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リレーエッセイ

それぞれの「あの日」
未来につなぐ防災教育

　災害は、「いつでも・どこでも・だれにでも」起こる。 

そう分かっていても、どこか緩んでいる自分がいる。 

あの阪神・淡路大震災を体験したのに…。悲痛な光景

の記憶は鮮烈であり、多くの心ある人たちの善意と協

力も忘れられない。その後、東日本大震災の被災地に

立つこともあった。一人一人に特別な「あの日」がある。

人によっては、命日でもあり、誓いや祈りの日でもある。

　「ここは被災地ではなく復興地だ！」と言い換える人

がいた。生き残った人たちは、亡くなった方のことを思い、

どん底から立ち上がっていく。

　確かに体験者の声は貴重で力強く、防災教育の推進

役になってきた。若い教師が「自分は震災を知らないの

で、やはり指導しにくい」と躊躇する話もよく耳にする。

謙虚な姿勢は理解できるが、体験者は自身の体験に引

きずられる傾向がある。

　むしろ、体験していないからこそ「バランスよく学べる

こと」を強みにできるはず。若い教師こそ、これからの

防災教育の推進役になってほしい。

　日本は災害列島であり、「自助・共助・公助」の大切

さが叫ばれている。しかし、超過密や超過疎、超高齢

化が進み、私たち一人一人の意識と行動が改めて問われ

ている。寺田寅彦氏の「天災は忘れた頃にやってくる」

の名言から、先人が「人災は忘れた心にやってくる」と

訴えている。私自身も、災害の教訓とは具体的に何だっ

たのかをもう一度学び直して、「心と物の備え」を自分

に課してみたい。

　社会科の教科書にある防災教育のページを見ると、

一枚一枚の写真の重さに立ち止まってしまう。

　一人一人の生身の人間がいて、そこで生きていること

に思いをはせることが何よりも大切である。子どもたち

には「懸命に生きる人」に着目してほしい。防災教育に

は『生き方を学ぶ』よさがあり、一人一人のよ

りよい未来につながる力がある。

神戸女子大学特任教授　宮本 晃郎

宮本 晃郎（みやもと あきお）  
専門分野／学校教育学
主要著者／『しあわせ はこぼう』（共著：神戸市防災教育副
読本）・『わたしたちの神戸』

（共著：神戸市地域学習副読本）など
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「乙
おと

訓
くに

スタンダード」の
取り組み

●京都大学大学院教育学研究科　教授  西岡 加名恵

1 スタンダードとは何か

　文部科学省国立教育政策研究所教育課程研究セン
ター『学習評価の在り方ハンドブック　小・中学校編』
（2019 年）には、「評価に戸惑う児童生徒の声」とし
て次のような言葉が紹介されている。「先生によって
観点の重みが違うんです。授業態度をとても重視する
先生もいるし、テストだけで判断するという先生もい
ます。そうすると、どう努力していけばよいのか本当
に分かりにくいんです。」――このような戸惑いは、
成績づけに関する評価計画が不明瞭であることによっ
て生じていると考えられよう。
　社会的に共通理解された目標・評価基準のことをス
タンダードと言う。日本では、スタンダードと言えば
学習指導要領を思い浮かべる方が多いだろう。しかし
ながらスタンダードは本来、教科教育の専門家集団が
作る、複数の学校が合同で作る、といった具合に、ボ
トムアップでも作られうるものである。
　日本においても、京都府の乙訓地方（長岡京市、向

む

日
こう

市、大山崎町）の 8校の中学校が共同でスタンダー
ドを作った例がある。以下、その取り組みについて紹
介しよう。

　「乙訓スタンダード」作りの取り組みが始まったの
は、2011（平成 23）年度のことである。2010 年の
指導要録改訂を受けて、8中学校では、2012 年から
の施行に向けて、改めて学力評価計画を策定する必要
性が高まっていた。その際、乙訓地方中学校長会にお
いて、評価計画について何らかの統一的な方針を打ち
出そうという判断がなされた。従来から、観点別評価
と評定の「レベル設定（カッティングライン）」等の
合意はあったものの、緩やかなものにとどまっていた。
保護者や生徒から高校入試の内申書に強い関心が寄せ
られる中、教師たちには説明責任がひときわ重く問わ
れる。また学校を異動するごとに異なる評価計画に対

2「乙訓スタンダード」開発の背景

応しなくてはならないという負担もかかっていた。さ
らに 2008 年改訂学習指導要領において「思考力・判
断力・表現力」重視の方針が打ち出されたことから、「思
考力・判断力・表現力」を育成するための指導と評価
の改善を図りたいという意向もあった。

　中学校長会の決定を受けて、2011 年 8月には全教
員を対象にアンケートが実施された。教員への依頼状
では、スタンダードの意義として、評価の信頼性・妥
当性が高まること、教育実践の指針となること、説明
責任を果たしやすくなること、進学先に対しても取り
組みをアピールできることが説明された。また、アン
ケートを踏まえて校長会としての原案を作成したの
ち、もう一度、各校での検討を経て決定するという「決
定までの流れ」が示された。
　アンケートは、観点別評価のための評価資料とＡ /
Ｂ / Ｃの判断基準の方式、各観点の重みづけ、観点別
評価を「評定」に変換するルールについて、各教員に
希望を尋ねるとともに、意見・要望・質問を自由記述
で求めるものとなっていた。また、観点別評価におい
て用いられる「必要最小限」の評価資料は何かについ
ての質問項目が入っていた。
　その後、アンケートの集計結果を踏まえ、中学校長
会が「乙訓スタンダード」の原案を作成した（2011
年 11 月）。さらに、各校の職員会議等で原案につい
て検討したのち、原案を一部修正して 2012 年度用の
「乙訓スタンダード」の確定へと至った（2011 年 12
月）。

　「乙訓スタンダート」では、【評価計画Ⅰ】として、
まず「評定」用ルーブリックによって各評点に期待さ
れる学力実態が示された。また、【評価計画Ⅱ】として、

3「乙訓スタンダード」作成のプロセス

4「乙訓スタンダード」の内容
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▲ 図解「乙訓スタンダード」

↑「評定」用ルーブリック

↓変換ルール、重みづけ

→
重
要
な
目
標

→
評
価
方
法

「観点別評価」からの変換ルールが決められた。変換
ルールについては、①％に変換する方式と、② ABC
の組み合わせによる方式の２つのうち、約 8割の教
員が希望した①が採用された。
　「観点別評価の重みづけ」については、教科ごとに
集計されたアンケート結果を踏まえて決定された。例
えば社会科であれば、各観点に対応する重みづけはそ
れぞれ 20％・25％・25％・30％といったようであっ
た（2021 年度以降は、40％・35％・25％に改訂さ
れている）。これらの％は、基本的にはアンケートに
おいて算出された平均値や頻出パターンを踏まえつ
つ、切りのよい数字が採用された。
　学校間で統一した評価計画を立てれば、各学校や教

員の自由裁量を縮減してしまう懸念もある。そこで、
「乙訓スタンダード」として統一を図ったのは以上の
範囲であり、以下は参考資料として示された。
　「乙訓スタンダード」では、観点別評価に対応させ
て各単元で設定すべき「必須目標」、ならびに成績づ
けのための評価方法と評価の時期について計画するた
めの書式も示された。特に「評価方法については、途
中経過を確認し、指導と学習を改善するためのもの（形
成的評価）と、成績づけのためのもの（総括的評価）
とを明確に区別して計画する」、「成績づけのための評
価方法については、必要最小限のものに絞ることによ
り評価の効率化を進める」という方針が示されたこと
は、評価に関わる教員の過剰な負担を軽減しつつ、妥

当性の高い評価方法について考えることを促すもので
あった。評価方法については、「思考力・判断力・表
現力を育成するため、パフォーマンス課題を可能な範
囲で取り入れる」ことが推奨された。パフォーマンス
課題とは、複数の知識やスキルを総合して使いこなす
ことを求めるような複雑な課題である。具体的には、
レポートなどの作品を作る課題や、プレゼンテーショ
ンなど一連の実演に取り組む課題が含まれる。

　2012 年度以降、「乙訓スタンダード」は評価方法

れ、8校で共有された。スタンダードの策定が、教育
実践の改善につながったと言えるだろう。

＜参考文献＞
・ �西岡加名恵『教科と総合学習のカリキュラム設計――パフォーマンス評価をどう

活かすか』図書文化、2016 年
・ �田中耕治・西岡加名恵編著『内申書を問う――教育評価研究からみた内申

書問題』有斐閣、2024 年

● 西岡 加名恵（にしおか かなえ）

専門は教育方法学（カリキュラム論、教育評
価論）。日本学術会議第 26 期会員、日本教
育方法学会理事、日本カリキュラム学会理事、
文部科学省中央教育審議会教育課程部会臨時
委員など。

5 評価方法に関する研究の発展

の具体に迫る共同研究を活
性化する基盤となった。具
体的には、まず乙訓地方中
学校教育研究会の夏期研修
会（2012 年 8月）におい
て、各教科部会で教員が 1
学期の筆記テストを持ち寄
り、「思考力・判断力・表
現力」を評価する問題の出
し方について議論する機会
が設けられた。また、すで
にパフォーマンス課題に取
り組んでいる教員がその成
果を他の教員に紹介する機
会も設けられた。その後も、
夏期研修会で、実践研究が
重ねられていった。2015
年度末には、それまでに蓄
積された各校での実践事例
をまとめた冊子が印刷さ
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5 年生

どうしてUさんは4回にも 分けてキャベツを 作っているのかな。
収入について
１回失敗しても２～４回目が
ある。
8,9,10月も売れる
 ↳まちのPR

人数が少ない
有機肥料を使う（甘くするため）

 大 変　広 い
 （2人で）　手作業

・月ごとに寒さが変わる→キャベツ作りに。

 温度がちがう　利用する

・旭川　雪　嬬恋は 高さ  を

　次回　 高さを利用して冬は ？

収かくする量
キャベツ１このねだんを
◎下がらがように。
◎新鮮なキャベツを。

時期をずらす
4か月間ずうっと。
他県とちがう時期

⇒

安定⇒
キャベツが
すき

◎高さを利用
低いところ あたたかい
高いところ 寒い

米

低

高

のときも

少
し
ず
つ
寒
く
な
る

〇月〇日

Uさん

子どもが自身の生活経
験と結びつける学びを
●神奈川県横浜市立日枝小学校 副校長 石川 和之

　本単元「（気候や）地形に特色のある地域のくらし～（旭
川のAさんと）嬬恋のUさんのキャベツづくりを追って～」
（５年）は、「『地形』や『気候』などに着目して、国土の自
然条件から見て特色ある地域の人々の生活を捉えること」が
ねらいである。さらに、事例地の選定にあたっては、山地や
低地など「特色ある地形条件の地域」と、温暖多雨や寒冷
多雪など「特色ある気候条件の地域」の中からそれぞれ１つ
ずつ取り上げることになっている。
　今回は、地形条件では「山地」、気候条件では「寒冷多雪」
の地域をそれぞれ取り上げ、まずは、寒冷多雪地域の人々の
生活について「旭川市の越冬キャベツ作り」を通して学んだ。
そのうえで次の２枚のキャベツ畑の図版を見比べ、「単元の
学習問題」をつくった。

発問例
　今日の学習問題について
自分の考えと、理由もあれ
ばぜひ言ってください。

　（広さの話題が出たところで、）そもそも、
U さんの畑は嬬恋村のどこにあるのでしょう
か。（資料提示のタイミングへ）

　このように高さ（ここでは地形だが、
旭川のように気候についても）を生か
しているところは、他にもありますか。

板書の
Point

　子ども自身の作成した主な
資料を、視点別に整理しなが
ら黒板上に置くようにする。

　資料提示後、「高さが高くなると、気
温が低くなって寒くなった経験」を出し
やすくなるように、黒板の真ん中に配置。

　「高さを利用」することで、どんなこと
が可能になったのか、子どもの気づきか
ら矢印を周りの視点に引くようにする。

　単元の学習問題「嬬恋村などの土地の高い地域では、そ
の地形を生かしてどんな生活をしているのかな。」に対する
予想から、次の２つの学習計画を立てた。
①  夏キャベツを作っている嬬恋村は、どんなところなのかな。
②  嬬恋村の U さんはどうやってキャベツを作っているのかな。

子ども自身で調べる中で、標高差の激しさに驚き、「段ボー
ルで地形の凸凹をわかりやすくしてみたい！」という子どもも
現れた。また、その手作り地形図（タイトル右側）とともに、
嬬恋村の U さんのキャベツ作りについて共有する中で、わかっ
たこととともに、改めてわからないこと（新たな問い）を見出
すことができた。その問いについて追究する本時では、子ど
もが自身の生活経験と結びつけられるように、資料提示のタ
イミングを工夫した。
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本時の展開例

児童の活動と内容 指導上の留意点

…配分時間　
教…教師の発問・指示・説明例
児…予測される児童の発言

①今日の学習問題を確認する。� 5分

教  今日の学習問題は何でしたか。４回「に」？４回「にも」？
児 どうして１回じゃないのか知りたいから、４回「にも」。

・ 前の時間に U さんの農事暦を
じっくり見ることで、「旭川の A
さんは苗植えと収穫を同じ時期に
１回だけするのに対して、どうし
て嬬恋の U さんは４～７月まで４
回も時期をずらして収穫している
のか」について疑問をもったこと
を確認できるようにする。

本時の学習問題 　どうしてUさんは４回にも分けてキャベツを作っているのかな。

②�自分の考えの根拠を出し合い、学習問題について考える。� 20分
教  学習問題について、自分の考えをどうぞ。
児   【△収入面について】１回目の収穫で失敗しても、２～４回目の収穫で収

入を得られるから。
児   【■収穫の時期について】他の都道府県が作っていない夏の４か月間ずうっ

とキャベツを売ることができるから。
児   【◎収穫する量について】一度にたくさん作ると、価格が下がってしまうから。
児   【◆働く人数について】U さんが２人で作業するのに、一度に全ての畑で

は手作業で収穫できないから。
教  その広い U さんの畑は、嬬恋村のどこにあるのでしょうか。

・ それぞれの子どもがどのような視
点で考えているのか事前に見取
り、座席表等に記号（△、■、◎、
◆…）でチェックしておくようにする。
・ 子ども自身が

作 成した資
料を大 事に
しながら聞く
ようにする。
・ 子どもから「広さ」についての視

点が出たところで、関連させて資
料を提示するようにする。

③ �Uさんの畑の苗植え・収穫時期とそれぞれ４つの畑の標高の資料を
見て、Uさんが山の標高差をどのように利用してキャベツを作っている
のか考える。� 15分

教   ～さん、「あ！」と驚いていましたが、何か気づきましたか。
児  だんだんと土地の低い場所から順番に苗植えをしています。
児  標高が高くなるほど涼しくなるから、低いところから苗植えをしています。

100ｍ高くなると、0.6℃気温が下がるらしいです。
児  私は、山に２回、登ったことがあるんですけど、どちらの山に登ったときも、

最初は寒くなくて冷たいお茶をガブガブ飲んでいたのに、頂上に近づけば
近づくほど、すごく寒くなってきて、結局、頂上では、温かいおしるこを
飲んだことがあります。

・ 子ども自身が作った手作りの地形
図に、４つの畑ごとの苗植え・収
穫時期を順番に示していく。

・ 子ども自身が自分の生活経験との
結びつきを見つけられるようにす
ることで、理解を深める。

④本時の学習をふり返り、次時への見通しをもつ。� ５分
児  標高差を利用することで、収穫時期も長くできます。
児  旭川は大変な雪を、嬬恋は高さを、うまく利用しています。
児  キャベツを作っていない冬は何をしているのか調べたいです。

・ 高さを利用することで、収入面や
収穫時期、収穫する量、働く人
数といった課題についても克服し
ている点に気づけるようにする。
・ 次時への見通しももてるようにす

る。

本時の評価

　U さんが山の標高差をどのように利用してキャベツ
作りに取り組んでいるのか考え、立体地図からわかる
標高差による気温の違いを根拠にして説明している。

（思考・判断・表現）

本時の目標

　嬬恋村で時期をずらしてキャベツを作っているわけを、U さんについ
ての資料をもとに話し合うことを通して、U さんが山の標高差をどのよ
うに利用してキャベツ作りに取り組んでいるのか考えることができるよ
うにする。

Aさん

Uさん

Uさん
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15 社会的な問題を通して考える
「効率」と「公正」

●兵庫県明石市立錦城中学校 田沼 亮人

　「対立」「合意」「効率」「公正」は公民的分野を学ぶ上で
基本となる見方・考え方である。教科書では、合唱コンクー
ルにおいて体育館と音楽室をどのように使うのかということか
ら「効率」と「公正」を考えさせている。また、これまでの
先行実践などでも、部活動での体育館やグラウンドの使用に
ついてなど、学校の事例から考えさせることが多く見られた。
しかし、体育館やグラウンド、教室の使用について、生徒が
自治的に決めている学校では容易に実践できるが、そうでは
ない学校では現実と授業内容がリンクしておらず、子どもた
ちに切実性をもたせることが難しい。学校の合唱コンクール
や部活動のあり方を見つめ直し、生徒主体にすることもでき
るかもしれないが、１教科の都合で学校全体のしくみを変更
することは容易ではない。

　子どもたちに切実性をもたせ、学ぶ意味を見出させるため
には現実社会で起こっている社会的な問題を取り上げること
が必要ではないか。生徒が最も身近に感じる事例は、校区
や居住する市区町村など身近な地域で起こっている問題であ
る。そのようなネタはゲストティーチャーに話を聞くこともで
きる。しかし、身近な地域で起こっている問題を取り上げると、
保護者や生徒の関係する人に利害関係者がいることなどもあ
り難しいことがある。そのため、子どもたちが身近に感じられ
るとともに、身近過ぎない社会的な問題について一言意見を
述べられるような事例を選択し、生徒の学ぶ意味を見出させ、
見方・考え方を育成させたい。

学習課題「効率」と「公正」の判断基準から姫路城の二重価格について考えよう。

Ｑ		なぜ、順番を並ぶのに違い
があるのだろうか？

・不公平が起こらないように
・トラブルを防ぐ
・	待つ時間を平等にしている

・席が余らないようにしている
・	無駄なく有効活用できるよう
にしている

効率…無駄をなくす
公正→手続きの公正…みんなが決定に参加しているか
　　　機会の公正　…対等な立場で決定に参加しているか
　　　結果の公正　…立場が変わっても受け入れられるか

Ｑ　姫路城の「二重価格」導入に賛成か、反対か？

賛成
・	値上げによって姫路城の修理に必要
な経費を得ることができる
・	海外の観光地でもしている
・	住んでいる人を優先すべき

↓
効率の視点

反対
・	海外からのお客さんが減る
・	外国人差別になるのでは？

↓
公正の視点

どのように合意するのがのぞましいか？

コンビニの
レジ付近の
写真

テーマパーク
の乗車口の
写真

発問例 なぜ、コンビニの順番待ちとテーマ
パークの順番待ちは違うのだろうか？

姫路城の「二重価格」に賛成か、反対
か？考えよう。

どのようにして合意するのがのぞまし
いのだろうか？

板書の
Point

子どもたちの発言を端的にまとめて板書
する。

本単元で習得させたい見方・考え方を
まとめる。

タブレット端末に書かせた内容を
口頭でも発表させ、生徒の意見を
まとめる。
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本時の展開例

生徒の活動と内容 指導上の留意点

…配分時間　
教…教師の発問・指示・説明例
生…予測される生徒の発言

①導入� 5分
教  コンビニのレジに並ぶ際に、レジとレジの真ん中に待つのはなぜかな？
生  待ち時間の不公平が起こらないようにしている。先に並んだ人が早く会計

をできるようにしている。
教  公正にするってことだね。
教  あるテーマパークでは、１人で乗る人と複数人で乗る人で違う列に並ぶこ

とがあることを知っているかな？なぜ、シングルライダー専用の乗り場が
あるのかな。

生  席が１つ余ったときに、スペースに無駄がないようにしている。
教  効率よくしているということだね。

・ コンビニのレジ前の写真を提示する。
�

・ テーマパークやスキー場のリフト乗
り場の写真を提示する。

�
・ 「効率」と「公正」は、前時に学習

している「合意」するための判断基
準であることをおさえる。

学習課題 　「効率」と「公正」の判断基準から姫路城の二重価格（社会的な問題）について考えよう。

②展開� 40分
教 「オーバーツーリズム」という言葉を聞いたことがあるかな？具体例を調
べて、タブレット端末に書いて提出しよう。
生  京都でバスが混雑している。
教  たくさん調べることができたね。兵庫県にある世界遺産は何かな。
生  姫路城。
教  2024年6月、兵庫県姫路市の清元市長は外国人観光客の入場料を高く

設定することを検討していることを明らかにした。このことについて、効率
と公正の判断基準から意見を述べよう。

生  公正の視点で考えると、外国人だけ高くするのはおかしい。効率の視点で
考えると外国人だけ値上げしたほうが姫路城の保護はできるし、市民は安
く入ることができるからいい。

教  海外の観光地や日本の民間企業の取り組みを調べ、タブレット端末に書
いて提出しよう。

教  あなたは、姫路城の「二重価格」導入に賛成するか、反対するか、理由
も踏まえてタブレット端末に書いて提出しよう。

・ タブレット端末でオーバーツーリズ
ムの具体例を調べさせ、発表させる。

・ 姫路城の保護、市民ボランティアの
存在など、京都のオーバーツーリズ
ムとは異なる点を踏まえる。
�

�
・ 海外の観光地や日本の飲食店の例

を紹介する。

③まとめ� 5分
教 どのように合意するのがのぞましいのだろうか？タブレット端末に書いて提

出しよう。
生  市民の声を聴く。海外の事例を参考にする。外国人の意見も聴く。

・ 「効率」と「公正」の両方を満たすこと
の難しさと、どのようにして合意す
るのがのぞましいかを考えさせる。

本時の目標
　合意するためには効率と公正の判断基準が重要であることを理解
する。
　効率と公正の判断基準から社会的な問題を解決する方法を考える。

本時の評価
・�効率と公正の意味を理解している。（知識・技能）
・�社会的な問題を解決するために効率と公正の判断基準から

解決策を考え、表現している。（思考・判断・表現）
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教科書に掲載されるということは…

　教科書といえば、アメリカ・メジャーリーグの大谷翔平
選手や将棋の藤井聡太竜王、人気ユーチューバーといった
著名人が登場することが、毎年のようにニュースになって
います。そんな教材の中に、自分が掲載される！　依頼を
聞いたときにはびっくりしました。先日、同僚が「子ども
が使っている教科書に載っていましたよ」と教えてくれま
した。学校現場で多くの子どもたちが実際に手に取ってく
れているんですよね。気恥ずかしいような、でも、身の引
き締まる思いです。
　今回は、私個人というより、信頼度が高いメディアとし
て、新聞社を取り上げていただいたことがとてもうれしい
です。

新聞社の仕事の裏側に潜入！

　学校の先生たちにとって、身近な存在として学習塾があ
りますよね。実は読売新聞社の中にも、塾があります。そ
の名も「記者塾」。4月に入社した新人記者たちが、約１
か月半、東京本社で記者として必要な知識や倫理観、取材

の基本動作などを学びます。
　会社から外に出て、東日本大震災の被災地を訪ねたり、
社会人野球の試合を取材してスコアをつける練習をしたり
もします。戸惑いながらも必死に、新聞記者に求められる
ことを学びます。そうして赴任先が決まり、全国の取材拠
点、支局に飛び立っていきます。
　先生たちも、1年目に子どもたちを前に教壇に立つとき
はすごく緊張されるのではないでしょうか。記者も同じで
す。名刺の重みを感じながら、取材相手と向き合う日々が
スタートします。最初は、事件や事故を取材する警察担当
になることが多く、失敗して涙することも。でもその分、
思い出がたくさんできて、「初任地が第二のふるさと」に
なる人もたくさんいます。
　ちなみに、私の初任地は愛媛県・松山支局。今でも年賀
状のやりとりをする大切な人がいます。

教科書紙面を見ながら…

　新聞が配達されるまでに、記者だけでなく、デスクと呼
ばれる、記事を手直しする責任者や、見出しや写真の配置
を考える編成、記事を最終確認する校閲、そして、印刷、

▲ 読売新聞大阪本社 編集局地方部　 古岡 三枝子さん

今回は、『小学社会 ５年』に掲載されている
読売新聞大阪本社 編集局地方部の

古岡三枝子デスクにお話を伺いました。
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▲ ５年_P202-203_デスクの古岡さん掲載ページ

配達と、様々な部署の多くの人たちがかかわっています。
教科書では写真とともにわかりやすく伝えていただきまし
た。
　こうして読者に届けられる記事には、掲載されるまでに
とても時間がかかっているものも少なくありません。今は
SNS が全盛の時代で、誰もが発信できて、ネットではい
ろんなニュースが目に入ります。私たちがもっとも大切に
しているのは直接取材。人から直接、話を聞くことで、今、
社会で何が起きているのかを、正確に伝えることを心がけ
ています。

小・中学校の社会科の先生方へのメッセージ

　新聞は、特に社会科の先生方にとっては、ネタの宝庫だ
と思います。政治、経済、社会問題はもちろん、読売新聞
の人気コンテンツである４コマ漫画「コボちゃん」、大正
時代から続く「人生案内」も世相を反映しています。生き
た情報が詰まった新聞を、ぜひ授業で活用してほしいです。
「読売KODOMO新聞」「読売中高生新聞」は、子どもた
ちに向けて読みやすく、わかりやすいのが特徴ですが、大
人にも好評です。新聞から子どもたちの興味、関心が広がっ
ていくことを願っています。

● 古岡 三枝子（ふるおか みえこ）

1997( 平成９) 年、読売新聞大阪本社
入社。松山、和歌山支局を経て社会部、
生活情報部（現・社会部生活課）など。
主に認知症や介護など高齢者関連の
取材を担当。東京本社で 2014 年の「読
売中高生新聞」創刊に携わり、10 代
に知ってほしいニュースを毎週届け
た経験も。2023( 令和５) 年６月から、
地方総支局を担当する地方部次長。

撮影：岡村純子
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Melaka
vol.14

●国立民族学博物館名誉教授  岸上 伸啓

　ハイダ・グワイ（旧称クイーン・

シャーロット諸島、2010年に改名）

は、カナダ・ブリティッシュコロン

ビア州北部の太平洋沿岸からヘケイ

ト（ヘカテ）海峡を隔てて沖合に約

50～ 125キロメートル離れたとこ

ろにある群島である。そこはグレア

ム島とモレスビー島という２つの大

きな島と150以上の大小さまざまな

島から構成されている。温暖多雨な

気候でヒノキ科やスギ科の巨木が生

い茂り、大自然が残る風光明媚な景

観を呈している。

　私は先住民文化の調査のために、

グレアム島にあるハイダ民族のコ

ミュニティであるスキドゲイトと

オールド・マセットを3度訪問し

た。ハイダ民族はこの地に1万３千

年以前から住み、オットセイやアザ

ラシなどの海獣狩猟やサケ・オヒョ

ウ・ニシンの漁労に従事するととも

に、他の先住民族と交易を行ってい

た。また、レッド・シーダーなどの

巨木を利用して大型家屋やトーテム

ポール（巨木柱）、カヌーなどをつ

くっていた。さらに、祖先を称える

時や結婚の時、子どもに名前をつけ

る時などに世襲首長によるスピー

チ、来賓へのギフトの贈呈、歌踊や

祝宴からなるポトラッチと呼ばれる

大規模な儀式を開催していたことで

知られている。

　ハイダ民族は1780年代ごろから

19世紀前半にかけてアメリカ人ら

を相手にラッコの毛皮を交易し、巨

万の富を築いた。しかし、1862年

にバンクーバー島のビクトリア砦か

ら天然痘がこの地域に広まり、ハイ

ダ・グワイ島民の約9割が亡くなっ

たことが知られている。生き残った

ハイダ・グワイ

カナダ

アメリカモ
レ
ス
ビ
ー
島

スキドゲイト

オールド・マセット

グレアム島 国境線

マセット

●人　　口 約4,500人
(うち約2,000人がハイダ
民族 )

●面　　積 10,000㎡
●場　　所 カナダ・ブリティッシュコ

ロンビア州ハイダ・グワイ
●訪問時期 2006年8月、2019年8月、

2022年8月
●訪問目的 先住民文化の調査
●アクセス バンクーバー空港から飛行機

1 ハイダ・グワイの景観　2005年撮影　カナダ観光局提供 2 スキドゲイトのようす　2022年8月　岸上伸啓撮影

3 ハイダ・グワイ博物館　2019年8月　岸上伸啓撮影 4 オールド・マセットでのトーテムポールの建立　2006年8月　岸上伸啓撮影

先住民文化が息づく
� ハイダ・グワイ
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専門分野 / 文化人類学・北方先住民研究
主要著書 / Food Sharing in Human Societies 

（Springer、 2021 年）、『クジラとともに生きる　
アラスカ先住民社会の現在』（臨川書店、 2014
年）、『カナダ・イヌイットの食文化と社会変化』（世
界思想社、 2007 年）、『イヌイット「極北の狩猟民」
のいま』（中公新書）（中央公論新社、 2005 年）、

『極北の民カナダ・イヌイット』（弘文堂、 1998
年）など
日本文教出版『中学社会 地理的分野』教科書
著者

●岸上 伸啓
  （きしがみ のぶひろ）

人々が移住したのが、グレアム島南

部のスキドゲイトと同島北部のオー

ルド・マセットであった。20世紀

に入るとハイダ民族の人びとは森林

伐採業や漁業に従事してきたが、加

えて近年は政府関連の仕事やアート

制作、観光業、サービス業などに従

事して生計を立てている。

　スキドゲイトは、約780人のハイ

ダ人が住むコミュニティの一つであ

る。欧米風の家屋が立ち並び、自動

車が行き交うようすを見るとヨー

ロッパ系カナダ人の村のように見え

る。しかし、村の中にはトーテムポー

ルが立っている。この村から20分

ぐらい歩いたところにハイダ・グワ

イ博物館がある。この博物館では

ハイダ民族のトーテムポールやカ

ヌー、仮面や木箱、衣類、銀細工、アー

ジライト石製トーテムポール模型な

どが展示・解説されており、ハイダ

民族の歴史や伝統文化に触れること

ができる。この博物館はハイダ民族

の文化や言語を維持・振興する拠点

であり、夏には国内外から多くの観

光客が訪れる人気の施設でもある。

　スキドゲイトから東海岸に沿っ

て約100キロメートル北上したとこ

ろにマセットがある。その近くに

約620人のハイダ民族が住むオール

ド・マセットと呼ばれるコミュニ

ティがある。一見したところ、さび

れた田舎の村のように見えるが、多

数のトーテムポールが立っている。

その村にはジム・ハートやクリス

チャン・ホワイトらのマスター・

カーバーと呼ばれる先住民アーティ

ストが工房を構え、若い弟子たちと

ともにトーテムポールやカヌー、彫

像、仮面などを制作している。観光

客は彼らの工房を訪れることで、制

作作業を間近で見たり、伝統文化に

ついての話を聞いたりすることがで

きる。

　これらのコミュニティでは不定期

ではあるが現代版のポトラッチが開

催され、ハイダ民族の人びとがワタ

リガラスやワシの家紋の入ったマン

トや帽子、衣類を着て集まり、伝統

的な歌舞を楽しみ、大規模な祝宴に

参加する。大自然が残るハイダ・グ

ワイには今も先住民文化が息づいて

いる。

7 オールド・マセットでのポトラッチに集まった人びと　2006年8月　岸上伸啓撮影 8 オールド・マセットでのポトラッチの祝宴　2006年8月　岸上伸啓撮影

5 オールド・マセットでのクリスチャン・ホワイト氏のトーテムポールの制作風景　2022年8月　岸上伸啓撮影 6 オールド・マセットのジム・ハート氏の家の壁面　2006年8月　岸上伸啓撮影
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ようこそ！ 
歴史史料の
世界へ vol.

38
●嶋谷市左衛門顕彰の会会長 松尾 龍之介

小笠原諸島の探検家・
嶋谷市左衛門

❶  茂朝唐船 ( 設計図 )　画：山形欣也

❷  唐船造り御船　画：山形欣也

流通問題から新しい船が必要 　

　1603 年、徳川幕府が開かれると江戸は破竹の勢い

で発展します。しかしほとんどの物資を関西に依存し

ていたので、それを運ぶ廻船の数も増えて、冬になる

と決まって多くの遭難者が出ました。

　四代将軍・家綱の時代に幕府は長崎代官・末次平蔵

に命じて新型船を造らせます。鎖国以前の長崎は朱印

船を海外に出した経験があったからです。

　船は基本的に唐
とう

船
せん

( 中国船 ) の造りで、舳
へ

先
さき

と檣
ほばしら

の

頂に木綿帆を掲げた和洋折衷の船でした。鎖国からす

でに 30数年、朱印船の生き残りの船頭も少なく、末

次平蔵は 64歳の嶋谷市左衛門を選びました。

　その 1670 年のことですが、江戸を目指していた一

艘の蜜柑船が冬の季節風に流されて、現在の小笠原諸

島の母島に漂着します。しかし６名は船をつくり直し、

果敢にもサバイバルに挑み、無事、下田にたどり着き

ました。そして無人島 ( 小笠原諸島 ) の存在を幕府に

報告します。

最初の探検航海は失敗
　嶋谷市左衛門を船頭とした新型船が品川に着くと、

それまで異国船など見たこともない江戸の人々が山ほ

ど押しかけてきました。ついには将軍自らが、御上覧

されるという人気でした。幕府もこれに気をよくして、

末次家にもう一
いっ

艘
そう

船を造るように命じました。

　新型船の最初の仕事は、曖昧だった東北地方の太平

洋沿岸を測量しながら青森まで北上します。その後、

天草と江戸の間を幕府米を運んでいましたが、1673

年、市左衛門が病の床に伏したので、代わりに次男の

太郎右衛門が船頭を勤めます。ところが志摩沖で海難

事故に遭い破船します。

　それを知った市左衛門は、病の床から起き上がり、

できあがったばかりの二番船に乗り、天草の米を積み、

無事に江戸まで届けました。

　1674 年、幕府は末次平蔵を介して市左衛門に無人

島の探検を命じます。しかし出帆の時期が遅すぎて南

風に阻まれ失敗しました。

14         社会科 NAVI 2025   vol.39  



❸   無人嶋大小八十余山之図（天明５年）長崎歴史文化博物館蔵

帰って来ると、どんでん返しが… 　

　翌 1675 年、太郎右衛門を加えた 40名は新暦の５

月 29日に八丈島沖から帆をあげ、苦心の航海を続け

ること 20 日間、ついにめざす無人島 ( 父島 ) に到達

しました。市左衛門 69歳での快挙でした。

　一行は 35日間島に滞在し、地図をつくり島の生物

や産物を調査し、父島と母島に祠を建て、側面に「大

日本の内なり」と書いて領土宣言をします。そして７

月 27日、無事に品川に戻りました。しかし、一行が

探検を続けている間に、最大のスポンサーだった末次

家に密輸の疑いがもたれ、取り調べが終わるまで江戸

に足止めを食います。半年後判決が下り、末次平蔵は

隠岐の島に流罪となりますが、市左衛門は連座を免れ

ました。しかしこれを契機に小笠原諸島探検の快挙は

一転して歴史の闇の中へ葬られてしまいます。

　長崎に戻った市左衛門は出家して、南蛮天文航法を

後世に残すべく、長子・定重と共著『按針 ( 航海 ) の法』

と『船乗りぴろうと ( パイロット )』を残し、

84歳でこの世を去りました。

●松尾 龍之介（まつお りゅうのすけ）
歴史作家・俳人。1994( 平成６) 年に父島に渡航。ビジターセンター
で嶋谷市左衛門を知る。
2008 年日蘭学会に志

し
筑
づき

忠
ただ

雄
お

( 江戸時代の長崎の蘭学者・天文学者 )
の家系図を発表後、長崎に関する書を数多く発表。

❹  嶋谷が持ち帰った産物の幕府の絵師による図 ( メグロ )　 
出典：ColBase（https://colbase.nich.go.jp）

❹  嶋谷が持ち帰った産物の幕府の絵師による図(タコノキノ実)　 
出典：ColBase（https://colbase.nich.go.jp）

❺  嶋谷市左衛門見立の墓・禅林寺

❻  嶋谷市左衛門肖像画 ( 想像図 ) 
西堀榮三郎記念探検の殿堂蔵 
絵：高橋天山作
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現代社会ウォッチングvol.24

●同志社大学教授  野間 敏克

財政政策の景気拡大効果

1.経済対策と補正予算

 日本の国家財政では、財政赤字を埋めるための国

債発行が何十年も続いていることは、多くの方が

ご存じでしょう。2024年度予算では、35兆 4,490

億円の国債発行が見込まれています。ただしこの

値は、2024（令和６）年 3月に国会で成立した「本

予算」と呼ばれる収支計画の数字です。

　4 月からその年度の財政運営が始まると、しば

しば追加的な財政支出が必要とされ、新たな収支

計画を加える事態が生じます。この追加的な収支

計画を「補正予算」と呼びます。補正予算が組ま

れると、国債発行額は「本予算」に上乗せされます。

　補正予算を組むためには、それが必要である根

拠を閣議で議論し、国会でも認められなければな

りません。表 1 に示すように、ここ数年の補正予

算の根拠は「経済対策」であることがほとんどです。

補正予算で財政支出を増やせば、景気が回復、あ

るいは拡大すると期待されるからです。

して取り上げられ、「例えば不景気のとき、公共事

業を盛んにして企業の生産を増やしたり、減税を

行って家計が消費に使える資金を増やしたりしま

す」（p.161）と書かれています。そして実際の経

済対策でも、公共事業が増やされ減税が実施され

てきました。それによって、景気の良し悪しを示

す代表的な経済指標である GDP（国内総生産）や

国民の所得が増えることが期待されたのです。

　特に、公共事業を 1兆円増やせば、GDPは 1兆

円よりももっと大幅に増加すると考えられてきま

した。これを乗数効果と呼び、1 兆円の何倍増え

るかを計算した倍率を「財政支出乗数」あるいは「ケ

インズ乗数」と呼んでいます。乗数効果が生じる

理由は、以下のように説明されます（図 1）。

　まず公共事業を受注した建設業者が公共事業代金

を受け取ると、道路や橋を生産し 1兆円の売上が

得られます。建設業者が道路を造るためには、建

設機械を買ったり燃料や建設資材を購入したりす

る必要があります。1兆円全てをそれらに支出す

るわけではないにせよ、例えば 8千億円をそのた

売上合計＝１兆円+8000億円+6000億円

＝２兆4000億円

建
設
業
者

建
設
機
械
・
燃
料
・
資
材
業
者

機
械
部
品
業
者

政
府

１兆円
売上

8000億円
売上

6000億円
売上

▲ 図１　乗数効果が生じる理由

2023 年 11 月 デフレ完全脱却のための総合
経済対策

2022 年
10 月 物価高克服・経済再生実現の

ための総合経済対策

4 月 コロナ禍における「原油価格・
物価高騰等総合緊急対策」　

2021 年 11 月 コロナ克服・新時代開拓のた
めの経済対策

2020 年

12 月 国民の命と暮らしを守る安心
と希望のための総合経済対策

4 月
新型コロナウイルス感染症緊
急経済対策～国民の命と生活
を守り抜き、経済再生へ～

▲ 表 1　近年、閣議決定された経済対策

2.財政政策の景気安定化効果と乗数効果

 日本文教出版の『中学社会 公民的分野』では、

財政政策の景気安定化効果が財政の第三の役割と
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●野間 敏克（のま としかつ）

専門／地域金融
主要著書／『金融と社会』（放送大
学教育振興会、2020 年）、『金融の
仕組みと働き』（有斐閣、2017 年、
共著）、『入門・日本経済第 6 版』（有
斐閣、2020 年、分担執筆）など
日本文教出版『中学社会』著者

めに使ったとすると、それが建設機械、燃料、資

材業者の売上・生産につながります。さらに建設

機械を造るためには部品が必要で、部品業者の売上

が例えば6千億円増えます。このような形で、売上・

生産の増加が次々と波及していけば、合計して 1

兆円どころか2兆 4000億円のGDPが増加すると

いうのです。この場合、乗数は2.4になります。

　ただし、次々と売上が増加するまでには時間が

かかりますので、1 年目にはあまり増えなかった

けれど、2 年目に少し増加をして、3 年目にさら

に増加するようなケースも考えられます。だとす

ると、財政支出から 1年目の乗数、2年目の乗数、

3年目の乗数なども計算できます。

3.乗数効果の低下とその原因

　財政支出乗数は、大学やシンクタンクの研究者

によって推計されてきました。それ以上に内閣府

や財務省の研究所において、マクロ経済モデルを

利用して推計されています。それらほとんどの研

究で明らかにされてきたのは、日本における財政

支出乗数の低下です。

　過去の結果をまとめたうえで自身でも乗数を推

計した三平 (2021) によると、1960 年代、70 年

代の財政支出乗数は、1 年目で 2 を超え、3 年目

には 4を超えるような推計結果が得られていまし

た。景気拡大効果は大きかったのです。

　ところが 1990 年代になると、1 年目は 1 をわ

ずかに上回る程度で、3 年目になっても 2 に達し

ないような推計結果が多くなってきました。財政

支出乗数は低下したのです。だとすれば、バブル

崩壊後の景気低迷に対して、大規模な財政出動を

繰り返しても、あまり景気が回復しなかったのも

納得できます。

　なぜ乗数が低下したのでしょうか。その原因を

図 1 に即して考えると、公共事業の効果が波及し

ていく矢印が小さくなると、乗数が小さくなりま

す。例えば公共事業を受注した建設業者が、建設

機械や燃料を買わず自社に儲けをためこむと矢印

は小さくなります。また、図からは省かれていま

すが、それぞれの企業は社員に給料を払っていま

す。それを使って社員が消費をすると他の企業の

売上増加につながります。消費をせずに貯金に回

すとつながりません。つまり企業投資の低迷や家

計消費の低迷が、1990 年代以降の乗数低下の原因

と考えられ、実証研究でも裏付けられています。

　その他にも波及効果の矢印を小さくする要因と

してあげられたのは、税金や社会保険料の引き上

げです。実際、消費税が導入されて 3 度引き上げ

られましたし、社会保険料負担は重くなっています。

4.マクロ経済政策のEBPM

　このように多くの研究が財政支出乗数の低下を

実証しているにも関わらず、表 1に示したように

日本の政府は経済対策を繰り返しています。

　本来ならば、どの項目にいくら支出すれば国民

の所得や GDP がどれだけ増加するかを、理論と

データを用いてシミュレーションすることが必要

です。政策の選択肢をリストアップし、それぞれ

の効果や有効性、副作用などをできれば数字で把

握した上で、議論して政策決定されるのが望まし

い姿です。

　このような EBPM（証拠を重視する政策形成）

の考え方は、日本でも浸透してきました。国では

電力政策などに、地方自治体では交通政策などに、

導入事例が見られるようになっています。社会科

NAVI Vol.35 で取り上げた日本銀行の金融政策に

おいても、膨大なデータと分析結果を参照しなが

ら政策を決定しています。それらに比べると、財

政政策における EBPM は、まだまだ不十分と思わ

れます。

参考文献：三平剛 (2021)「乗数効果の低下の要因につ
いて」、財務省財務総合政策研究所『フィナンシャル・
レビュー』通巻第 144 号
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プラス！授業に
身近 SDGsな

愛媛県松山市

●人口  498,420人
●面積  約429.4㎢（令和６年12月1日　現在）

18         社会科 NAVI 2025   vol.39

▲ 分離されたセルとガラス

太陽光発電を
� トータルで担う
●株式会社エヌ・ピー・シー 装置関連事業部
　 営業部長　土居大亮

自然とともに 
成長する会社

　当社は太陽光パネルを製造する

ための装置を造っているメーカー

です。その技術を生かして太陽光

パネルを解体する、リサイクルす

るための装置を開発し、現在はこ

のリサイクルするための装置の販

売と、実際にこの装置を使って太

陽光パネルのリサイクルを、この

松山工場で行っています。

独自技術である 
ホットナイフ

　全国各地で電気の固定価格買取

制度が始まった後、太陽光発電シ

ステムの設置が大変な勢いで進ん

でいきました。将来的に製品寿命

を迎えたパネルが大量に廃棄され

るということはわかっていまし

た。ただ、それに対するリサイク

ル方法が現時点では確立していま

せん。その中で我々は産業技術総

合研究所の先生からリクエストを

受け、太陽光パネルをリサイクル

するための装置を開発しました。

それがホットナイフ分離法です。

ホットナイフ自体は、太陽光パネ

ルを製造する装置の中で使ってい

ました。太陽光パネルをつくる工

程において、太陽光パネルは一番

上の表面にガラスがあります。そ

の次に接着剤となる EVA（エチレ

ン・ビニール・アセテート）とい

う樹脂があります。その下に太

陽電池がきて、その次に、EVA と

バックシートが積層されていま

す。20 年～ 30 年、太陽光パネル

は水が入らないようにするため

に、EVA を溶かして、真空ラミネー

ターでラミネーションをしていま

す。ラミネーション後に余分な

EVA を切り取る工程があり、そこ

にホットナイフを使用しており、

それを応用しました。

ホットナイフ分離法の 
開発ストーリー

　前述のとおり、太陽光パネルを

つくる工程でホットナイフ自体は

使っていました。太陽光パネルの

廃棄問題という社会問題があると

いうことは知っていて、産業技術

総合研究所の先生から「太陽光パ

ネルの製造装置をつくっているの

だから、リサイクルをする装置を

造れますよね」という依頼をきっ

かけに開発に着手しました。

　リサイクルをする過程で太陽光

パネルをそれぞれの部材に分離す

る際に、ガラスと金属をいかに混

ざらないようにできるかがとても

重要ということを聞き、そこで

我々がもっているホットナイフの

技術が使えるとひらめいたので

す。シンプルにガラスとそれ以外

にいかにして分けられるかという

ことに着目し、その技術を応用し

▲ ガラス分離装置



プラス！授業に
身近 SDGsな

教材化のポイント 7　エネルギーをみんなに そしてクリーンに
9　産業と技術革新の基盤をつくろう

社会科 NAVI 2025   vol.39     19

●広島修道大学教授  永田 成文

●問い合わせ先
株式会社エヌ・ピー・シー
〒 110-0015 　東京都台東区東上野 1-7-15
TEL　03-5817-8830
FAX　03-5817-8835

１．太陽光パネルの製造とリサイクル技術の開発
　再生可能エネルギーとなる太陽光発電の推進は、持

続可能な開発そのものである。政府のエネルギー政策
が後押しとなり、太陽光パネルが企業や家庭で普及し
た。太陽光パネルは耐用年数がある。太陽光パネルを
廃棄するのではなく、その部品をリサイクルすること
は新たな持続可能な開発となる。太陽光パネルのリサ
イクルを可能にする技術が、その部品を切り取るホッ
トナイフ分離法である。
　太陽光パネルの製造は、SDGsの7「エネルギーを
みんなに　そしてクリーンに」に、太陽光パネルのリ
サイクルの技術の開発は、9「産業と技術革新の基盤
をつくろう」にかかわる。さらに、企業が製造後の廃
棄まで携わることは、12「つくる責任　使う責任」
の「つくる責任」を実行したことになる。

２．企業の経済活動における生活環境への配慮
　太陽光パネルを適切にリサイクルする装置の開発
は、単なる埋め立てによる廃棄処分をなくし、人々
の生活環境への配慮につながる社会貢献である。 
　小学校社会科第４学年の「人々の健康や生活環境
を支える事業」で、太陽光発電による再生可能な電
気の安定供給にかかわる廃棄物処理として、中学校
社会科公民的分野の「市場の働きと経済」で、企業
の経済活動における役割と責任として、太陽光パネ
ルのリサイクル技術の開発を取り上げたい。

たということです。

　すぐにホットナイフが浮かんだ

のではなく、試行錯誤の中で一番

うまくいったのが当社のもって

いるホットナイフの技術でした。

ホットナイフ分離法では特許を

とっているので、当社独自の技術

になります。

ＳＤＧｓへのアプローチ

　我々は 25 年以上、太陽光パネ

ルを造る装置を造り続けています。

まずそれが我々の SDGs の取り組

みです。ほかには、再エネの太陽

光発電の検査を行っていることで、

安心・安全な発電所を維持するた

めの検査サービスであったり、太

陽光パネルを活用して、安心・安

全な食品を目指して植物工場を建

設し、災害や天候に左右されない

第一次産業として、工場の中でレ

タスを栽培したりしています。

サマーエコキッズスクール

　松山市の小学生を対象に、毎年、

太陽光発電の仕組みを学んでもら

い、ソーラーカーを作って走らせ

る体験イベントを夏休みに行って

います。毎回、50 人ほどが参加

している人気の企画です。

▲ 植物工場 ▲ サマーエコキッズスクール

今後のビジョン

　太陽光パネルの廃棄は 2036 年

がピークと言われていますが、間

違いなく到来すると思います。そ

こに向けて適切に太陽光パネルを

リサイクルできる処理装置を造っ

ています。当社は、大量廃棄時代

が始まっても埋め立てではなく、

しっかりとリサイクルできる方法

を全国に普及させたいと望んでい

ます。

●永田 成文（ながた しげふみ）

小・中・高等学校の教員、三重大
学の教 員を経て、現在、広島 修
道大学教授　専門は社会科教育学

（地理 ESD 授業）



Vol.38 P12「地域の歩き方」において、札幌市の地図の範囲に誤りがありました。
訂正させていただくとともに、お詫びいたします。

アンケートのお願い
先生のご感想、ご意見を右の二次元コードより
ぜひお聞かせください！

理解を深める映像コンテンツが豊富
好評の「凡例別表示」もしっかり網羅

日本文教出版　各種資料のご案内

デジタル教科書・教材

令和 6 年度版

▲凡例別表示 ▲見開きの学習の流れがわかる１文節表示

PO I NT

令和7年度版『中学社会』に準拠しています。
 いつでも拡大いつでも書き込み

 充実した学習支援機能

 多様な利用環境に対応

三分野の学習指導計画と編ご
とにまとめた案で構成。

学習者用デジタル教科書・教材 教師用指導書

年間指導計画案

ポイント ①
ポイント ②
ポイント ③

令和 7年度版

単元の問いの構造解説や学習展開例など詳しく掲載。
学習指導編

教科書紙面、テキスト、図版を収録。白地図もあり。
デジタルデータ集

豊富なコンテンツで生徒の理解を支援。
指導者用デジタル教科書（教材）

１授業時間ごとのワークシートがあり、評価問題は定
期テストの問題作成に役立つ。

ワークシート・評価問題編

書籍版と Web 版
（PD F、Wo r d、
Excel）  があります。
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