
 

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
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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）
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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
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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
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個人の尊重と日本国憲法個人の尊重と日本国憲法
私たちの生活と政治

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

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

ぎ

問
も ん

を解決す
るための課題をまとめましょう。

みんなは文化祭
で何をやりたい
ですか？

話し合って最後
は多数決で決め
ます。

輪投げはどう？

的当てがいいな！ ○○市の地理と
歴史の展示はど
うですか？

お化け屋敷を
しよう！

1

3 4 5

2

まと あ
てん じ

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

あるある！

それいいね！

そもそも、
私としては…

ちょっと待って。
時間もないし、
多数決をしよう。

学級委員長としては、
お化け屋敷にしたいな。

…ということで、
縁日をすることに
決まりました！

6 7 8

9

えんにち

第２編第１章の問いを立てよう第２編第１章の問いを立てよう

日本国憲法　基本的人権　国民主権
平和主義　大日本帝

て い

国
こく

憲法

小学校で学習した内容小学校で学習した内容

気づいたことを出し合おう 気づいたことを出し合おう 

トライトライ
Q 1.まんがのなかから、民主主義や人

じ ん

権
け ん

とかかわると思う
内容を出し合いましょう。また、どのようにかかわるか
理由を考えましょう。
Q 2.話し合いがなければ、学級会の時間は短くできました。
時間がかかっても、みんなの意見を聞くのはなぜでしょうか。

文化祭の出しものを決めよう！

学習のはじめに学習のはじめに

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

得
と く

できたでしょうか。これらは、個人の尊
そ ん

重
ちょう

や政治の基本的な考え方といった憲
け ん

法
ぽ う

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

ち つ

序
じ ょ

を守り、私たちの安全で幸福
なくらしを保

ほ

障
しょう

しているかを学習しましょう。

どんな学習をするのかな？どんな学習をするのかな？

第1節の問い?

第2節の問い?

第3節の問い?

なぜ法に基づいて政治が行われることが大切なのでしょ
うか。

人権の尊重とはどのような考え方なのでしょうか。

日本の平和主義は、どのように生かされていくべきで
しょうか。

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

第２編第1章の問い第２編第1章の問い?

学習の見通しをもとう学習の見通しをもとう

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

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

学び合い

この章で主に働かせる見方・考え方この章で主に働かせる見方・考え方

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

みんなで話し合うのは、対立から合
意を導くための大切な方法だったね。

効率と公正対立と合意

二次元
コード

ポートフォリオへ

二次元
コード

38 39

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。
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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.　 ）
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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？
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第1節の問いの答え
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国
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辛
亥
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華
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国
主
義

の
動
き
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ま
る

　南
北
戦
争

　イ
ン
ド
大
反
乱

太
平
天
国
の
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　ア
ヘ
ン
戦
争

　フ
ラ
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革
命
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争
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業
革
命
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資
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の
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立

　名
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革
命

54321

黒船

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

212 213

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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