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別紙様式第５－１号       

           編 修 趣 意 書 
（教育基本法との対照表） 

※受理番号 学 校 教 科 種 目 学 年 
105－14 中学校 社会 歴史的分野 １～３ 
※発行者の 

番号・略称 

※教科書の 

記号・番号 
※教科書名 

   

 

１．編修の基本方針 

① 本書は、生徒が本文や図版を基に、問いや疑問（課題）をもてるように編集しています。問いや疑問をもつ

ことは、生徒が教科書内容に対して自ら関わる第一歩となり、学びの主体性を確立します。生徒の問いや疑問

は個性的で、一人ひとり異なるものです。そういう自由で豊かな発想が飛び交う教室であれば、一つの問いや

疑問に対して多くの生徒がそれに応答し、対話が成立していきます。対話は教室内にとどまらず、広がる可能

性をもちます。学びあいの成立です。このような学びによってこそ、生徒が国際的視野に立ち、平和で民主的

な国家及び社会の形成者として必要な公民的資質を備えるべき、第一歩となるはずです。 

② そのような学びの基礎となるべきものは、歴史に関する幅広い知識と教養です。本書は歴史研究に基づく多

様で興味深い歴史の事実を、本文や図版にあらわしています。そこでは人びとの生きる姿を描き、具体的な歴

史の場面を提示するものであるため、生徒は問いや疑問を基に、自らその事実の内実や意味を追求し、真理を

求める態度を形成していきます。また、歴史の場面での人びとの真摯な営みに接することによって、生徒は豊

かな情操と道徳心を培うことができます。 

③ 本書が描く多様な人びとは、豊かな自然の中で、勤労に励み、多様な生業・職業に携わることによって、生

活・暮らしをたて、何よりも自然を大切にし、生命を尊重して、環境の保全に努めてきたことを、人類誕生以

来の営みとして描いています。 

④ 生徒がそのような人びとの姿をつぶさに見ていくとき、人間の尊厳、一人ひとりの個性、個人の価値に気づ

き、その創造性や自主・自立の精神の大切さに気づくようになります。さらに生徒が人びとの営み、その意味

を追求することは、そこで培われた伝統と文化を尊重し、それを生み出した人びとへの感動を引き出します。 

⑤ 本書は世界史教材を多様に設定しています。これら世界各地の人びとの営みに目を向けるとき、共存や連帯

の意識を生み出すとともに、自国や地域を主体的に認識しようとする姿勢を培うことができます。その点から

戦争の惨禍に関する本文・図版に接するとき、国際社会の平和と発展に寄与する態度を培っていくことが期待

できます。 

⑥ 一方、各時代の歴史の場面を人びとの営みとして提示するとき、女性の生きる姿を具体的に描くことに力点

を置きました。これは男女の平等のみならず、自他の敬愛と協力を重んずる態度へと結実します。 

  本書は生産に取り組み、懸命に働く人びと、生活の困難を乗り越えようとする人びとの姿を描き、沖縄やア

イヌの人びとの取り組みも具体化しています。これらのことは、生徒が正義と責任を重んじ、公共の精神に基

づいて、主体的に社会の形成に参画しようとする態度を培うことに寄与するものです。 

２．対照表 

                              

図書の構成・内容 特に意を用いた点や特色 該当箇所 

学習課題の設

定／章の扉／

章のふりかえ

り／学習のま

とめ 

 

 

 

 

 

① 各時代(部)の学習の初めに、課題意識を育成できるような導きを設 

定し、生徒が進んで知識を深め真理を求める態度を養えるようにしま 

した。(第 1・2号)  

② 章の初めに、各地域の生活や世界のつながりを視覚的に捉えられる

ページを設けて生徒の課題意識を育成し、知識を深め真理を求める態

度を養えるようにしました。(第 1・2号)  

 

 

 

①11，55，85，137，

183,247ページ 

 

②10～11，36～37，

54～55，84～85，106

～107，136～37,160

～161，182～183，

212～213，246～247

ページ 
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③ 章のふりかえりや部の学習のまとめで，基本的な知識と、多面・多

角的な視点から学習をふりかえり、学習したことを関連付けて考えら

れるようにしました。また、さまざまな言語・表現活動と話し合い・

討論学習を通して、協業的、課題解決的に考えを深められるように意

を用いました。これらを通して主体的に大きな歴史の流れを理解し、

知識を深め真理を求める態度を養えるようにしました。(第 1・2号) 

③34～35，52～53，

82～83,104～105，

134～135,158～159, 

180～181，210～

211，244～246，278

～281ページ 

歴史への案内 ① 歴史学習のスタートに、地域に刻まれ記憶されている歴史と接する

ことを通して、歴史を学ぶ意味を考え、知識や真理を求める態度を養

えるようにしました。(第 1号) また、地域の文化財に目を向け，伝統

や文化への関心をもてるようにしました。(第 5号) 

② 小学校の学習をふりかえり、調べ学習の方法を体得できるように

し、例題を通して年代のあらわし方が身に付くようにするなど自主的

な学習を促しました。(第 2号) 

①4～5ページ 

 

 

 

②6～9ページ 

 

第１部 原始・

古代 

第１章  

文明のはじま

りと日本列島 

① ラミダス猿人の骨、アブ・フレイラ遺跡、野尻湖遺跡など遺跡・遺

物を詳しく取り上げ、生徒が考古学者のような気持ちになって実証的

に探求し、知識や真理を求める態度を養えるようにしました。(第 1号)  

② 厳しい自然環境の中で採集や狩猟を行い、栽培種を創りだし、道具

や技術の改良を進めた人びとの努力を学び、環境の保全に寄与する態

度や勤労を重んずる態度を養えるようにしました。(第 2・4号)  

③ 人びとの悩みや社会の矛盾に向き合う中で生み出されたブッダ、イ

エス、孔子の宗教や思想について理解し、多様な宗教や文化を尊重し、

国際社会の平和と発展に寄与する態度を養えるようにしました。(第

3・5号) 

④ 「魏志倭人伝」などの史料や黒井峯遺跡の豊富な遺構・遺物を取り

上げて、歴史を実証的に探求し、知識や真理を求める態度を養えるよ

うにしました。(第 1号) 

①12～29ページ 

 

 

②12～17，19，20～21, 

24～29ページ 

 

③18～19，21，23ペー

ジ 

 

 

④30～33ページ 

 

第２章  

日本の古代国

家 

① 飛鳥寺、山城と水城、平城京跡、木簡、戸籍などの史料を通して、

歴史を実証的に探求し、律令国家の成立について理解を深め、知識や

真理を求める態度を養えるようにしました。(第 1号) 

② 最初の仏教指導者となった女性たち、平安時代の女性作家などを取

り上げ、男女の平等や個人の価値を尊重してその能力を伸ばし、主体

的に社会の形成に参画する態度を養えるようにしました。(第 2・3号) 

③ 飛鳥寺、藤原京、平城京、東大寺大仏、正倉院宝物、かな文字、平

等院鳳凰堂などについて、国際的なつながりを理解して多面的に文化

への関心を高め、尊重する態度を養えるようにしました。(第 1・5号)  

④ 『万葉集』『日本書紀』『古事記』『風土記』『源氏物語』『枕草子』な

どの書物を通して、当時の人々の信仰や物の見方や感じ方に気付き、

文化への関心を深められるようにしました。(第 1・5号)  

⑤ 8世紀の伝染病や大地震、陸奥国大津波など災害の歴史に目を向け、

生命を尊び、環境保全に寄与する態度を養えるようにしました。(第 4

号) 

⑥ 桓武天皇の政治から摂関政治へと移り変わる中央の政治と、東北地

方の様子や国司の苛政に対する訴えなど地方の動きを取り上げ、律令

国家の変容を多面的にとらえられるようにしました。（第 1号） 

①38～45ページ 

 

 

②38，50～51ページ 

 

 

③38～41，44～45, 

50～51ページ 

 

④43,45，50～51 ペー

ジ 

 

 

⑤41，48ページ 

 

 

⑥48～49ページ 

第２部 中世 

第３章  

武士の世 

① 武士のおこり、平氏政権、院政、鎌倉幕府、室町幕府について、具

体的な記述と資料から、政治、社会の変化を理解しやすいようにしま

した。地方の有力者の土地をめぐる争いや、訴え状を書いた人びと、

一揆を結んだ人びとの願いなどから、中世を多面的・多角的にとらえ

られるように意を用いました。（第 1号） 

② 荘園に住む人びと、手工業や流通に携わる人びと、惣村の人びとな

ど、働く人びとの姿を政治や社会の仕組みの中で理解し、自主・自律

の精神や、勤労を重んじる態度を養えるようにしました。(第 1・2号) 

③ 一遍など鎌倉仏教の万人平等の思想や、室町時代の女性の労働など

を通して、男女の平等や自他の敬愛を重んじ、主体的に社会の形成に

①58～63、66～67、70

～71、76～77ページ 

 

 

 

②60～61,66～67， 

74～77，80～81ページ 

 

③64～65、74～75ペー

ジ 
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参画する態度を養えるようにしました。(第 2・3号) 

④ 気候変動と飢饉を取り上げ、その対策や盆踊りの起源などを通し

て、生命を尊び、環境の保全に寄与する態度を養えるようにしました。

(第 4号) 

⑤ 『春日権現験記絵』『粉河寺縁起絵巻』『一遍聖絵』『洛中洛外図屛風』

などの鮮明で大きな図版から、文化財に親しめるようにしました。『平

家物語』と能「敦盛」の関係や、今日につながる建築・芸能・文芸・

行事などの伝統文化が形成された過程を理解し、多くの人たちの協力

のもとに東大寺大仏の再建や銀閣の建設が行われたことを学んで、伝

統と文化を尊重し継承する態度を養えるようにしました。(第 5号) 

⑥ 宋との盛んな交易や、元との外交・交易・交流・戦争など、東アジ

アとの関わりの中で日本の社会の変化を考察できるように意を用い

ました。また、明を中心とする東アジア世界で、琉球王国の交易の役

割に注目し、広い視野で知識を深められるようにしました。(第 1号) 

 

④67，78ページ 

 

 

⑤58～60，62，64～65，

67，70～71，74～75， 

78～79ページ 

 

 

 

⑥56～57， 68～69， 

72～73，80～81ページ 

第３部  近世 

第４章  

世界がつなが

る時代 

① コショウ、銀、生糸、絹織物、火縄銃などの産物・製品とそれを扱

う人びとに注目して、諸地域とのつながりや政治・経済・社会の変化

を、アジアやヨーロッパなど国際的な関係の中で理解し、幅広い知識

を身に付けられるようにしました。(第 1・2号) 

② 戦国大名、織田信長、豊臣秀吉、江戸幕府の政策について、南蛮貿

易、鉄砲衆、領国経営、検地と刀狩、江戸の町づくり、参勤交代、外

交政策などの具体的なテーマを通して政治・社会の大きな変動をつか

み、幅広い知識を身に付けられるようにしました。(第 1号)  

③ 『南蛮屛風』『洛中洛外図屛風』『唐獅子図屛風』などの鮮明で大き

な図版から、文化財に親しめるようにしました。ヨーロッパ文化の伝

来や桃山文化の特色を、政治や社会の変化の中で捉えられるように意

を用い、文化への理解を深められるようにしました。(第 1・5号) 

①86～93ページ 

 

 

 

②92～103ページ 

 

 

 

③88，92～94，97ペー

ジ 

第５章 

百姓と町人の

世 

① 加賀や河内の村、蝦夷地、日本橋などの地域に焦点をあて、交通網

の発達により地域と地域がつながる様子や、社会の仕組みをつかんで

幅広い見方や知識が身に付くように意を用いました。(第 1・2号) 

② 米、綿花、昆布、砂糖などの生産者や江戸の小商人などの技術や工

夫を通して勤労を重んじる態度を養うとともに、米を中心とする経済

の仕組みと幕府の改革や百姓一揆など政治・社会の変化について知識

を深められるようにしました。(第 1・2号) 

③ シャクシャイン、雨森芳洲、申維翰、徳川吉宗、田沼意次、杉田玄

白、大黒屋光太夫、松平定信、ジョン万次郎、渡辺崋山、高野長英、

水野忠邦、などの人物に焦点をあて、その行動や発言を通して政治・

社会・学問・他国との関係などを幅広く理解するとともに、主体的に

社会の形成に参画する態度を養えるようにしました。(第 1・3号) 

④ 蘭学や国学などの新しい学問を開いた人びとの熱意と努力を通し

て、真理を探究する態度を養えるようにしました。（第 1・3号） 

⑤ 寺子屋の風景や学習内容などを取り上げて、江戸時代の教育につい

て、生徒が親しみをもって理解できるように意を用いました。(第 2号) 

⑥ 『上野浅草風俗図巻』『熈代勝覧』、喜多川歌麿や葛飾北斎の浮世絵

などの鮮明な図版から、文化財に親しみ、伝統と文化を尊重する態度

を養えるようにしました。また、元禄文化や化政文化の特色を、商業

の発達や町人・庶民の成長、教育の普及と関連させて記述し、文化を

生み出す背景への理解を深められるようにしました。(第 1・5号) 

① 108～111， 114～

115，120～121ページ 

 

② 108～111， 114～

115，118～123ページ 

 

 

③ 114～119, 124～

125，128～131ページ 

 

 

 

 

④124～125ページ 

 

⑤126～127ページ 

 

⑥ 112～113， 120～

121，126～127ページ 

 

第４部 近代 

第６章  

世界は近代へ 

① アメリカ合衆国の独立、フランス革命、産業革命など欧米の近代化

について、人びとの生活を通して大きな変化が理解できるように意を

用いました。アメリカ先住民、フランス革命期の女性、ハイチ革命、

産業革命期の児童労働などを通して、個人の価値や正義の実現を重ん

じる態度を養えるようにしました。(第 1・2・3号) 

② 産業革命の進展と欧米のアジア進出について、綿花、綿織物、アヘ

ン、茶などの生産や貿易に焦点をあて、世界の変化が理解できるよう

①138～143ページ 

 

 

 

 

②142～143, 

146～151ページ 
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意を用いました。(第 1号) 

③ 幕末の政治や社会の変動を、開港・貿易による社会の変化、幕府と

薩摩・長州などの勢力との対立と戦争、民衆の生活と行動の視点から

理解を深められるよう意を用いました。(第 1号) 

 

③150～157ページ 

 

 

第７章  

近代国家へと

歩む日本 

① 日本の近代化の歩みについて、新政府の諸改革を理解するととも

に、福沢諭吉、中江兆民、千葉卓三郎、伊藤博文などの人物に焦点を

あて、日本が、欧米の思想や制度に影響を受けながら近代化をとげ、

立憲政治を成立させるに至った道のりを理解し、主体的に社会の形成

に参画する態度を養えるようにしました。(第 1・3号) 

② 津田梅子、横田英、楠瀬喜多、岸田俊子などの女性たちを取り上げ、

男女の平等を重んじ主体的に社会の形成に参画する態度を養えるよ

うにしました。(第 3号) 

③ 学校制度の特色について、地域の教育振興への願いや生徒が身近に

感じられる教科書の内容などを通して理解し、歴史を主体的に学べる

ように意を用いました。(第 2号) 

④ 条約改正への取り組みや、外交・領土の画定などについて、国際的

な関係を理解し、他国を尊重し国際平和に寄与する態度を養えるよう

にしました。(第 1・5号) 

⑤ 沖縄やアイヌの人びとの生活の状況を理解し、先住民族や様々な地

域が等しく尊重される社会の形成に寄与する態度を養えるようにし

ました。(第 3号) 

①162～175ページ 

 

 

 

 

②167，168，170～171

ページ 

 

③164～165ページ 

 

 

④166～167，176～177

ページ 

  

⑤176～177ページ 

 

第５部  二つ

の世界大戦 

第８章  

帝国主義の時

代 

① 列強が武力を背景に各地を分割・植民地化していった世界の状況を

理解して、第一次世界大戦につながる戦争の背景・原因をつかむとと

もに、分割されたり戦場となったりした国や地域、戦場の兵士や国民

の生活などを通して、他国を尊重し国際平和に寄与する態度を養える

ようにしました。(第 1・5号) 

② 第一次世界大戦後の国際協調の動きや民族運動、普通選挙運動、女

性運動、労働運動などを、国際的なつながりの中で理解できるように

意を用い、正義と責任を重んじ主体的に社会の形成に参画する態度を

養えるようにしました。(第 1・3・5号) 

③ 製糸工女や米騒動に関わった女性、『青鞜』の発刊や女性参政権運

動、柳寛順など植民地の女性の願いや行動を取り上げ、男女が共に社

会の形成に参画する態度を養えるようにしました。(第 3号) 

④ 普通選挙運動の進展と第１回普通選挙、選挙権を得られなかった人

びとについての理解を通して、主権者としての意識を高め、主体的に

社会の形成に参画する態度を養えるようにしました。(第 1・2・3号) 

⑤ ハンセン病患者に対する隔離政策を取り上げ、ハンセン病への正し

い理解を促進し、偏見や差別のない社会の形成に寄与する態度を養え

るようにしました。(第 3号) 

⑥ 外山亀太郎のカイコの遺伝の研究や黒田清輝の洋画など学問・教

育・芸術において、伝統的な文化の上に欧米文化を取り入れて近代文

化がつくられていったことを理解し、日本の文化への理解を深めてこ

れを尊重する態度を養えるようにしました。(第 1・5号) 

① 184～189， 192～

193，196～203ページ 

 

 

 

②198～209ページ 

 

 

 

③194，202,204～209

ページ 

 

 

④208～209ページ 

 

 

⑤209ページ 

 

 

⑥190～191ページ 

 

第９章  

第二次世界大戦

の時代 

① 世界恐慌と各国の対策、ファシズムの台頭、日本の中国侵略を経て

第二次世界大戦が起こった背景・戦争の経過・結果を理解できるよう

に意を用いました。戦争の原因を考え、戦争の惨禍を知って、他国を

尊重し国際平和に寄与する態度を養えるようにしました。(第 1・5号) 

② 戦場の兵士の戦いとともに、戦時下の国民生活、勤労動員や学童疎

開など、全国民を巻き込んだ総力戦について理解できるようにしまし

た。沖縄戦や原爆被害の体験者や、アジアの戦争被害者の証言、また、

『アンネの日記』や少年飛行兵など若者の声と姿に接して、自主的に

歴史と向き合って学び、国際平和に寄与する態度を養えるようにしま

した。(第 1・2・5号) 

③ 「東京行進曲」から、雑誌、映画、流行歌、ラジオなどが関わりあ

①216～243ページ 

 

 

 

②224～243ページ 

 

 

 

 

 

⑤214～215ページ 



5 
 

って大衆文化が形成されていく過程を理解し、産業の変化や社会との

関連をつかんで、文化への多角的な関心を高められるようにしまし

た。(第 1・5号) 

 

第６部 現代 

第 10章  

現代の日本と

世界 

① 戦後改革と社会の変化を理解し、初の女性国会議員や子供議会など

を通して、主体的に社会に参画する態度を養えるようにしました。(第

1・3号) 

② 日本国憲法の制定過程を通して、国の基本法である憲法への理解を

深め、日本と世界の平和と発展に寄与する態度を養えるようにしまし

た。(第 1・5号) 

③ サンフランシスコ講和会議、日米安保条約の改定、高度経済成長、

沖縄返還、日中国交正常化、石油危機などを経て日本が歩んだ道と、

朝鮮戦争、冷戦、ベトナム戦争、社会主義陣営の崩壊とグローバル化

など世界の歩みを関連させて理解し、日本と世界の課題に関心を深め

て平和と発展に寄与する態度を養えるようにしました。(第 1・5号)  

④ パレスチナ、ウクライナやシリアなど戦争が続く国・地域や難民問

題について関心を高め、植民地支配や戦時下の人権侵害を問い直す国

際的な動きにも目を向けて、正義と責任を重んじ、国際社会の平和と

発展のために寄与する態度を養えるようにしました。(第 3・5号) 

⑤ 核実験による被ばく問題、公害問題、東日本大震災と福島原子力発

電所の事故から、科学技術と環境との関係を考え、生命を尊び環境保

全に寄与する態度を養えるようにしました。(第 4号) 

⑥ 子どもの姿や声、行動などを随所に入れ、個人の価値を尊重してそ

の能力を伸ばし、社会の一員として主体的に社会に参画する態度を養

えるようにしました。 (第 2・3号) 

⑦ 1918年のインフルエンザ、根絶宣言を出すことができた天然痘、新

型コロナウィルスなど感染症の歴史についての理解を深め、日本と世

界の発展に寄与する態度を養えるようにしました。(第 1・5号) 

①248～249ページ 

252～253ページ 

 

②250～251ページ 

 

 

③254～277ページ 

 

 

 

 

④268～273，276～277

ページ 

 

 

⑤ 258～259， 262～

263，274～275ページ 

 

⑥246～253,256，259，

261～263，266～267，

270～277ページ 

⑦276～277 

身近な地域の

歴史を調べる 

① 地域の博物館での学習や、江戸時代につくられた水路の調査などを

通して、郷土の歴史に関心を深め、郷土の文化を尊重し、継承する態

度を養えるようにしました。(第 5号) 

①132～133ページ 

 

歴史を体験す

る 

① 火おこし、糸紡ぎなどの体験学習を通して自主性、創造性を培い、

生活との関連を重視して歴史の理解を深められるようにしました。(第

1・2号) 

② インターネットや図書などを利用した調べ方、討論学習や家族から

の聞き取り方などをていねいに示しました。調べる、まとめる、発表

する、話し合うなどの活動を通して、個人の価値を尊重し、思考力や

創造性を培うことができるようにしました。(第 1・2号)  

①34～35，158～159

ページ 

 

②104～105，178～

179，210～211，278

～279ページ 

年表 ① 歴史のできごとを相互に関連付けて考察したり、日本各地のできご

とを世界の動きと関連付けて考えたりできるように意を用い、思考力

や創造性を培えるようにしました。(第 1・2号) 

② 政府のしくみ図や系図を掲載し、学習を整理して幅広い知識を深め

られるようにしました。(第 1号) 

③ 写真を豊富に載せて、文化財に親しみ、伝統と文化を尊重する態度

を養えるようにしました。(第 1・5号) 

①282～293ページ 

 

 

②282，284，286，

288ページ 

③282～293ページ 

 

上記の記載事項以外に特に意を用いた点や特色 

 すべての地図・グラフを、色覚特性の個人差を問わず読み取りやすいものにし、知識や思考力を深められるよ

うにしました。(第 1・5号) 
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別紙様式第５－２号 

編 修 趣 意 書 
（学習指導要領との対照表，配当授業時数表）  

 
※受理番号 学 校 教 科 種 目 学 年 

105-14 中学校 社会 歴史的分野 １～３ 
※発行者の 

番号・略称 
※教科書の 

記号・番号 ※教科書名 

   

 
１．編修上特に意を用いた点や特色 
① 教科書の構成と特色 
歴史への案内、原始・古代、中世、近世、近代、二つの世界大戦、現代の 6 つの部と、10 章からなっていま

す。世界の歴史を背景に、日本の歴史の流れを大きくつかみ、理解するととともに，豊富な資料から、調べ、

まとめる技能を身に付け、多面的・多角的な考察を深めて、さまざまな表現活動ができるようにしました。 
 
 
 
 
 
 
 

 
★章の冒頭に「章の扉」、章末に「章をふりかえる」、部末に「学習のまとめ」、特設ページと       
して「歴史を体験する」を 7箇所に置きました。年表、索引、歴史地図などを充実させ、歴 

史のできごとの相互の関連をつかんで、多面的・多角的な思考を深められるようにしました。 
 

② 章の扉の特色 
北極を中心とした世界地図をえがき、章のテーマに基づいたその時代の各地のようすを表す写真や絵を配置

して、生徒の興味・関心を引き出すようにしました。部の冒頭には、大きな時代を見渡した学習課題を置き、

課題意識の育成をはかりました。 

章の扉 

 

 

章のテーマ 
4 章「世界がつな
がる時代」p86～87 

各地のようすを
想像したり予想
したりすること
ができるような
写真や絵画資料
を厳選しました。 

スケールで、その
時代の位置を示
しました。 

部の学習課題 

★各章のテーマ・1章 動物とともに生きる 2章 宗教の広がり 3章 世界を結ぶ交通手段 4章 世界

がつながる時代 5 章 世界遺産に見る世界 6 章 万国博覧会に見る世界 7 章 岩倉使節団が見た世界

8章 変わる世界の女性たち 9章 大戦の終わりを迎えた世界 10章 今、世界の子どもたちは 

迫力のある実物大
の資料写真 
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③ 主体的な学習を深める本編の各テーマ 

「学習内容の構造化と焦点化」を特に重視して設定し、歴史の具体的場面や時代を生きる人びとの姿を通し

て各時代の特色を理解できるように留意しました。そのような学習を積み重ねることによって、生徒自身で歴

史の大きな流れをとらえ、歴史像をイメージすることができるように、各章の連関を図りました。 

 見開き 2ページの左上に大きな図版を配置し、観察してさまざまな発見や疑問が出るようにしました。ま 

た、歴史の場面を具体的に記述し、疑問や問いをもって、歴史の事象や課題について多面的・多角的に考える 

力を培えるようにしました。絵画資料・写真・文書・新聞・統計資料など多様な資料を大きく鮮明な画像で掲 

載し、読み取って活用できるようにしました。 

 
④ 章をふりかえる、部の学習のまとめ 
地図や年表などを活用して基本的な知識の定着をはかるとともに、歴史的事象をさまざまに関連付けたり、

意見を交換したりして、思考力・判断力・表現力を、グループ活動等を通して深められるような課題を設定し

ました。さらに、部の学習のまとめでは、時代の特色と時代の転換をふりかえりながら大観し、各時代の特色

を多面的・多角的に考察して自分の言葉で表現できるようにしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

見開き 2ページの構成 

 

 
 
  
 
           
 
           
 
 
 
                                    

 

学習展開を豊かに
するために、選り
すぐった図版・資
料を置きました。 

多面的・多角的な
思考を支える側
注・グラフ・資料 
 

詳しく読み取れる
大きく鮮明な図版 

何だろう？と興
味のわくタイト
ル、関心を引き出
す学習課題 

生徒を歴史の場面
に導き、その時代を
イメージできるよ
うに、本文を具体的
に記述しました。 

▲5章(1)武士のいない村 p108～109  

 

 

 
▲第 3章をふりかえる 
第 2部の学習のまとめ  
p84～85 

▲第 5章をふりかえる 第 3部の学習のまとめ p134～135 

▲第 7章をふりかえる 
 第 4部の学習のまとめ  
p180～181 
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⑤ 特設ページ「歴史を体験する」 
火おこしや糸紡ぎなどの体験学習を詳しく紹介しました。また、インターネットや博物館などを利用した調

べ学習、体験者からの聞き取りやまとめ方、討論の方法などの学習の仕方をていねいに紹介しました。 
⑥ 地域の視点と調査・考察・表現 
歴史の現場となった各地域の様相・できごとを具体的に記述し、地域の視点から歴史を考えられるように工

夫しました。地域の遺跡や文化財、博物館や資料館を各所で取り上げました。地域の文化財や諸資料を活用し

て，身近な地域の歴史的な特徴を多面的・多角的に考察し、表現することができるように配慮しました。 

⑦ 世界の歴史の扱いの充実 
背景となる世界史を充実させ、日本と世界の歴史や文化が相互に深く関わっていることを考察し、歴史に見

られる文化や生活の多様性に気付くことができるように構成しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧ 近・現代史学習の充実 

 近・現代史学習に、5 つの章で 61 テーマを設定しました。第二次世界大戦後の現代史学習は、21 世紀まで

テーマを設定し、生徒自らが歴史的事象を今日の社会と結びつけ、よりよい日本の社会と世界の実現を視野に、

さまざまな社会の課題を主体的に追究、解決しようする態度を養えるようにしました。  

 
 

 

  
▲地域の歴史を歩く p132～133 ▲討論・対話にチャレンジ p178～179 

★歴史を体験する 
・火と人類の歴史をさぐる 
・インターネットで『洛中

洛外図屛風』を見る 
・綿から糸を紡ぐ 
・山本宣治の人物調べ 
・一人ひとりの歴史・家族

の歴史 

▲3 章(13) アジアの海をつなぐ王国 p80～81 
 

★ 宗教のおこりについて、第 1章で、開祖 

と当時の社会のようす、教えなどについて

具体的に叙述しました。ギリシア・ローマ

の文明について、民主政治の来歴の観点か

ら記述を充実させました。 

第 3章ではユーラシアの変化や琉球の国

際的な役割・文化を描き、第 4章は「世界

がつながる時代」として東アジア・大西洋・

インド洋の交易・交流を具体的に記述しま

した。北東アジアの動向にも目を向けまし

た。 

 
 

 ▲9章(12)町は火の海 p236～237       ▲10章(1)焼け跡からの出発 p248～249   ▲10章(15)感染症に立ち向かう 
                                                                                                   p276～277 
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⑨ 伝統や文化の扱い 
文化遺産や作者の名前だけに止まらず、文化を生み出した人びとの願いと社会の状況、文化を継承していっ

た人びとの営みなどを具体的に描き出しました。 

 
⑩ 歴史上の人物の扱い 
指導的な立場の人物だけでなく、さまざまな分野・階層の男女の生活や社会的な業績を具体的に叙述しまし

た。子どもや若者の生き方や労働・学習について取り上げ、生徒の関心と共感をよび起こせるようにしました。 

 
⑪ 年表 
「日本の社会・政治・経済の動き」「日本の文化・宗教」「世界の動

き」の欄を設け、日本のできごとを世界のうごきと関連してつかめる

ようにしました。政府のしくみ図や系図、経済や文化の写真を豊富に

載せ、学習を整理して、思考力、判断力を深められるようにしました。

「北海道など」「本州など」「沖縄など」の欄を設けて、各地域のでき

ごとを具体的に捉えられるように工夫しました。 
 

⑫ 歴史地図・グラフをカラーユニバーサルデザインにしています。 

すべての地図・グラフを色覚特性の個人差に配慮して、読み取りやすくしました。裏見返しの「歴史地図（日

本）」では、千島列島から南西諸島に至る全域を 1枚に収めて、日本全体をとらえられるようにしました。 
 
⑬ 索引 

歴史事象や日常の事物の多角的・多面的な理解を深めるために、索引ページを充実させました。「琉球」「蝦 

夷地」などの地域名、「綿織物」「生糸」「銀」などの物産を見出し語とし、歴史を通観できるようにしました。 

 

⑭ 教科書を無理なく読み通し、読み解くことを通じて言語活動の裾野を広げることができるよう、各章の学

習内容とともに、文章表現や漢字の使用・ルビ振り等を、想定される学習学年に即して編集しました。 

 

⑮ 判型を A４判とし、豊富な資料と記述を盛り込めるようにしました。見やすく印象的な紙面にしています。 

また、堅牢さを確認できた PUR製本をとりました。環境に配慮した再生紙、植物油インクを使用しています。 

 

 

 

 

  
▲2章(7)女性作家の登場 p50～51                     ▲3章(12)禅の文化、民衆の文化 p78～79 

  
 ▲5章(10)寺子屋の子どもたち p126～127     ▲8章(6)生糸と鉄 p194～195       ▲10章(3)走れ、ぞう列車 p252～253 

▲年表 地球の誕生～8世紀 p282～283 
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対照表 
図書の構成・内容 学習指導要領の内容 該当箇所 配当時数 
歴史への案内 
      1 ～3 
       4 地域の博物館で調べる 

 
A(1)  ア イ  
A(2)  ア イ 

 
4～9 ページ 
132～133 ページ 

 
4 時間 
 

第１部 原始・古代 
第１章 文明のはじまりと日本列島 
    ・11 テーマ 

・第 1 章をふりかえる 

 
 
B(1)  ア イ 

※ア イ ウ エ 

 
10～35 
12～33 ページ 
34 ページ 

 
 

11 時間 
1 時間 

第２章 日本の古代国家 
        ・7 テーマ 

・第 2 章をふりかえる 第１部のまとめ 

 
B(1)  ア イ 
     ※ア イ ウ エ 

36～53 ページ 
38～51 ページ 
52～53 ページ 

 
 7 時間  
  1 時間 

第２部 中世 
第３章 武士の世 
    ・14 テーマ 
    ・第 3 章をふりかえる 第 2 部のまとめ 

 
 
B(2)  ア イ 
     ※ア イ ウ エ 

 
54～85 ページ 
56～83 ページ 
84～85 ページ 

 
 

 13 時間 
1 時間 

第３部 近世 
第４章 世界がつながる時代 
    ・8 テーマ 
    ・第 4 章をふりかえる 

 
 
B(3)  ア イ 
     ※ア イ ウ エ 

 
86～105 ページ 
86～103 ページ 
104 ページ 

 
 

9 時間 
1 時間 

第５章 百姓と町人の世 
    ・12 テーマ 
    ・第 5 章をふりかえる 第 3 部のまとめ 

 
B(3)  ア イ 
    ※ア イ ウ エ 

106～135 ページ 
108～131 ページ 
134～135 ページ 

 
12 時間

1 時間 
第４部 近代 
第６章 世界は近代へ 
    ・10 テーマ 
    ・第 6 章をふりかえる  

 
 
C(1) ア イ 
    ※ア イ ウ エ 

 
136～159 ページ 
138～157 
158 ページ 

 
 

10 時間

1 時間 
第７章 近代国家へと歩む日本 
    ・8 テーマ 
    ・第 7 章をふりかえる 第 4 部のまとめ 

 
C(1) ア イ 
    ※ア イ ウ エ  

160～181 ページ 
162～177 ページ 
180～181 ページ 

 
8 時間 
1 時間 

第５部 二つの世界大戦 
第８章 帝国主義の時代 
    ・13 テーマ 
    ・第 8 章をふりかえる  

 
 
C(1) ア イ  
    ※ア イ ウ エ 

 
182～211 ページ 
184～209 ページ 
210 ページ 

 
 

13 時間

1 時間 
第９章 第二次世界大戦の時代 
    ・15 テーマ 
    ・第 9 章をふりかえる 第 5 部のまとめ 

 
C(1) ア イ 
    ※ア イ ウ エ 

212～245 ページ 
214～243 ページ 
244～245 ページ 

 
15 時間

1 時間 
第６部 現代 
第 10 章 現代の日本と世界 
    ・15 テーマ 
    ・第 10 章をふりかえる 第 6 部のまとめ 

 
 
C(2) ア イ  
  ※ア イ ウ エ キ 

 
246～281 ページ 
248～277 ページ 
279～281 ページ 

 
 

15 時間

1 時間 
章の扉  
     

※イ 
  (課題意識の育成) 

10～11，36～37，54～55，84～
85，106～107，136～137，160～
161，182～183，212～213，246
～247 ページ 

 

部の学習課題 
 

※イ 
  (課題意識の育成) 

11，55，87，137，183，247 ペー

ジ 
 

歴史を体験する 
 

※イ ウ エ カ ク 34～35，  104～105，  132～
133，  158～159，178～179，
210～211, 278～279 ページ 

 

年表 ※イ オ 282～293 ページ  

索引 ※イ 294～299 ページ  
           計 

(予備として 3 時間を含む) 
130 時間 

 

 



常用漢字以外の使用漢字一覧表 （地名・人名での使用は含まない） 

 

※ 受理番号 学校 教科 種目 学年 

105-14 中学 社会 歴史的分野 1～3 年 

 

漢字 菩 秦 槍 俑 匈 斧 畦 倭 魏 于 狗 坏 宋 隋 壬 鰒 猪 鰹 蘇 鯛 

ﾍﾟｰｼﾞ 19 20 20 20 21 25 28 29 30 30 31 31 33 38 39 40 40 40 40 40 

漢字 夷 蝦 隼 渤 鮑 醤 婢 獅 琵 琶 嘗 琥 珀 阿 鳳 凰 陀 塵 蓮 遼 

ﾍﾟｰｼﾞ 41 41 41 41 42 42 43 44 44 44 45 46 46 51 51 51 51 51 51 56 

漢字 椀 輿 栗 吽 畠 堵 綸 寇 幡 苧 惣 揆 剋 蒲 晦 屠 盂 蘭 蒔 箔 

ﾍﾟｰｼﾞ 56 58 60 65 67 71 71 72 75 75 75 76 77 78 78 78 78 78 80 81 

漢字 屏 宥 贖 賽 莫 祇 鉾 閤 檀 枡 庄 桶 糞 〆 鰯 鍬 廻 樽 粕 菱 

ﾍﾟｰｼﾞ 81 87 87 91 93 94 94 96 103 108 109 110 110 110 110 111 112 112 112 112 

漢字 禄 佃 饅 辰 樋 秤 熈 溜 駕 鬨 飴 瞽 賤 腑 輿 攘 戊 憐 戌 紗 

ﾍﾟｰｼﾞ 113 114 114 117 120 120 120 121 122 122 123 123 123 124 125 125 131 131 131 148 

漢字 稜 榜 榜 按 攬 壌 壕 屍 亥 凱 鞜 榴 荼 毘 嘔 俣 詫   

ﾍﾟｰｼﾞ 157 157 157 173 174 175 196 196 198 199 206 239 241 241 241 263 271  
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ページ 名　　　称 種別 名　　　称 ページ 著作者等 発行者
発行年
次等

4 「平和の礎」で手を合わせる家族 写真 沖縄タイムス社

10 水鳥の彫刻 写真 個人蔵

10 ネコのミイラを入れる容器 写真 メトロポリタン美術館

10 モザイクでえがかれた家畜 写真 ウィキメディア・コモンズ

10 マグロの群れ 写真 シャッターストック

17 書記ナクトの墓の壁画 写真 ウィキメディア・コモンズ

18 ブッダになった王子 写真 ウィキメディア・コモンズ

20 始皇帝 写真 ウィキメディア・コモンズ

24 第一次発掘 写真 野尻湖発掘調査団

24 ナウマンゾウの骨を発見した中学生 写真 野尻湖発掘調査団

24 ナウマンゾウの骨からつくったナタ状の骨器 写真 野尻湖ナウマンゾウ博物館

26 縄文土器 写真 市立函館博物館

27 土偶 写真 ColBace

28 弥生土器 写真 福岡市埋蔵文化財センター

31 「漢委奴國王」の金印 写真 ウィキメディア・コモンズ

31 倭の奴国王の金印 写真 ウィキメディア・コモンズ

31 向野田古墳に葬られた女性首長 写真 宇土市教育委員会

32 農夫のはにわ 写真 ColBace

32 武人のはにわ 写真 ColBace

37 玄奘 写真 ColBace

38 飛鳥大仏 写真 ウィキメディア・コモンズ

44 伎楽の面「酔った西アジアの王」 写真 『よみがえる正倉院宝物』 p16 宮内庁正倉院事務所他編 朝日新聞社 2020

44 五弦の琵琶 写真 『よみがえる正倉院宝物』 p34 宮内庁正倉院事務所他編 朝日新聞社 2020

45 鑑真 写真 ウィキメディア・コモンズ

47 アストロラーベ 写真 『週刊朝日百科 世界の歴史70 技術　船と地図』 E-434 阿部謹也 他編集 朝日新聞社 1990

48 蝦夷軍（『清水寺縁起絵巻』） 写真 ColBace

48 朝廷軍（『清水寺縁起絵巻』） 写真 ColBace

49 国司の邸宅(『松崎天神縁起』) 写真 『日本の絵巻 (続 22) 松崎天神縁起』 p53 小松茂美 中央公論社 1992

50 光源氏と空蟬（『源氏物語手鑑』） 写真 『土佐派源氏絵研究』 p10 和泉市久保惣記念美術館 和泉市久保惣記念美術館 2020

50 清少納言 写真 ColBace

別紙様式第23号

出　　典　　一　　覧　　表　

申　請　図　書
備考

出　　　　　　　　典
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51 物語を読む女性（『源氏物語絵巻』） 写真 ウィキメディア・コモンズ

54 バイキングの船 写真 クリエイティブ・コモンズ

54 ラクダ 写真 シャッターストック

57 宋の都市のにぎわい(『清明上河図』） 写真 ウィキメディア・コモンズ

57 ジャンク 写真 シャッターストック

57 宋の時代の指南魚 挿絵 KubotaDesign工房作画

59 後白河上皇 写真 宮内庁三の丸尚蔵館

62 源頼朝 写真 甲斐善光寺

64 念仏を唱えながらおどる僧たち(『一遍聖絵』) 写真 ColBace

64 念仏札を配る一遍(『一遍聖絵』) 写真 ColBace

66 阿テ河荘の訴え状 写真 高野山霊宝館

68 紙幣に印を押すクビライ＝カン 写真 ウィキペディア・コモンズ

68 マルコ＝ポーロ 写真 国際日本文化研究センター

68 クビライ=カン 写真 ウィキメディア・コモンズ

68 青花龍文壺 写真 メトロポリタン美術館

69 韓国新安沖の沈没船の積み荷・銅銭 写真 韓国・国立中央博物館

70 足利尊氏 写真 ウィキメディア・コモンズ

73 遣明船（模型） 写真 広島県立歴史博物館

75 扇屋（『洛中洛外図屛風』） 写真 『洛中洛外図 舟木本』 p66 奥平俊六 小学館 2001

79 雪舟『天橋立図』 写真 ColBace

83 地蔵と子ども（『矢田地蔵縁起』） 写真 ColBace

86 イスタンブールの天文台 写真 ウィキペディア・コモンズ

89  ラファエロ『小椅子の聖母』 写真 ウィキメディア・コモンズ

90 古代アンデス文化の陶器 写真 ウォルターズ美術館

91 ジェンネにあるイスラム教のモスク（マリ） 写真 シャッターストック

91 ベニン王国皇太后のペンダント・マスク 写真 メトロポリタン美術館

91 ラプ＝ラプ 写真 個人蔵

95 富田林の現在の町並み 写真 富田林市教育委員会

98 釜山城を攻める日本軍(『釜山鎮殉節図』） 写真 ウィキメディア・コモンズ

106 アボメイ王宮の壁 写真 ウィキメディア・コモンズ 

108 「米こしらえ」 写真 『農業図絵』 p180 土屋又三郎著 清水隆久解説 農文協 1991

108 「お蔵入れ」 写真 『農業図絵』 p182 土屋又三郎著 清水隆久解説 農文協 1991

108 草刈り後の休み日 写真 『農業図絵』 p161 土屋又三郎著 清水隆久解説 農文協 1991

109 結でおこなう田植え 写真 『農業図絵』 p79 土屋又三郎著 清水隆久解説 農文協 1991

109 入会地から草木を運ぶ 写真 『農業図絵』 p60 土屋又三郎著 清水隆久解説 農文協 1991

112 実物大に復元された菱垣廻船 写真 (公)大阪港振興協会・日本財団図書館

113 豪快な演技の市川団十郎 写真 ColBace
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114
昆布などを交易の場所(運上屋)に持ち込むア
イヌの人びと(『日本山海名産図会』)

写真 国文学研究資料館

114 昆布をとるアイヌの人びと(『日本製品図説』) 写真 水産研究・教育機構

116 朝鮮通信使（『朝鮮通信使歓待図』） 写真 泉涌寺

122 百姓たちの大寄せ　 写真 致道博物館

122 老中に駕籠訴する百姓 写真 致道博物館

122 誓約書を交わす 写真 致道博物館

123 白岩一揆の訴え状を写した帳面 写真 往来物倶楽部

125 『大日本沿海輿地全図』の一部 写真 ColBace

126 寺子屋への入学（寺入り） 挿絵 『煕代勝覧の日本橋』 p18 小澤弘　小林忠 小学館 2006 KubotaDesign工房作画

127 喜多川歌麿『高名美人六家撰 高島ひさ』 写真 ColBace

127 葛飾北斎『富嶽三十六景 神奈川沖浪裏』 写真 ColBace

127 判じ絵 写真 ウィキメディア・コモンズ

127 貸本屋 挿絵 『煕代勝覧の日本橋』 p18 小澤弘　小林忠 小学館 2006 KubotaDesign工房作画

130 アメリカ捕鯨船とキャッチボート 写真 ウィキメディア・コモンズ

131 行進する大塩平八郎軍 写真 ウィキメディア・コモンズ

136 鉄とガラスの水晶宮　 写真 ウィキメディア・コモンズ

137 中国館の展示 写真 ウィキメディア・コモンズ

138 ボストン港でのイギリスへの抗議行動 写真 ウィキメディア・コモンズ

139 奴隷制度の廃止を訴える絵 写真 ウィキメディア・コモンズ

140 バスチーユ監獄攻撃を描いた絵 写真 ウィキペディア・コモンズ

140 革命前の３つの身分 写真 ウィキペディア・コモンズ

141 ベルサイユ宮殿へ向かう民衆 写真 ウィキペディア・コモンズ

143 ロンドンで開かれた第1回万国博覧会の水晶宮 写真 ウィキメディア・コモンズ

145 ドイツ帝国の樹立 写真 ウィキメディア・コモンズ

145 国民劇場の内部 写真 ウィキペディア・コモンズ

146 アヘンを吸う人たち 写真 ウィキペディア・コモンズ

147 アヘン戦争　 写真 ウィキメディア・コモンズ

154 徳川家茂 写真 ウィキメディア・コモンズ

157 五榜の掲示・第三札 写真 西南学院大学博物館

162 廃藩置県 写真 ウィキメディア・コモンズ

166 使節団の中心メンバー 写真 ウィキメディア・コモンズ

167 福沢諭吉 写真 慶應義塾福澤研究センター

167 シカゴで撮った記念写真 写真 ウィキメディア・コモンズ

168 最初の切符（1872年） 写真 個人蔵

170 楠瀬喜多 写真 高知市立自由民権記念館

170 女性参政権発祥の地の碑 写真 個人蔵



4

171 女子大演説会で壇上に立つ岸田俊子と太刀ふじ 写真 国立国会図書館

182 参政権を求めるデモ 写真 ウィキメディア・コモンズ

182 1880年代のドレス 写真 ウィキペディア・コモンズ

182 布で顔と体をおおう女性 写真 ウィキメディア・コモンズ

183 清(中国)の女性 写真 ウィキメディア・コモンズ

184 捕らえられた全琫準 写真 ウィキメディア・コモンズ

188 戦火で焼け出された人びと 写真 ILLUSUTRATED LONDON NEWS 

191 黒田清輝『舞妓』 写真 ColBase

195 農作業を終えて，多摩川の渡し船を待つ家族 写真 ウィキメディア・コモンズ

196 ざん壕の中のイギリス兵 写真 ウィキメディア・コモンズ

196 ドイツ軍の戦闘機 写真 ウィキメディア・コモンズ

198 清華学校運動場に集まった学生 写真 ウィキメディア・コモンズ

203 ガンジー 写真 ウィキメディア・コモンズ

203 浅川巧 写真 浅川伯教・巧兄弟資料館

208 普通選挙権を求める集会とデモ行進 写真 『日録20世紀1923年』 p12 講談社総合編纂局編　 講談社 1997

212 1944年8月25日パリ 写真 ウィキメディア・コモンズ

214 移民労働者 写真 ウィキメディア・コモンズ

215 チャップリン（『モダン・タイムス』1936年） 写真 ウィキメディア・コモンズ

216 失業者の列 写真 ウィキペディア・コモンズ

216 カナダの失業者 写真 ウィキメディア・コモンズ

216 『キングコング』(映画ポスター 1933年) 写真 ウィキメディア・コモンズ

219 水晶の夜の翌日 写真 ウィキメディア・コモンズ

219 映画『意志の勝利』のポスター 写真 ウィキペディア・コモンズ

219 絵はがき「仲よし三国」 写真 ウィキメディア・コモンズ

223
二．二六事件で陸軍大臣官邸を占拠した反乱
軍の将校と兵士たち

写真 ウィキメディア・コモンズ

224 上海市街地を突撃する日本軍 写真 『写真記録日本の侵略 中国朝鮮』 p45 黒羽清隆他編 ほるぷ出版 1983

226 病院の地下に避難した母子 写真 ウィキメディア・コモンズ

226 防空壕の子どもたち 写真 ウィキメディア・コモンズ

227 ロンドンの地下鉄アルドウィチ駅 写真 ウィキメディア・コモンズ

229 鉄道工事で働かされる労務者 写真 『写真記録日本の侵略 ジュニア版』 p120 アジア民衆法廷準備会編 大月書店 1995

229 土木工事で働く朝鮮人労働者 写真 『写真記録日本の侵略 中国朝鮮』 p216 黒羽清隆他編 ほるぷ出版 1983

235 出撃直前の特攻隊員 写真 『写真記録昭和の歴史3 太平洋戦争と進駐軍』 p116 松本清張 小学館 1984

246 プラスチックを減らして地球を守りたい 写真 Cafeteria Cuture2022

246 気候変動による地球の危機を訴える 写真 ウィキメディア・コモンズ

246 教室から未来が広がる 写真 Piece of Syria

247 学校正常化への願いは遠く 写真 時事通信社
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247 女子の学校を閉鎖しないで 写真 BBC

247 学校閉鎖のなかで希望をとりもどした 写真 ワールド・ビジョン・ジャパン

249 1945年の銀座 写真 『昭和日本史9 占領下の時代』 p34 暁教育図書 1978

253 青空教室 写真 『朝日歴史写真ライブラリー戦争と庶民  4』 p148 朝日新聞社 1994

258 映画『ゴジラ』のポスター 写真 ウィキメディア・コモンズ

259 国連軍縮特別総会で演説する山口仙二 写真 共同通信社

260 国会に向かう安保反対のデモ隊 写真 「アサヒグラフ」1960年6月緊急増刊号

261 衆議院での強行採決 写真 ウィキメディア・コモンズ

262 鹿児島駅から出発する集団就職の列車 写真 西日本新聞社

264
アジアで開かれたオリンピック・パラリンピック
（夏季）

表

1964年夏季オリンピック-ウィキペディア
1988年夏季オリンピック-ウィキペディア
2008年夏季オリンピック-ウィキペディア
2020年夏季オリンピック-ウィキペディア
パラリンピック - ウィキペディア

265 銃撃を避けながら川を渡る住民 写真 ゲッティ・イメージズ 

268
なげきの壁の隣にあるアルアクサー・モスクの
庭で祈るムスリム

写真 シャッターストック

269 ヨルダン川西岸地区の分離壁 写真 シャッターストック

269 爆撃されたガザ地区 写真 ゲッティ・イメージズ

269
ティッシュペーパーなどの売り場に押しよせる人
びと

写真 毎日新聞社

270 佐藤家の家族写真 写真 『不確かな血』 口絵 佐藤昇 文景坊出版 2020

270 肉親捜しを伝える新聞 写真 『不確かな血』 口絵 佐藤昇 文景坊出版 2020

270 38年ぶりに親族と再会した佐藤美和子 写真 『不確かな血』 口絵 佐藤昇 文景坊出版 2020

272 ベルリンの壁に登る人びと 写真 クリエイティブ・コモンズ

273
爆撃を受けて崩壊した小児病院から子どもを救
出する人たち

写真 アフロ

276 アメリカ軍の救急病院 写真 ウィキメディア・コモンズ

276 東京の女学生 写真 ウィキメディア・コモンズ

277
青年海外協力隊の隊員(中央)とエチオピアの
人びと

写真 個人蔵

277
日本のNGOが現地の団体とともに運営する診
療所で，コロナワクチンの接種を受けるロヒン
ギャ難民

写真 ピースウィンズ・ジャパン

277 署名活動を続ける高校生 写真 平和活動支援センター

278 一人ひとりの歴史・家族の歴史　写真3点 写真 執筆者蔵

283 京杭大運河 写真 ウィキメディア・コモンズ

283 唐三彩 写真 ウィキメディア・コモンズ

285 金閣 切手 個人蔵
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285 チンギス=カン 写真 ウィキメディア・コモンズ

287 銀閣 切手 個人蔵

287 『阿国歌舞伎図』 写真 ColBase

287 『見返り美人図』 写真 ColBase

289 立志社跡の碑 写真 個人蔵

289 高村光雲『老猿』 写真 ColBase

292 阪神淡路大震災 写真 ウィキメディア・コモンズ

292 熊本地震 写真 ウィキメディア・コモンズ

（備考）１ 「申請図書」の欄については次のとおりとする。

          ① 「ページ」の欄には、引用又は新たに作成した教材や資料等の申請図書における掲載ページを示す。

          ② 「名称」の欄には、引用した教材や資料等の申請図書における名称を示す。

          ③ 「種別」の欄には、国語教材、楽譜、写真、図、挿絵、表、グラフ、地図などの別を示す。

        ２「出典」の欄については次のとおりとする。

          ① 出典が一般図書の場合は、当該図書の名称（版次を含む。）、掲載ページ、著作者・編集者等、発行者及び発行年次を各欄に示す。

          ② 出典が定期刊行物の場合は、発行年次等欄に巻号、発行月日等を示す。

          ③ 出典が図書でない場合には、備考欄に資料提供者や保有者の氏名又は名称、及び当該資料に付された整理番号等を示すなど、

　　　 　　　出典を確認することが可能な情報を記入する。

　　　　３  出典を基に申請図書の発行者が改変を行った場合又は新たに作成を行った場合は、「備考」欄にその旨を示す。

　　　　４ （１）写真等については、肖像権等の権利処理を必要に応じて行うこと。

    　　   （２）著作物の掲載に当たっては、著作権法第33条に基づき、掲載する旨を著作者に通知するとともに、

             　　補償金を著作権者に支払う必要があることに留意すること（別途契約を締結する場合を除く）。

備考４の内容について確認しました。 ✔



番号 ページ 種別 参照先 URL 概要

3, 25,65,
97, 147,
205, 245

二次元
コード

文化庁 https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index 国指定文化財等データベース

3 URL 国立国会図書館「ジャパンサーチ」 https://jpsearch.go.jp
日本のデジタルアーカイブについて教育目的で自由に利用できる資料の
検索

日本芸術文化振興会「文化デジタルライブラリー」 https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/ 能楽・歌舞伎・文楽など伝統芸能について学べるコンテンツを掲載

国立歴史民俗博物館 https://www.rekihaku.ac.jp 日本の民俗文化に関するさまざまな資料を掲載

世界遺産 北海道・北東北の縄文遺跡群 https://jomon-japan.jp 「北海道・北東北の縄文遺跡群」に関するデジタルアーカイブ

NHK https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120256_00000 NHK for school　歴史にドキリ「卑弥呼〜むらからくにへ」（動画）

世界遺産 百舌鳥・古市古墳群 https://www.mozu-furuichi.jp 百舌鳥・古市古墳群を写真や動画で紹介

奈良文化財研究所 https://www.nabunken.go.jp 飛鳥時代・奈良時代の文化財などについて紹介

京都府埋蔵文化財調査研究センター http://www.kyotofu-maibun.or.jp 平安時代の京都の文化財などについて紹介

伊勢神宮 https://www.isejingu.or.jp 伊勢神宮について紹介

武家の古都　鎌倉 http://www.bukenokoto-kamakura.com 鎌倉にある源氏ゆかりの歴史的遺産などを紹介

NHK https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310050_00000&p=box NHK for school「今に伝わる元との戦い」（動画）

NHK https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310504_00000&p=box NHK for school「室町幕府の誕生」（動画）

沖縄県立総合教育センター「琉球文化アーカイブ」 http://rca.open.ed.jp 沖縄の歴史、文化資産に関するデジタルアーカイブ

公益財団法人アイヌ民族文化財団 https://www.ff-ainu.or.jp アイヌとその文化を紹介

NHK https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005403055_00000&p=box NHK for school「応仁の乱」（動画）

NHK https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310429_00000&p=box NHK for school「イスラム教」（動画）

NHK https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005403058_00000&p=box NHK for school「大航海時代」（動画）

NHK https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310073_00000&p=box NHK for school「信長と秀吉」（動画）

国立歴史民俗博物館「江戸図屏風」 https://www.rekihaku.ac.jp/education_research/gallery/webgallery/edozu_z/edozu_l.html 江戸図屏風を紹介

江戸東京博物館 https://www.edo-tokyo-museum.or.jp 江戸・東京の歴史や文化などを紹介

NHK https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005402886_00000&p=box NHK for school「アメリカ独立宣言」（動画）

NHK https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005403067_00000&p=box NHK for school「イギリスの産業革命」（動画）

3, 25,65,
97, 147,
205, 245

二次元
コード

NHK https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310119_00000&p=box NHK for school「江戸から明治へ」（動画）

１ 別紙１添付

１ 別紙１添付

ウェブサイトのアドレスの掲載箇所一覧表

申請図書 学習上の参考に供する情報
備考



番号 ページ 種別 参照先 URL 概要

申請図書 学習上の参考に供する情報
備考

3 URL NHK https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005403071_00000&p=box NHK for school「明治維新」（動画）

国立国会図書館　国際子ども図書館 https://www.kodomo.go.jp/yareki/ 中高生のための幕末・明治の日本の歴史事典

国立国会図書館「史料にみる日本の近代」 https://www.ndl.go.jp/modern/index.html 近現代の日本の政治史に関わる一次史料を公開

国立国会図書館「近代日本人の肖像」 https://www.ndl.go.jp/portrait/ 近代日本の重要人物の肖像写真を紹介

アジア歴史資料センター「知っていましたか？　近代日本
のこんな歴史」

https://www.jacar.go.jp/modernjapan/index.html#pagetop 近代史の表舞台に登場しない人々のエピソードを紹介

NHK https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005403082_00000&p=box NHK for school「第一次世界大戦」（動画）

NHK https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005403089_00000&p=box NHK for school「第二次世界大戦」（動画）

NHK https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005403091_00000&p=box NHK for school「戦時下の生活」（動画）

沖縄平和祈念資料館 http://www.peace-museum.okinawa.jp 沖縄戦に関する資料などを紹介

知覧特攻平和会館 https://www.chiran-tokkou.jp 特攻に関する資料を紹介

NHK https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005402868_00000&p=box NHK for school「玉音放送」（動画）

NHK https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005402871_00000&p=box NHK for school「終戦後の青空教室」（動画）

国立国会図書館「日本国憲法の誕生」 https://www.ndl.go.jp/constitution/ 日本国憲法の制定過程について解説

NHK https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005402946_00000&p=box NHK for school「冷戦－中学」（動画）

外務省「日本の領土をめぐる情勢」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/territory/ 日本の領土をめぐる情勢について解説

平和祈念展示資料館 https://www.heiwakinen.go.jp 戦争体験者の証言やシベリア抑留などについて紹介

政府 拉致問題対策本部 https://www.rachi.go.jp 北朝鮮による日本人拉致問題について紹介



（別紙１）



（別紙１）



（別紙１）
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