん

識
しき

され始めました。

　世界の多様な地域の人々や、未来に生きる人々が、
豊かで幸せにくらせるよう、持続可能な社会をつく
ることが求められています。

20世紀　工業社会が世界に広がる
（大量生産・大量消費・大量廃

はい

棄
き

の社会）
21世紀　持続可能な社会をめざす

19世紀まで
工業化が進む以前の社会

9 社会の変化

動画



 

●学習指導要領との対照表・配当授業時数
1．基本的人権・共生社会にかかわる教材

3．伝統・文化にかかわる教材

5．環境・持続可能な社会にかかわる教材

6．防災・安全にかかわる教材

7．情報にかかわる教材

8．社会参画にかかわる教材

4．我が国の国土と歴史への理解と愛情にかかわる教材

2．平和・国際理解にかかわる教材

図書の構成・内容 学習指導要領の内容 該当箇所 配当時数

これからの社会をどんな社会にしたい？ Ａ～Ｄ 巻頭1-2 1

第１編　私たちと現代社会 Ａ P.6～37 15

第１章　私たちが生きる現代社会 Ａ（１） P.6～23 (8)

第１節　私たちが生きる現代社会の特色　 Ａ（１） P.8～17 (4)

第2節　現代社会の文化と私たち Ａ（１） P.18～21 (2)

第２章　現代社会の見方・考え方 Ａ（２） P.24～37 (7)

第２編　私たちの生活と政治　 Ｃ P.38～127 38

第１章　個人の尊重と日本国憲法 Ｃ（１） P.38～81 （19）

第１節　法に基づく政治と日本国憲法　 Ｃ（１） P.40～47 (4)

第2節　日本国憲法と基本的人権 Ｃ（１） P.48～73 (10)

第3節　日本の平和主義　 Ｃ（１） P.74～77 (2)

第２章　国民主権と日本の政治 Ｃ（２） P.82～127 （19）

第１節　民主政治と政治参加 Ｃ（２） P.84～93 （4）

第2節　国の政治のしくみ Ｃ（２） P.94～113 (8)

第3節　くらしを支える地方自治 Ｃ（２） P.114～123 (4)

第３編　私たちの生活と経済 Ｂ P.128～187 27

第１章　市場のはたらきと経済 Ｂ（１） P.128～169 (19)

第１節　経済のしくみと消費生活　 Ｂ（１） P.130～143 (6)

第2節　生産の場としての企業 Ｂ（１） P.144～161 (8)

第3節　金融のしくみとお金の大切さ Ｂ（１） P.162～167 (3)

第２章　国民の生活と政府の役割 Ｂ（２） P.170～187 (8)

第４編　私たちと国際社会 Ｄ P.188～230 19

第１章　現代の国際社会と課題 Ｄ（１） P.188～221 (15)

第１節　国家と国際社会　 Ｄ（１） P.190～203 (6)

第2節　国際社会の課題と私たちの取り組み　 Ｄ（１） P.204～217 (6)

第２章　私たちの課題 Ｄ（２） P.222～230 (4)

合計 100

編 章 ページ 項目
1 1 P.8-9 少子高齢化の社会で生きる私たち
2 1 P.42-43 法に基づく政治と憲法

P.48-49 人権思想のあゆみと日本国憲法
P.50-51 自由に生きる権利
P.52-53 等しく生きる権利
P.54-55 共生社会をめざして
P.56-57 まちのバリアフリーを探そう

編 章 ページ 項目
1 1 P.18-19 現代社会における文化

P.20-21 日本の伝統文化の特色と文化の創造

編 章 ページ 項目
巻頭1-巻頭2 これからの社会をどんな社会にしたい？

1 1 P.14-15 持続可能な社会と私たち
P.16-17 SDGsから社会の課題を考えよう

3 1 P.137 消費を通した社会への意思表示
P.175 環境保全における政府の役割

編 章 ページ 項目
2 2 P.102-103 災害に強いくらしをきずく

編 章 ページ 項目
1 1 P.10-11 情報化で変わる社会と私たち
2 1 P.62-63 社会の変化と人権保障―情報化と人権―

P.64-65 「ネット社会」とつき合う方法

編 章 ページ 項目
2 1 P.72-73 15歳は「子ども」？それとも「大人」？

2 P.86-87 選挙の意義としくみ
P.90-91 政治参加と世論
P.108-109 私たちの司法と裁判員制度
P.110-111 裁判員裁判シミュレーション
P.112-113 三権分立と政治参加

編 章 ページ 項目
2 2 P.114-115 私たちのくらしと地方自治

P.120-121 地方自治と私たち
P.122-123 まちづくりに参加しよう

3 1 P.160-161 職業について調べてみよう
2 P.182-183 年金のしくみについて知ろう

4 2 P.222-230 私たちの課題―持続可能な社会をめざして―

編 章 ページ 項目
2 2 P.90-91 政治参加と世論

P.92-93 新聞の読み方と伝え方を学ぼう
3 1 P.140-141 ものの流れと情報の流れ

編 章 ページ 項目
4 1 P.192-193 国家と国際関係

P.194-195 日本の領土をめぐる問題

編 章 ページ 項目
1 1 P.12-13 グローバル化する社会で生きる私たち
2 1 P.74-75 日本国憲法の平和主義

P.76-77 日米安全保障条約と日本の国際貢献
3 1 P.150-151 グローバル化する経済と現代の企業
4 1 P.198-199 国際連合の目的とはたらき

編 章 ページ 項目
2 1 P.58-59 人間らしい生活を営む権利

P.61 ハンセン病
P.66-67 社会の変化と人権保障―科学技術と人権―
P.69 子どもの権利条約

2 P.107 えん罪と「代用監獄」
3 1 P.154-155 働く意味と労働者を支えるしくみ

2 P.178-179 社会保障のしくみ

編 章 ページ 項目
1 1 P.21 伝統の継承
4 1 P.202-203 世界のさまざまな文化や宗教

編 章 ページ 項目
4 1 P.190-191 国際社会と持続可能性

P.212-213 限りある資源とエネルギー
P.214-215 地球規模の環境問題と国際協力
P.216-217 SDGsから未来の社会を考えよう

2 P.222-230 私たちの課題―持続可能な社会をめざして―

編 章 ページ 項目
4 2 P.224 災害にそなえるには

編 章 ページ 項目
4 1 P.196-197 日本の領土をめぐる問題の解決に向けて

編 章 ページ 項目
4 1 P.200-201 グローバル化のなかでの地域統合

P.204-205 現代の戦争と平和
P.206-207 世界の軍縮と日本の役割
P.208-209 日本の平和主義と国際貢献
P.210-211 発展途上国の現状と多様化する世界

●観点別教材一覧

※「学習のはじめに」「まとめとふり返り」「チャレンジ公民」には、
それぞれ1時間を配当しています。

資料編資料編 資料編②デジタルへの対応 ③主権者の育成 ④わくわくする教科書 学習上の配慮 分野・教科間連携 地域事例①指導と評価

40 4140 41



●教師用指導書のご案内　令和７(2025)年３月発行予定
教師用指導書は、「学習指導編」「ワークシート・評価問題編」の2分冊と、「デジタルデータ集」から構成されます。

学習指導編

ワークシート・評価問題編

先生方の授業計画や教材研究をサポートします。

先生方の授業準備や評価を
サポートします。

「デジタルデータ集」はクラウド配信を予定していますので、WindowsPC・iPad・Chromebookなどの多様な機種で標準
ブラウザを使用しての閲覧が可能です。

本製品は開発中のため、記載の内容・仕様は予告なく変更する場合があります。

決め方について考えようアクティビティアクティビティ

るためには、公開された情報の下で（知る権利）、たがいを個人とし
て尊重し、自由に討

と う

論
ろ ん

を行い（表現の自由）、平等に政治に参加でき
ることが大切です。民主政治の確立には、日本でも明

め い

治
じ

維
い

新
し ん

以後の
長い歴史があること、現代でも、民主政治が行われていない多くの
国があることを忘

わ す

れてはいけません。
民主政治には、国民が重要な決定に直接参加
して意思を表明するしくみ（直

ちょく

接
せつ

民
みん

主
しゅ

制
せい

）と、
国民が選挙によって選んだ代表者が決定するしくみ（間

かん

接
せつ

民
みん

主
しゅ

制
せい

）が
あります。間接民主制は議会に注目して議会制民主主義（代議制）と
もいいます。現代のように社会の規

き

模
ぼ

が大きく、複雑な対立の調整
が必要になると、国民が直接参加して決定を行うことが困

こ ん

難
な ん

になる
ため、多くの国では間接民主制が中心となります。日本では憲法改
正手続きや地方自治に直接民主制が取り入れられています。
　民主政治では、話し合いを十分にする必要があります。それでも
合意ができない場合は、最終的には多数決で決定します。ただし、
民主政治が基づいている個人の尊重の考え方からしても、異

こ と

なる意
見をもつ人たちの考えをとり入れて、より多くの人が納

な っ

得
と く

できる合
意をする努力を行わなければなりません（少

しょう

数
すう

意
い

見
けん

の尊
そん

重
ちょう

）。また、
基本的人権の尊重など多数決で変

へ ん

更
こ う

できない原理があります。

3

P.94

P.29、 41  

私たちは、一人一人が個性をもちながら、学
校や地

ち

域
い き

などの社会（集団）のなかで生活して
います。多様な意見がある場合に、その対立を調整し、合意をめざ
して話し合い、集団の中でものごとを決めていくはたらきを政

せい

治
じ

と
いいます。一

い っ

般
ぱ ん

的には、社会の問題を解決し、国民の安全を守り、
生活をよりよくするという国や地方公共団体のはたらきをさします。
　政治を実現していくためには政治権力が必要です。しかし、権力
が集中すると、専

せ ん

制
せ い

や独
ど く

裁
さ い

がうまれ、人々の自由と権利をおびやか
すおそれがあります。そこで、憲

け ん

法
ぽ う

を定め、権力をいくつかに分
ぶ ん

割
か つ

し、たがいに抑
よ く

制
せ い

と均
き ん

衡
こ う

をとるくふうをしています（権
けん

力
りょく

分
ぶん

立
りつ

）。権
力分立のしくみには、主に、三権分立と地方分権があります。

今日では多くの国で、みんなのことはみんな
で決めるという民

みん

主
しゅ

主
しゅ

義
ぎ

に基づく政治（民主
政治）のしくみがとり入れられています。民主主義は、個人の尊

そ ん

重
ちょう

に
基づいて、一人一人の考えが政治の根

こ ん

源
げ ん

（国民主権）となり、人権保
ほ

障
しょう

に最もふさわしい方法だと考えられるからです。民主政治を進め

5

1

P.43 1

P.112、 260  2 P.115

P.41

P.46

1 権力の二つの面

政治のはたらきと
権
け ん

力
りょく

分立

民主主義
に基づく政治

政治参加のしくみ
と少数意見の尊重

民主政治には、専
せ ん

制
せ い

や独
ど く

裁
さ い

を防ぐためにどのようなしくみが大切なのでしょうか。

民主政治のしくみ1
学習課題学習課題

民主政治を進めるために大切な
ことを本文から書き出しましょ
う。

確認確認

多数決を行う際に求められる努
力や原理を説明しましょう。表現表現

 国会が、衆
しゅう

議
ぎ

院
い ん

と参議院に分割され、
二院制（→P.94）がとられているのも、
権力分立の考え方に基づいています。

1

3 直接民主制（2013年、スイス）　ス
イスの一部の州では、有権者が集まっ
て話し合い、挙手で採決を行います。

民主主義や法の支配の考え方がなぜ
大切なのか理解しましょう。

見方・考え方見方・考え方 法の支配民主主義

4 投票結果　

自由自由 自由自由

暴力強制

権力の顔
その 2

秩序・安全
ちつじょ 争いの解決

争い争い 争い争い

権力の顔
その１

 立法権
けん

（国会）

行政権（内
ない

閣
かく

） 司法権（裁
さい

判
ばん

所
しょ

）

選挙

国民

きまりに
基づいて
政治を行う

きまりを
つくる

きまりに基づいて
争いを解決する

三
さ ん

権
け ん

のそれぞれについては、
これから学習していくよ。

5 独裁体制をきずいたヒトラー（1937年）
1930年ごろのドイツでは、民主的なワイマー
ル憲法の下

も と

、選挙によって第一党になったナ
チ党が政権を獲

か く

得
と く

し、やがてヒトラーが独裁
体制をきずきました。

2 三権分立

Aさん Bさん Cさん Dさん Eさん Fさん

第1希望 プリン プリン プリン バニラ
アイス

バニラ
アイス

チョコ
アイス

第2希望 チョコ
アイス 大福 バニラ

アイス
チョコ
アイス

チョコ
アイス

バニラ
アイス

第3希望 バニラ
アイス

バニラ
アイス

チョコ
アイス プリン 大福 大福

第4希望 大福 チョコ
アイス 大福 大福 プリン プリン

効率に着目するときは決め方の手間
について、公正に着目するときはよ
り多くの人が納得できているかどう
かについて考えてみよう。

二次元
コード

　投票でものごとを決めるとき、多数決以外にもさまざ
まな決め方が考えられます。
　とある学校では、生徒の意見で給食のデザートを決め
る、リクエスト給食の日があります。来月のリクエスト
調査では、表の結果が出ました。

① 次の２つの決め方で選ばれるデザートは何でしょうか。
多数決：第1希望が最も多いデザートを選ぶ。  
ボルダルール：第1希望は4、第2希望は3、第3希望
は2、第4希望は1のポイントをつけ、ポイントの合
計が最も多いデザートを選ぶ。

② 多数決とボルダルールの二つの決め方を比べて、それ
ぞれの長所と短所は何か、効率と公正に着目してグ
ループで話し合いましょう。

どれにしようかな？

※フレーズ作成※フレーズ作成
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教科書紙面データ（総ルビ付きPDF）

デジタルデータ集

ICTを活用した授業をサポートします。

教科書関連
データ

①教科書紙面データ
電子黒板など提示型 ICT機器で利用できる教科
書全ページの紙面PDF（総ルビ付きも収録）。
②教科書本文テキスト
教科書の本文・コラムなどのテキストデータ。
③教科書図版データ集
プリントやテスト作成の際に活用できるモノクロ
化した教科書図版。

付録データ

④学習指導計画案－評価規準の参考事例－
内容のまとまり（単元）に対応した、指導と評価計
画の作成にあたって参考となる資料。
⑤ワークシート
解答例なし・解答例付きの２種類。
⑥白地図
日本全図・世界全図。

収録内容収録内容

総論編 ◆ 学習指導要領や学習指導計画作成資料などの基本的な資料。
◆学習指導要領の趣旨や授業での教科書の活用の仕方などの論考。

学習指導編

◆ 内容のまとまりごとの指導や評価計画の作成を支援する単元の問いの構造などの解説。
◆ １時間の授業をひと目で見渡せる見開き２ページ構成。
◆ 現場の先生方の授業実践の成果を反映した学習指導案や板書例など。
◆ 教科書の図版の解説や授業における活用の仕方のほか、「アクティビティ」「確認」「表現」などの問いの解答例
（手立てを含む）。

掲載内容掲載内容

◆民主主義に基づく政治
　民主主義＝みんなのことはみんなできめる

◆政治参加の仕組みと少数意見の尊重
　民主政治＝民主主義に基づく政治
　　直接民主制…国民が直接参加する
　　間接民主制…国民が選挙で選んだ代表がきめる
　　　　　　　　（議会制民主主義）
　　　話し合いa多数決　※少数意見の尊重

学習課題：民主政治には、専制や独裁を防ぐためにどのようなしくみが大切なのでしょうか。

◆政治のはたらきと権力分立
　政治の役割＝個人や団体の考え方や意見、
　　　　　　　利害の対立を調整し、解決する　　
　　権力・・・他者に行動を強制する力
　　a人々の自由をおびやかす恐れ
　　権力分立　①三権分立

　　　　　　　②地方分権　　国　 　地方

◇ねらい・◆学習活動 指導上の留意点・配慮事項 評　価

導
　入
　10
分

◇「権力」とは行動を強制する力
であることを捉える。
◆図 1をみて、権力が濫用される
場合の危険性について気づく。

・「政治」とは方針を決めていく働
きであることをおさえる。
・「権力」が存在しない社会につい
て想像させ、社会における権力の
必要性に気づかせる。

展
　開
　30
分

◇権力分立の必要性と日本におけ
る国民主権の意義を理解する。
◆図 2を見て、司法・立法・行政
の意味を捉え、権力分立の意義
について考える。
◎発問「決まりをつくる人と決ま
りに基づいて行使する人を分け
ているのはなぜでしょうか」

◇直接民主制と間接民主制の違い
とそれぞれの利点に理解する。
◆図 2の「選挙」が行われる理由
について考える。

◇少数意見を尊重する必要性を理
解する。
◆アクテビティに取り組む。

・三権の言葉の意味とお互いの均
衡・抑制については、後の学習に
つながるため、簡単に抑えておく。
・歴史的分野を振り返り、専制政治
の場合は、三権がどのように扱わ
れることになるのかを想起させる。

・選挙では国民が国会議員を選んで
いる点に着目させ、図 3などを手
がかりに国民が直接決定をする困
難性を捉えさせる。
・学校の生徒会や学級活動でも間接
民主制と直接民主制が反映されて
いることに気づかせる。
・効率と公正に着目すると導き出さ
れる結論が異なることに気づかせ
る。

・議論における発言内容か
ら三権分立の意義につい
て説明することができて
いる点を評価する。思

・ノートの記述から直接民
主制と間接民主制のメリ
ット、デメリットを整理
できていることを評価す
る。知

ま
と
め
　10
分

◇民主政治における国民の役割を
理解する。
◆図 5から、権力分立の不完全性
に気づく。

・ヒトラーは民衆に選ばれて独裁者
になった経緯を説明し、権力分立
に基づく民主制が完全なものでは
ないことを捉えさせる。

・ポートフォリオのまとめ
から民主政治の課題につ
いて捉えることができて
いる。思

学習課題：民主政治には、専制や独裁を防ぐためにどのようなしくみが大切なのでしょうか。

　人々の意見や利害をまとめ調整し、方針を公に決めていくはたらきを
政治といい、国民が主権者である政治のしくみを民主政治といいます。
主権者としての参加には、直接する場合と間接的にする場合の２種類が
あり、現代では間接民主制が中心となります。

⃝�民主政治とは国民が主権者となる政治の決定方法であることを理解す
る。
⃝�権力分立の意義を踏まえ、民主政治の課題について言及することがで
きる。

本時の視点

本時の目標

知識・技能 知

　民主政治の仕組みと意義について
理解している。
思考・判断・表現 思

　権力分立の意義と民主政治の課題
について説明できている。

評価規準例

閣が発足し、大統領がヒトラーを首相に任命し、国
民がそれを支持することになった。1933年制定の
授権法は、政府に憲法に拘束されない立法権を与え、
ヒトラーは合法的に独裁体制を成立させた。

P.84　確認小テスト（練習問題）
P.84　三権の役割（動画）（外部リンク）
P.85　決め方について考えよう（スライドショー）
P.85　独裁体制を築いたヒトラー（関連資料）

P.85　アクティビティ
①多数決：プリン　ボルダルール：バニラアイス
②多数決：�一度の投票で結果が出るが、それを希望

しない人の意見は考慮されない。
　ボルダルール：より多くの人が、希望が高い結論
になる一方で、決定に時間がかかったり、同点にな
る可能性がある

手立て 多数決には単純多数決以外にもさまざまな
方法があり、場合によっては結果が変わることもあ
ることから、多数決の方法一つとっても民主主義は
完成することはないということに気づかせる。

P.85　確認
・�公開された情報の下で、たがいに個人として尊重
し、自由に討論を行い、平等に政治に参加できる
こと。

P.85　表現
　異なる意見を持つ人たちの考え方を取り入れて、
より多くの人が納得できる合意をするために、話し
合いを十分にすること。多数決による決定で、基本
的な人権の尊重が損なわれないようにすること。

教科書QRコンテンツ

解答例・手立て

図 2　「権力の二つの面」　
　専制君主制を正当化する政治思想には王権神授説
があり、君主の支配権は神から授かったものであり、
法に拘束されないとした。その歴史的背景から、現
代民主主義の前提として、法の支配・社会契約が確
立している。

図 2　三権分立　
　フランスの啓蒙思想家モンテスキューが「法の精
神」で唱え、民主政治の基本原理となった。日本国
憲法では、立法権を国家に、行政権を内閣に、司法
権を裁判所にと三権分立が成立している。主権者で
ある国民はそれぞれの権力に影響を与えることがで
き、国会には選挙で、内閣には世論で、最高裁には
国民審査を行使することができる。

図 3　直接民主制　
　古代ギリシャのポリスで採られていた。日本でも
憲法改正発議後の国民投票や地方自治における住民
の直接請求権などがあてはまる。導入にあたっては、
人数が膨大になると意見をまとめにくい、反対意見
を述べにくい、雰囲気や感情に流されやすい、少数
意見の尊重が難しいなどの課題点があげられる。

図 5　独裁体制をきずいたヒトラー
　第一次世界大戦後、1919年にドイツ共和国で当
時最も民主的といわれたワイマール憲法が制定され
たが、大戦後、政治が不安定で、憲法は必ずしも全
面的に国民に歓迎されているわけではなかった。ま
た、ベルサイユ条約による賠償金が払いきれず、イ
ンフレーションが続き経済も混乱を極め、世界恐慌
の影響で、失業者が大幅に増加した。議会制民主主
義であったが、国会は内閣を選出できず、大統領内

 内容の解説 

本時の展開

板書例5  聖徳太子と飛鳥文化 －巨大帝国と向き合いながら－

第２編 古代までの日本と世界　第２節 日本列島の人々と国家の形成／１２３４５６

1  民主政治のしくみ
第2編第1章 国民主権と日本の政治　第1節 民主政治と政治参加／１２３４

社会をよりよくしていくために、私たちはどのように政治にかかわっていくべきでしょうか。第2編第2章の問い?

なぜ選挙や議会を通じて政治が行われるのでしょうか。第1節の問い?

教科書P.84～85　ワークシート／別冊P.40

174 学習指導編 175

●単元を貫く問い
1時間の授業でも常に単元を貫く問いを確認することができます。

●板書例
１時間の学習のポイントを整理しています。

●解答例・手立て
教科書の問いの解答例や、指導の
手立てを示し、評価にも活用し
ていただけます。

●本時の展開
教科書に沿った学習活動や発問例、指導上の留意点・配慮事項、評価などを例示し
ています。「見方・考え方」や教科書QRコンテンツを授業でどう扱うかについても
提案し、新任の先生でも授業展開を具体的にイメージできるようにしました。

学習日　　　　年　　　月　　　日　　　年　　　組　　　番　名前　　　　　　　　　　　　　　

民主政治には、専制や独裁を防ぐためどのようなしくみが大切なのでしょうか。

　　図 1を見て、権力の二つの顔とはどのような意味か考えてみましょう。1

集団の中での秩序や安全を確保し争いを解決する顔と、人々の自由や権利をおびやかす
顔の二つがあるということ。

　　�図 2を見て、きまりをつくる人と、きまりに基づいて権力を使う人を分けているのはなぜ
か考えてみましょう。

2

権力をいくつかに分割して、たがいに抑制することで権力が集中しないようにするため。

　　�アクティビティ「決め方について考えよう」に取り組もう。
　　①次の２つの決め方で選ばれるデザートは何でしょうか。
　　　多数決：第１希望が最も多いデザートを選ぶ。

　　　ボルダルール：第１希望は４、第２希望は３、第３希望は２、
　　　　　　　　　　第４希望は１のポイントをつけ、ポイントの
　　　　　　　　　　合計が最も多いデザートを選ぶ。
　　②�多数決とボルダルールの二つの決め方を比べて、それぞれの長所と短所は何か、効率と

公正に着目して考えてみましょう。

4

プリン

バニラアイス

多数決：（例）�投票結果の開票作業が簡単なため効率的だが、第一希望以外は考慮さ
れない。

ボルダルール：（例）�より多くの人にとって希望通りの結果が出るため公正だが、開
票作業に時間がかかってしまう。

　　�直接民主制と間接民主制についてメリットとデメリットをまとめてみましょう。3
直接民主制 間接民主制

メリット 国民の意思を政治に直接反映するこ
とができる。

社会の規模が大きくなっても複雑な
対立の調整をして決定ができる。

デメリット 社会の規模が大きくなると決定を行
うことが困難になる。

代表者によって決定されるため国民
の意志が反映されない可能性がある。

　　　　　、　　　 や　　　　　　 について考えたことをポートフォリオに書きこもう。5 確認確認 表現表現 第1節の問い?

学習学習
課題課題

ワークシートNo.33  教科書P.84～85

1  民主政治のしくみ
第2編第2章 国民主権と日本の政治　第1節 民主政治と政治参加／１２３４

社会をよりよくしていくために、私たちはどのように政治にかかわっていくべきでしょうか。第2編第2章の問い?

なぜ選挙や議会を通じて政治が行われるのでしょうか。第1節の問い?

40

ワークシート編

◆ 教科書に準拠した１時間ごとのワークシート。
◆ 学習指導編の展開例に対応した内容で、そのまま
使用することが可能。

◆ 解答例が記された赤刷りはデジタルデータ集
に収録。

評価問題編

◆ 単元ごとに作成した「評価問題例」と「評価問題
の解説」を掲載し、定期テストなどでの問題
作成の参考とすることが可能。

〈評価問題例〉
知識・技能や、思考・判断・表現の評価の
観点に対応した問題をバランスよく設定して
います。特に思考・判断・表現を評価する問題に
ついては、複数の資料を読み取り、現代社会の見
方・考え方を働かせて解答する問題を作成す
るなどの工夫をしています。
〈評価問題の解説〉
解答例や問題作成の意図のほか、誤答箇所別対応
でその後の指導方法を提案するなど、個に応じた
指導に対応しています。

掲載内容掲載内容

ワークシート（解答例付き）

学習指導編
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●デジタル教科書・デジタル教材のご案内 ●日文Webサイトのご案内
１人1台端末で利用する「学習者用デジタル教科書」、学習者用デジタル教科書と一体的に利用することでより学習を深めることが
できる「学習者用デジタル教科書＋教材」、電子黒板などで提示する「指導者用デジタル教科書（教材）」を発行します。個別最適
な学びの実現を目指し、授業や個別学習のサポートとなる機能・コンテンツを用意しています。多様な授業形態や機器の整備状況
に応じてご利用ください。WindowsPC・iPad・Chromebookの3種に対応しています。

日文Webサイトでは、新版教科書に関する情報や、日々の指導に役立つ様々な情報を積極的に発信しています。

いつでも拡大、いつでも書き込み
利用頻度の高い「拡大」「ペンツール」「ページ送り」の
基本機能をいつでも使いやすいように配置しています。
何度でも書いたり消したりを繰り返すことができ、間違
いを恐れず考えを深めることができます。

令和7年度から使用される新しい中学校教科書『中学社会 地理的分野』『中学社会 歴史的分野』『中学社会 
公民的分野』『中学数学』『美術』『中学道徳 あすを生きる』をご案内しています。

令和7年度から使用される新しい中学校デジタル教科書
を中心にご案内しています。

日文Webサイトの数あるおすすめコンテンツの中から、
今回は2つピックアップします。

https://www.nichibun-g.co.jp/data/education/
https://www.nichibun-g.co.jp/digital_support3/

https://www.nichibun-g.co.jp/data/web-magazine/manabito/

●  基本機能からオリジナルツールまでわかりやすく紹介します。
●  指導者用・学習者用の内容や特長などを詳しく紹介します。
●  体験版でデジタル教科書の実際の動作やコンテンツを体験
できます。ご利用にあたり、ファイルのダウンロード等は
必要ございません。

豊富なコンテンツで生徒の理解を支援

単元を貫く問いを立てる活動を助けます。

その他のコンテンツ例
・一斉授業で使いやすい「図版の単独拡大」
・読み取りに便利な「地図・グラフの凡例別表示」
・さまざまな場面で活用しやすい「NHK for Schoolリンク集」

充実した学習支援機能
文字色や背景色の変更、行間・文字の大きさ変更（リフロー機能）、総ルビ表示、本文の機械音声読み上げ、背景色・文字
色等の変更など、学習を進めやすくするための機能を実装しています。一人ひとりの特性に合った学習をサポートします。

❶リフロー機能・総ルビ表示 ❷機械音声読み上げ ❸背景色・文字色等の変更

Webマガジン「まなびと」
美術、道徳、社会、人権、共生社会、ESD、PBL、ICTなど、
様々なテーマにおいて深掘りした連載記事を中心に、定期的
に更新しています。

教科の機関誌、授業や
指導に悩む先生方へ
向けたABCシリーズ、
様々なテーマを扱った
教授用資料などを電
子ブックやPDFで公
開しています。

機関誌・教育情報

P.188-189

P.84

P.85

コンテンツ例①

本製品は開発中のため、記載の内容・画像は予告なく変更する場合があります。

動画 教科書や教科書QRコンテンツのポイントを短く簡潔に紹介します。
教科書のポイント 教科書の特長をポイント別にわかりやすく紹介します。
教科書QRコンテンツ コンテンツ紹介のほか、実際にコンテンツを触るこ
とができます。
教師用指導書 各編、資料、デジタル教材など、内容や構成を紹介します。
資料ダウンロード 内容解説資料、編修趣意書、年間指導計画案などを掲
載します。
表紙 各分野の表紙と、表紙デザインへ込めた思いを紹介します。
関連コンテンツ 教科書に関連する様々なお役立ちコンテンツを紹介しま
す。
日文が大切にしていること SDGs、特別支援教育・CUD、防災・安全、道
徳教育との関連、現代的な諸課題への対応など、教科を横断する取り組
みについて紹介します。

導入スライドショー
マスク表示

コンテンツ例②

教科書中の図版を
穴埋め問題にし、基
礎的・基本的な知
識の定着を助けます。

解答例表示
コンテンツ例③

指導者用デジタル教
材には、教科書中の
問いの解答例を掲載
しています。

学習者用デジタル教科書

その他のおすすめコンテンツ令和7年度版 中学校 
デジタル教科書サポートサイト

令和7年度版 中学校教科書 特設サイト

指導者用デジタル教科書（教材）

https://www.nichibun-g.co.jp/r7js_textbooks/
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●教科書検討の観点からみた内容の特色

教科書検討の観点 内容の特色 本冊子の主な
関連箇所

① 教育基本法及び学校教育法との関連

⇒ 取り扱っている内容は、教育基本
法に適合しているか。

教 育基本法第2条
教育は、その目的を実現するため、
学問の自由を尊重しつつ、次に掲
げる目標を達成するよう行われる
ものとする。

第1号
幅広い知識と教養を身に付け、真
理を求める態度を養い、豊かな情
操と道徳心を培うとともに、健や
かな身体を養うこと。

　民主主義の意義、国民の生活の向上と経済活動との関わり、現代の社会生活及び国際関係など
に関する基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得し、社会的事象を多面的・多角的に考察
する態度を養うことで、幅広い知識と教養を身につけることができるようにしている。

⇒P.26-33
◆ 抽象的な社会のしくみを確実に理解できるよう、本文が平易な表現になるよう努めるとともに、
写真、グラフ、しくみ図などの図版を豊富に掲載している。
◆ 情報を調べ、まとめる技能を習得できるよう、特設ページ情報スキルアップで情報リテラ
シー・情報モラルなどを身につけられるよう配慮するとともに、各所で思考ツールを用いた学
習ができるよう工夫している。

　⇒情報スキルアップ(P.64-65、92-93) 

第2号　
個人の価値を尊重して、その能力
を伸ばし、創造性を培い、自主及
び自律の精神を養うとともに、職
業及び生活との関連を重視し、勤
労を重んずる態度を養うこと。

　思考力・判断力・表現力等の向上を図りながら、自己の学習の成果を実感できる構成にしてい
る。また、社会生活ときまりの学習などを通じて、個人の価値を尊重し、自主及び自律の精神を
養えるように配慮している。さらに、職業を含む将来の生徒の生活についての学習で、職業及び
生活についての関心を高め、勤労を重んずる態度を育てることができるようにしている。

⇒P.14-15◆ 教科書全編にわたり、社会的な見方・考え方を働かせながら課題を追究したり解決したりする
問いを豊富に設け、生徒が意欲的に学習に取り組み、主体的・対話的で深い学びを実現するよ
うにしている。

　⇒アクティビティ(P.9、27、47、63、87、143、177、213など)
◆生徒にとって身近な事例を使って社会生活ときまりについて学習できるようにしている。
　⇒本文ページ(P.24-35など)

第3号
正義と責任、男女の平等、自他の
敬愛と協力を重んずるとともに、
公共の精神に基づき、主体的に社
会の形成に参画し、その発展に寄
与する態度を養うこと。

　きまりや見方・考え方の学習や、立憲主義に基づく憲法の学習を通して、個人の尊重に基づい
た民主主義と法の支配の基礎を学び、人権の意義と問題を具体的にとらえさせることなどで、正
義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずる態度を養えるよう配慮している。また、公
共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うことができる
よう配慮している。

⇒P.22-23
◆ 教科書全編にわたり、憲法、政治、経済、国際社会の学習のなかで人権の意義や問題について
考えることができるようにしている。

◆ 特設ページ明日に向かってを設け、社会参画の手掛かりとすることができるようにしている。
　⇒ 明日に向かって（P.16-17、56-57、72-73、102-103、110-111、122-123、138-139、160-
161、182-183、216-217）

第4号　
生命を尊び、自然を大切にし、環
境の保全に寄与する態度を養う
こと。

　人権、環境・エネルギー、防災・減災について考えさせることができる記述を随所に配すると
ともに、地理、歴史的分野のとの連携を重視した編修をこころがけ、生命や自然を大切にする態
度を育てることができるよう配慮している。 ⇒P.28-29
◆「人権」、「環境・エネルギー」、「防災・減災」などの資料を豊富に紹介している。
　⇒本文ページ(P.48-73、102-103、212-215など)

第5号
伝統と文化を尊重し、それらをは
ぐくんできた我が国と郷土を愛す
るとともに、他国を尊重し、国際
社会の平和と発展に寄与する態
度を養うこと。

　現代に受け継がれている日本と世界の多様な文化の学習を通して、文化の意義や影響を理解
し、多文化共生社会の重要性を認識し、我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社
会の平和と発展に寄与する態度を育てられるよう配慮している。

⇒P.24-25
◆ 国際社会共通の目標である持続可能な開発目標(SDGs)について、考えられるよう工夫してい
る。

◆ 日本の伝統文化の継承と創造の意義や、世界の中での日本の文化について取り扱っている。
◆ 我が国の領土をめぐる問題については、北方領土、竹島、尖閣諸島が日本固有の領土であるこ
とを明記し、問題の現状と、我が国の平和的な解決に向けての取り組みをわかりやすく解説し
ている。
　⇒本文ページ(P.194-195、196-197)

⇒ 取り扱っている内容は、学校教育
法に適合しているか。

◆ 学校教育法第30条第2項に示された「基礎的な知識及び技能の習得」、「課題を解決するため
に必要な思考力、判断力、表現力等その他の能力の育成」、「主体的に学習に取り組む態度の
育成」が重視されている。

⇒P.5

教科書検討の観点 内容の特色 本冊子の主な
関連箇所

② 学習指導要領との関連

⇒  取り扱っている内容は、学習指導
要領に示す目標・範囲に適合し
ているか。

◆ 学習指導要領に準拠し、基礎的・基本的な知識及び技能の定着を図り、社会的な見方・考え
方を働かせながら課題を追究したり解決したりする思考力、判断力、表現力等を高める学習を
通して、広い視野に立ち、グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及
び社会の形成者に必要な公民としての資質・能力の基礎を育成する内容になっている。

⇒P.14-15

資
質
・
能
力
の
三
つ
の
柱
を
養
う
た
め
の
創
意
・
工
夫

⇒ 基礎的・基本的な知識及
び技能の確実な定着を図
るために、どのような創
意・工夫をしているか。

◆ 本文は原則1授業時間=見開き2ページとし、この見開きで何を学ぶのかが学習課題で明確に
示されている。また、右ページの側注欄には確認コーナー、表現コーナーが設けられ、基礎的
な知識及び技能の確実な定着をねらいとした学習活動や自分の考えを説明させる問いが提示さ
れており、習得した知識及び技能を用いて文章化・言語化できるようにしている。

◆ 本文は、十分な文字量を確保し、平易な表現で、社会のしくみ、事象、考え方についての抽象
的な概念や因果関係を丁寧に叙述している。

◆ 見方・考え方コーナーを設け、学習課題の解決に向けての手がかりとなる主な「見方・考え方」
の例を示している。

◆ 見開きページの右端にインデックスを設け、学習している単元を常にわかるようにして、全体
の中に位置づけて理解しながら、学習を進めることができる。

◆ 公民+α（コラム）では、学習に関する事項を掘り下げる具体的な内容を取り上げて、理解を深
めることができる。

◆ 資料を用いた活動を示す資料活用コーナーを設けており、必要な情報の読み取りなどの技能を
高めることができる。

◆ 教科書内で関連する事項どうしを結び付ける参照ページコーナーで、多面的・多角的な見方を
することで、学習内容の定着を図っている。

◆ 連携コーナーでは、地理的分野・歴史的分野の学習とのつながりを意識した問いが示され、生
徒の理解を確かなものにするとともに、習得した知識を活用できるようにしている。

◆ 情報スキルアップによって、情報リテラシーや、社会的事象等について調べ・まとめる技能を
身につけることができるようにしている。

　⇒情報スキルアップ(P.64-65、92-93)

⇒P.10-11

⇒ 思考力、判断力、表現力
等を養うために、どのよう
な創意・工夫をしている
か。

◆ アクティビティ、チャレンジ公民では、習得した知識を使い、見方・考え方を働かせながら考
察する問いを設けている。また、考察したことや選択・判断したことを論理的に説明したり立
場や根拠を明確にして議論したりするなど言語活動に関わる学習ができるようにしている。

⇒P.14-15

⇒ 学びに向かう力、人間性
等を養うために、どのよう
な創意・工夫をしている
か。

◆ 生徒が学習の見通しをもったり学習を振り返ったりすることができるよう、教科書に単元を貫
く問い（「章の問い」、「節の問い」）を構造的に設定している。

◆ 各章の導入ページ学習のはじめにでは、活動を通して単元を貫く問いを立てたり、学習を見通
したりすることができるよう工夫している。また、何を学ぶかをとらえるための教材として、学
習内容と生徒の身近な生活を結び付けた漫画を採用しており、生徒が章の学習に取り組みやす
くなるように工夫している。
　⇒学習のはじめに(P.6-7、24-25、38-39、82-83、128-129、170-171、188-189)
◆ 各章末に設定しているまとめとふり返りページでは、学習したことをまとめ、振り返る活動を
通して単元を貫く問いに答える活動を設定している。教科書QRコンテンツ「ポートフォリオ」
を設置しており、主体的に学習に取り組む態度の見取りを支援している。

　⇒まとめとふり返り(P.22-23、36-37、80-81、126-127、168-169、186-187、220-221)

⇒P.6-7

⇒ 見方・考え方を習得・活
用するために、どのような
創意・工夫をしているか。

◆ 本文ページには見方・考え方コーナーを設け、その見開きでの学習課題の解決に向けての手が
かりとなる主な見方・考え方の例を示している。

◆ 学習指導要領の中項目にて例示されている見方・考え方について、各編の冒頭の本文ページに
て丁寧に説明しており、確実に習得し、その後の学習で活用できるようにしている。

⇒P.14-15

⇒ 見方・考え方を働かせた
主体的・対話的で深い学
びを実現するために、どの
ような創意・工夫をして
いるか。

◆ アクティビティなど、本文ページの学習のなかで見方・考え方をくり返し働かせられるように
工夫している。また、本文の内容に基づいた具体的な社会の課題の解決を見方・考え方を活用
しながら考察、構想することができる、チャレンジ公民を各単元末に設けている。
　⇒チャレンジ公民（P.34-35、78-79、124-125、184-185、218-219）
◆ 話し合いなどの対話的な活動が想定される問いには学び合いマークを付している。

⇒P.14-15

※青字の「⇒（P.000）」は教科書のページ数です。
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教科書検討の観点 内容の特色 本冊子の主な
関連箇所

③ 構成・配列

組
織
・
配
列
・
分
量

⇒  各編章の学習を行うのに、
効果的な組織・配列に
なっているか。

◆ 各編章は導入ページ「学習のはじめに」で単元を貫く問いを立てたり、学習を見通したりする
ことができるようにしている。本文ページでの学習を終えた後のまとめとふり返りページでは、
単元を貫く問いに答える活動を行う。この構成を各内容のまとまりで一貫させることで、生徒
が学習を効果的に進めることができるようにしている。

⇒ P.6-7、
12-13

⇒構成や分量は適切か。
◆ 配列は、「私たちと現代社会」「私たちの生活と政治」「私たちの生活と経済」「私たちと国際社
会」の4編構成で、社会の課題を自ら考え、主体的に関わろうとする態度を養える工夫をして
いる。学習指導要領が示す公民的分野の授業時数100時間で授業が完結できる。

⇒ P.6-7、
20-21

内
容
の
選
択

⇒ 現代社会の特色を理解す
るために、どのような内容
が選択され位置づけられ
ているか。

◆ 第1編第1章「私たちと現代社会」は、地理と歴史の学習成果を生かした、公民全体の導入と
明確に位置づけている。少子高齢化、情報化、グローバル化という現代日本の特色や、持続可
能な社会については、教科書を通して重点的に学習し、日本の伝統・文化の特徴を多面的に捉
えて関心をもたせ、文化が現代社会を規定する大きな要因であることを理解できる。
　⇒伝統と文化（P.18-23、202-203など）
　⇒持続可能な社会（巻頭1-巻頭2、14-15、16-17など）

⇒ P.28、
28-29

⇒ 政治単元では人権を中心
に、どのような内容が選択
され位置づけられている
か。

◆ 第2編「私たちの生活と政治」では、個人の尊重を基礎として、第1編のきまりや合意する方
法の学習の延長線上にある民主主義の理解に基づき、憲法を学習できる単元構成になっている。

◆ 立憲主義に基づいて民主政治が行われていることに着目させ、憲法の目的は人権保障であるこ
とを学習できる。基本的人権の尊重を深める学習をはじめ、個人情報保護や環境権など現代社
会の人権の課題も取り上げている。

◆ 三権分立などの民主政治全体のしくみを理解してから、個別的に学習を深める工夫がなされて
いる。地方自治は、地域の調査や見学などを通じて理解できる工夫をし、国政では、国会のし
くみや働き、内閣では国民主権と行政との関係、裁判所では公正な裁判と人権尊重を明確にし
ている。

⇒P.28

⇒ 法に関する内容は、どのよ
うに選択され位置づけら
れているか。

◆ 社会の変化に対応し、身近な事例から、きまりの意義や契約と責任、法による人権保障、裁判
員制度などについての基礎から実践的な内容を取り上げている。 ⇒P.23

⇒ 経済単元では身近な経済
活動と市場経済を中心に、
どのような内容が選択さ
れ位置づけられているか。

◆ 第3編「私たちの生活と経済」では、消費の学習で、具体的事例から家計・流通・価格、市場
経済の意義に関心をもって学習できる。生産の学習で、株式会社のしくみと企業の競争の意義、
景気の問題、労働について、基礎をふまえて実践的な内容を学習できる。金融の学習で、金融
の意義や日本銀行の役割、為替相場のしくみの基礎を学習できる。財政の学習で、財政のしく
みを学習した上で、消費者保護、社会保障、公害対策を学び、国民生活に果たす役割を系統的
に学習できる。

⇒P27

⇒ 金融に関する内容は、ど
のように選択され位置づ
けられているか。

◆ 金融機関や日本銀行などの基礎的な金融のしくみのほか、株式、外国為替相場、金融商品のリ
スクとリターンなどの実践的な内容を取り上げている。

⇒ 国際単元では平和と環境
を中心に、どのような内容
が選択され位置づけられ
ているか。

◆ 第4編第1章「私たちと国際社会」では、国家主権の相互尊重によって、国際社会が成立して
いることを理解させ、国際連合のしくみと働きを学び、国際協力の大切さを、日本国憲法の平
和主義の精神を生かしながら理解できるように配慮している。また、グローバル化が進み、戦
争と平和・南北問題や資源・エネルギー、地球環境問題など多様な国際社会の問題に対して、
多面的・多角的に考えさせる工夫をしている。

⇒ P.26、
29

⇒ 課題探究活動では、持続
可能な社会を考えるため
に、どのような内容が選択
され位置づけられている
か。

◆ 第4編第2章「私たちの課題」では、義務教育の終了にあたって、中学校社会科三分野の学習
の成果を生かしたレポート作成を、持続可能な社会の観点から課題を探究でき、社会参画する
態度を養うための手掛かりとなる内容の工夫をしている。

⇒P.25

⇒ 環境・エネルギーにかか
わる内容は、どのように選
択され位置づけられてい
るか。

◆ 地球規模の環境問題に対する国際社会の取り組みや、日本のエネルギーミックスなどの課題に
ついて取り扱っており、生徒が考察・構想できるようにしている。
　⇒環境・エネルギー(P.175、212-215、218-219など)

⇒P.29

⇒ 防災・減災にかかわる内
容は、どのように選択され
位置づけられているか。

◆ 東日本大震災を取り扱い、自助・共助・公助の観点から、持続可能な社会と関連付けて復興に
向けて考えさせるなど、教科書の随所に公民の学習と関連した内容を設定している。
　⇒防災・減災（P.11、102-103、224など）

⇒P.28

教科書検討の観点 内容の特色 本冊子の主な
関連箇所

内
容
の
選
択

⇒ 持続可能な社会、持続可
能な開発目標 (SDGs)に
かかわる内容は、どのよう
に選択され位置づけられ
ているか。

◆  SDGsに特に関連の深い教材についてはSDGsマークを付記している。
◆ 巻頭見返しにて17の目標を示すとともに、関連する内容を第1編から第4編までの学習の随所
に登場させており、教科書全体を通してSDGsについて考えられるようにしている。
　⇒持続可能な開発目標（巻頭1-巻頭2、14-15、16-17、191、199、216-217など）

⇒P.24-25

⇒ 我が国の国土と歴史への
理解と愛情にかかわる内
容は、どのように選択され
位置づけられているか。

◆ 国歌・国旗については、国のシンボルとして相互に尊重することを本文に明記している。我が
国の領土をめぐる問題については、日本固有の領土である北方領土、竹島に関し未解決の問題
が残されていること、日本固有の領土である尖閣諸島に解決すべき領有権の問題は存在してい
ないことを明記しており、竹島、北方領土、尖閣諸島を取り巻く情勢と、我が国の平和的な解
決に向けての取り組みを考えさせることができる。

⇒P.31

⇒ 平和や国際理解にかかわ
る内容は、どのように選択
され位置づけられている
か。

◆ 日本と世界の多様な文化の学習を通して、文化の意義や影響を理解し、多文化共生社会の重要
性を認識し、我が国や郷土を愛する心情を育てるとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と
発展に寄与する態度を育てる内容となっている。
　⇒本文ページ（P.192-193、194-195、196-197）

⇒P.29

指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
と
の
関
連

⇒ ウェルビーイングとかかわ
る学びについて、どのよう
な配慮がなされているか。

◆ 生徒が、社会を構成する当事者として、個人と社会の幸せのために、多様性と包摂性のある持
続可能な社会をめざして、自ら主体的に考え、学びを人生や社会に生かそうとする学びに向か
う力、人間性等の涵養ができるような教材が設けられている。

⇒ P.20-21、
22-23
24-25

⇒ 個別最適な学び、協働的
な学びについて、どのよう
な配慮がなされているか。

◆ 個別最適な学びについては、指導の個別化の実現のため、前述の教科書QRコンテンツ「確認
小テスト」など、生徒の学習到達度に応じて教師から柔軟に提供できる多様な教材を設けてい
る。また、第4編第2章は生徒自身が課題を発見し、探究活動を進めることを想定しており、学
習の個性化が実現できる。

◆ 協働的な学びについては、アクティビティなど生徒同士で協働して取り組む課題を随所に設け
ているほか、明日に向かってやチャレンジ公民では、持続可能な社会の創り手となるべく地域
社会の住民など多様な他者と協働して社会参画を試みる教材を複数設けている。そのような
箇所には学び合いマークを付している。

⇒ P.16-17、
20-21

⇒ カリキュラム・マネジメン
トについて、どのような配
慮がなされているか。

◆ 「法教育」「主権者教育」「消費者教育」「キャリア教育」など社会とのつながりや、道徳科との
関連について関心・意欲を持って学習できるように工夫されている。

◆ 学校ごとの生徒の姿や地域の実情に合わせ選択・活用できるように各種の教材が設けられている。

⇒P.22-23、
36-37

⇒  ICTを活用して学習を効
果的に進められるように
工夫しているか。

◆ 教科書紙面に二次元コードを掲載し、発行者webサイト上で公開している動画や資料、ワーク
シート等のデジタルコンテンツである教科書QRコンテンツに生徒が主体的にアクセスできる
ようにしている。

◆ 教科書QRコンテンツのある箇所には、タブレットマークを配置しその内容を示している。

⇒ P.16-17、
18-19

⇒ デジタル教科書・教材の
発行予定はあるか。

◆ 教科書に完全に準拠し、拡大・リフロー、音声読み上げ、色の反転・配色設定、総ルビ表示と
いった特別支援機能を持つ学習者用デジタル教科書や、動画・アニメーション表示などの豊富
なコンテンツを収録し、電子黒板や1人1台端末などで操作することができる指導者用／学習
者用デジタル教材の発行が予定されている。

⇒P.44-45

⇒ 情報活用能力の育成につ
いてどのような配慮がな
されているか。

◆ 社会科におけるICT機器を利用した学習を促進し、情報活用能力を育成できるようデジタルコ
ンテンツを提供している。

◆ アクティビティなど、生徒がグループ活動等を通して主体的に問題解決・探究学習を行うため
の教材を随所に設けている。また、そのような学習に際して、情報を整理・比較などするため
の思考ツールを巻末「思考ツールを使ってみよう」にて豊富に紹介している。

⇒P.32

⇒ 生徒の家庭学習に対して、
どのような配慮がなされ
ているか。

◆ すべての節に教科書QRコンテンツ「イントロダクションムービー」が用意されている。節の
学習の見通しをもつにあたって役立つ教科書完全準拠の動画コンテンツで、家庭での予習にも
利用できるように工夫している。

◆ 基礎的・基本的な知識に関する一問一答の問題である教科書QRコンテンツ「確認小テスト」
を用意している。答え合わせや誤答した問題の振り返りを生徒自身で行え、家庭での予習・復
習にも利用できるように工夫している。

◆ 「巻末法令集」の日本国憲法には、難しい用語に解説を付している。また、「用語解説」や「類
似用語集」を設けて、難しい用語や類似用語のちがいを解説している。

　⇒用語解説（P.258-259）　⇒類似用語集（P.260-261）

⇒ P.16-17、
P.33

他
校
種
・
他
教
科
・

他
分
野
と
の
接
続

⇒ 小学校社会科との連携や、
生徒の発達の段階に対し
て、どのような配慮がなさ
れているか。

◆ 導入ページ「学習のはじめに」では、小学校社会科における公民的分野に関わる学習内容を再
確認できる構成にしている。
　⇒小学校で学習した内容（P.7、25、39、83、129、171、189）
◆ 生徒が思考力、判断力、表現力等を養う学習では、空欄への記入や自由記述などの解答方式
や、考えるための技能について、発達の段階を考慮した配列となっている。

⇒P.36-37

資料編資料編 資料編②デジタルへの対応 ③主権者の育成 ④わくわくする教科書 学習上の配慮 分野・教科間連携 地域事例①指導と評価
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これが好き。なんでだろう？もっと、知りたい。
心が動く、瞬間。それは、「学び」のはじまり。

感じ、考え、想像し、表してみる。
そこから生まれる、一つひとつが、あなただけのもの。

それを贈り合ったら、うれしくなる。
心が満ちて、次の「やってみたい」が湧いてくる。
ほかの誰かと混ざり合ったら、ちがう景色が見えてくる。

そんな学びが、
あなたの、みんなの世界を耕していく。

私たちは、学びのはじまりを大切にし、
その先に広がる一人ひとりの未来をともに育みたい。

心が動く、そのそばで。

日本文教出版は創業より、子どもの中に生まれる学びを大切にした

教科書・教材の発行に挑戦し続けてきました。

どんなに時代や社会が変わっても、大切にしたいこと。

その想いを、志（Purpose）に込めています。

私たちはこれからも、一人ひとりの心が動く瞬間に寄り添いながら、

その先に広がる未来をともに育んでいきます。

日本文教出版の志 - Purpose教科書検討の観点 内容の特色 本冊子の主な
関連箇所

他
校
種
・
他
教
科
・
他
分
野
と
の
接
続

⇒ 地理的分野や歴史的分野
との連携について、どのよ
うな配慮がなされている
か。

◆ 巻頭に地理・歴史とのつながりを設け、地理的分野・歴史的分野で学習した内容をふり返り、
公民的分野での学習内容について興味・関心を喚起させるようになっている。また、巻末に世
界地図と現代史年表を掲載し、地理と歴史の知識を公民の学習に参照できる工夫をしている。

◆ 本文ページ脚注の連携コーナーにおいて、生徒が地理と歴史の既習事項をふり返り、活用する
ことができる。
⇒地理・歴史とのつながり（巻頭3)
⇒連携コーナー（地理・歴史）（P.19、59、89、119、153、193など）

⇒P.36-37

⇒ 高等学校公民科との接続
について、どのような配慮
がなされているか。

◆ 巻末に高校の公民科「公共」とのつながりを設け、高等学校公民科ではどのような学習を行っ
ていくのかの見通しを持つことができるよう工夫している。
⇒高校の公民科「公共」とのつながり(巻末1)

⇒P.37

⇒ 他教科との関連について、
どのような配慮がなされ
ているか。

◆ 巻末に公民と他教科とのつながりを設け、公民的分野の学習内容と他教科との関連を示唆し、
教材を多面的・多角的なとらえ方ができるよう工夫している。
⇒公民と他教科とのつながり(巻末3)

⇒P.37

⇒ 道徳教育との関連から、
取り扱う内容はどのよう
になっているか。

◆ 教科書全体が個人の尊重の考え方を基本理念として構成されており、取り上げられている教材
は、人権尊重・男女共同参画などの観点から適切に選択されている。

◆ ルールの学習に基礎を置き、広い視野から考え、身近なところから課題を見いだし、国民主権、
ボランティア・NPOの学習、レポート作成の学習を通じて社会参画への関心や意欲を養い、持
続可能な社会の形成に参画する態度を養えるようにしている。

⇒P.37

④ 正確性及び表記・表現

⇒ 文章および図版等の表現は正確
か。

◆ 本文や写真・グラフ・しくみ図・イラスト等の図版類すべてにわたり、内容はもとより用語の
一つ一つにも細心の注意を払うとともに、きわめて正確でかつ最新の資料を選択している。 ⇒P.10-11

⇒ カラーユニバーサルデザインや特
別支援教育への対応や、表記・
表現について、どのような工夫や
配慮がなされているか。

◆ 特別支援教育・カラーユニバーサルデザインの専門家の校閲を受け、すべての生徒が等しく情
報を読み取ることができるように、配慮が行きわたっている。

◆ 本文は、原則1授業時間=見開き2ページとなっており、紙面は学習内容を理解しやすいよう
に、授業や生徒の思考の流れに即したレイアウトで構成されている。

◆ 見開きページの右端には、インデックスを設けて、生徒が学習している単元を常に確認できる
工夫がなされている。

◆ 文字は、視認性の高さで実績のあるユニバーサルデザインフォント（UDフォント）を使用して
いる。

◆ 本文は平易な文章で、抽象的・網羅的な記述を避けて、具体的に記述している。
◆ 漢字の使用は、細心の注意を払い、小学校で未習の漢字や、固有名詞などは見開き2ページの
初出にふりがなを付し、読みまちがいのおそれがあるものや人名等については教育漢字であっ
ても極力ふりがなを付して、読み取りやすくしている。

◆ ふりがなは、大きめのゴシック体を使っており、視認性を高める配慮をしている。
◆ 重要語句は太字にして、全てふりがなが付されている。ていねいな解説をした側注も充実し、
振り返りと広がりを意識した参照ページが随所に付され、内容理解の促進が図られている。

◆ 図版には番号を付すとともに、本文にも関連する図版番号を添えており、本文と図版を関連し
て読み取らせるようにしている。

◆ 第1～4編の編ごとに単元の色を統一して示すことで、現在、学習している単元がつねにわか
るようになっている。

◆ 地図・グラフ等の図版類は、カラーバリアフリーに配慮した配色にするほか、形や模様、線の
種類など、色以外の情報でも識別できるように配慮している。

◆本文が22、26ポイントの2種類の拡大教科書の発行が予定されている。

⇒P.34-35

⑤ 造本

⇒大きさ・判型について ◆ 見開きページの情報量を充実させるため、ワイドなAB判が採用されている。 ⇒P.8-9

⇒印刷の鮮明さについて ◆ 文字や写真、イラストなどの印刷は鮮明で、読み取りやすく、生徒の興味・関心を高めること
ができる。 ⇒P.10-11

⇒ 耐久性や人や環境への配慮がな
されているか。

◆ 製本は、堅牢なあじろ綴じを採用し、針金綴じよりも大きく開き、かつ閉じにくい本になって
いる。また、良質で軽い紙を使用して重量をおさえるとともに、十分な強度で裏写りが少なく
なるよう配慮され、表面も汚れを防ぐよう加工している。

◆ 印刷は、植物油インキを使用している。また、製本には化学物質過敏症の原因物質は可能なか
ぎり使用せず、再生紙を使用して人体や環境への影響を少なくしている。

⇒P.34

⇒ 装丁にはどのような工夫がなされ
ているか。

◆ 表紙の装丁は、現代社会、憲法、政治、経済、国際社会といった公民的分野の学習内容を想起
させる写真を配置している。また、情報科、化学・技術、社会参画、多様性、グローバル化、
持続可能な社会をイメージしてデザインしている。

表紙、
⇒P.34

資料編資料編
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