
分野や教科，小・中を越えてつながる
カリキュラム・マネジメントを全面的にサポート！

令和3年度 中学校社会科教科書　「新しい社会」

他教科との連携

#3３教　内容解説資料　この資料は，令和３年度用中学校教科書の内容解説資料として，一般社団法人教科書協会「教科書発行者行動規範」に則っております。

　小学校社会科で学習し
た用語は「小学校の社会
で習った『ことば』」とし
て示しました。

　単元の導入部分には，小学校の教科書に掲載した資料や用語を掲載し，小学校の学習内容を
活用した活動に取り組むことで，中学校の学習にスムーズに入れます。

小学校との連携

　教科関連マークのある内容は，地理，歴史，公民のp.5の二次元コードを読み取ることで，
他教科の関連ページの紙面を見ることができます。※通信費は自己負担となります。

教科書 教科・分野 関連する学習内容
p.23 数学 正負の数の加法，減法
p.35 理科 地軸の傾きと季節の変化
p.76 理科 大気の動きと天気の変化
p.150 技術 安全に利用するための情報モラル
p.162 理科 日本の天気と季節風
p.164 理科 地震に備えるために
p.167 保健体育 自然災害による傷害の防止
p.167 道徳 田老の生徒が伝えたもの
p.170 理科 エネルギー資源の利用
p.244 保健体育 国際的なスポーツ大会の役割

●地理の教科関連マーク掲載箇所

教科書 教科・分野 関連する学習内容
p.14 技術 安全に利用するための情報モラル
p.20 道徳 花火ととうろう流し
p.20 家庭 地域の食文化
p.36 保健体育 国際的なスポーツ大会の役割
p.125 理科 地震に備えるために
p.125 保健体育 自然災害による傷害の防止
p.125 道徳 田老の生徒が伝えたもの
p.136 家庭 消費者トラブルとその対策
p.170 家庭 エシカル消費
p.194 理科 エネルギー資源の利用
p.197 理科 エネルギー資源の利用
p.215 技術 安全に利用するための情報モラル

●公民の教科関連マーク掲載箇所

教科書 教科・分野 関連する学習内容
p.15 技術 安全に利用するための情報モラル
p.25 書写 漢字の成り立ちと移り変わり
p.25 国語 「論語」
p.45 国語 「万葉集」
p.51 国語 清少納言「枕草子」
p.51 国語 「古今和歌集」
p.57 英語 英語での町紹介
p.73 国語 「新古今和歌集」
p.73 国語 兼好法師「徒然草」
p.195 道徳 渡良瀬川の鉱毒
p.197 国語 夏目漱石「坊っちゃん」
p.221 国語 芥川龍之介「トロッコ」
p.233 道徳 六千人の命のビザ
p.243 保健体育 国際的なスポーツ大会の役割
p.259 道徳 伝えたいことがある（第五福竜丸事件）
p.273 理科 エネルギー資源の利用
p.274 理科 地震に備えるために
p.274 保健体育 自然災害による傷害の防止

●歴史の教科関連マーク掲載箇所

CLICK!

　小学校教科書に掲載した資
料に「小学校マーク 小 」を掲
載しました。

小学校マーク掲載ページ一覧
地理 歴史 公民

p.6 p.18~19 p.37
p.33 p.62~63 p.75
p.54 p.98~99 p.127
p.156 p.148~149 p.179
p.183 p.206~207

p.250~251

他教科と特に関連
の強い内容に付け
ています。

教科関連マーク

他教科の紙面を参照して多面
的・多角的に学ぶことで，理
解を深めます。

「新しい社会」は，地理・歴史・公民的分野
の関連，教科書と地図帳との連携，小学校
社会科や他教科との結び付きを強化してい
るので，学習効果を高められます！

「新しい社会」の表紙には，それぞれの教科
書で学ぶ様々な事柄の写真やイラストが
並んでいます。4冊を上のようにつなげる
と，中学校の社会科学習を象徴する一つの
「社会」ができあがります。

家庭（p.192）

歴史
（p.62）

小学校社会
（新しい社会 6 歴史編: p.44）

公民（p.136）
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持続可能な社会を創り，地球上の全ての人がより良い生活を送
るために必要なことは何でしょうか。

より良い地球社会を
目指して

2
学習課題

1 のⒶからⒸの世界遺産はどの宗
教と関係するのか，読み取りまし
ょう。

読み取る

前文　…相
そう

互
ご

の信
しん

頼
らい

と理解を根底にし
て，文化の多様性，寛

かん

容
よう

，対話，協力を重
んじることが世界の平和と安全を保障する
最善策の一つであると言明し，文化の多様
性の認

にん

識
しき

，人類は一体であるという自覚，
および異文化間の交流の進展を基

き

盤
ばん

とした
より強い連帯を熱望し，…この宣言を採

さい

択
たく

する。
第 1条　…文化の多様性は，その交流，革新，
創造性の源として，人類にとって不可欠な
ものである。この意味において，文化の多
様性は人類共通の遺産であり，現在および
将来の世代のために，その重要性が認識さ
れ，主張されるべきである。

3 文化の多様性に関する世界宣言（部分）

0°

仏教
キリスト教
イスラム教
ヒンドゥー教
ユダヤ教
道教，儒教，
神道，仏教など
その他の宗教
非居住地域

じゅきょう

しん とう

2 世界の宗教分布（「ディルケ世界地図」2010年版ほか）　

1 世界遺産　2018年 7月現在，世
界で1092件が登録されています。
日本には22件あり，そのうち文化
遺産は18件，自然遺産は 4件です。
●Ⓐサン・ピエトロ大聖堂（バチカ
ン市国）
●Ⓑ法

ほう

隆
りゅう

寺
じ

（奈良県斑
いか

鳩
るが

町
ちょう

）
●Ⓒイスファハンのイマームモスク
（イラン）
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　　　　　　　　　世界各地には，さまざまな民族が暮らして
います。また，その地域の気候や歴史の中

で，さまざまな文化が育まれています。例えば，世界では，キ
リスト教，イスラム教，仏教という三大宗教のほか，ヒンドゥ
ー教やユダヤ教などの多くの宗教が信

しん

仰
こう

されています。世界に
見られるこうした多様性は，地球社会を豊かにしています。
　　　　　　　　　文化の多様性を守るために，国際的にさま

ざまな取り組みが行われてきました。
U
ユ ネ ス コ

NESCOの提案で1972（昭和47）年に採
さい

択
たく

された世界遺産条約
は，世界の貴重な自然や文化財を世界遺産として保護すること
で，将来に残すことが目的です。2001（平成13）年にUNESCO
で採択された「文化の多様性に関する世界宣言」は，文化の多様
性を「人類共通の遺産」と位置付け，民主主義の実現や社会の発
展に欠かせないものであるとしています。
　世界の多くの国々では，民族や文化が異なる人々が，たがい
に尊重し合い，平和に共存する社会を築いています。しかし，

地球社会の
多様性

12

多様性の尊重

p.186

12
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図版での3分野関連

　新学習指導要領では，学習の基盤となる資質・能力や現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力の育成のた
めに，教科等横断的な学習の充実といったカリキュラム・マネジメントに努めることが求められています。
　「新しい社会」は，効果的なカリキュラム・マネジメントを可能にし，地理・歴史・公民の各分野の視点から多面的・
多角的に考察する力を育てるために，3分野の関連を強化しました。

　主に歴史や公民の学
習での活用を想定した
関連ページを新設しま
した。こうしたページ
や図版に， ・ マー
クを付しています。

　世界の各州や日本の各地方の探究課題
に沿った追究に活用する「テーマ資料」を
掲載しています。

効果的なカリキュラム・マネジメントを可能にする3分野の関連

他分野とつなげて学びを深める！
地理・歴史・公民の関連と地図帳との連携

テーマ／教材 もっと地理 もっと歴史 もっと公民

環境・
エネルギー

日本の
エネルギー問題

日本のエネルギーのあらまし
(p.180~p.181)

日本のエネルギーのこれまで
(p.272~273)

これからの日本のエネルギーを
考える
(p.196~197)

人権・平和 アイヌ民族
現代に受けつがれる
アイヌ民族の文化
(p.268)

アイヌ文化とその継承
(p.140~141)

先住民族としてのアイヌ民族
(p.72~73)

伝統・文化 オリンピック・
パラリンピック

オリンピック・パラリンピック
と東京
(p.244)

オリンピック・パラリンピック
と日本
(p.242~243)

オリンピック・パラリンピック
と日本の心
(p.36)

防災・安全 震災・復興 震災から命を守る
(p.166~167)

震災の記憶を語りつぐ
(p.274~275)

東日本大震災からの復興と防災
―仙台市を例に考える
(p.124)

情報・技術 情報化による
社会の変化

情報化がアフリカ社会を変える
(p.96)

メディアの発達が日本を変えた
(p.198~199)

新しい情報技術で社会が変わる
(p.16~17)

● 3分野の関連で扱った「もっと地理・歴史・公民」

地図帳には3分野の学習内容を補完したり，より深めたりする資料を豊富に掲載しています。
地理・歴史・公民と地図帳との連携

　世界や日本の諸地域の一般図や資料は，
地理の追究学習の流れに沿った構成にする
ことで，生徒が学習しやすいようにしました。

地
公
歴

他分野での学習
と特につながり
の強い内容に付
けています。

一般図 基本資料 テーマ資料

メキシコ

カナダ

メキシコ

カナダ

149（7） 128（5）

338（16） 408（16）

日  

本
329
（13）

207
（10）

（2）7月

（1）1月

断
面
図

NAFTA

日  

本
1351
（6）

632
（4）

2297（16） 2968（13）

2668（18） 2830（13）

輸出総額　1兆4505億ドル
輸入総額　2兆2482億ドル

アメリカ

アメリカ
輸出総額　2169億ドル
輸入総額　2503億ドル

※数字は貿易額（億ドル）
※（　）内は総額にしめる割合（％）

［2016年］

［1980年］

ア
パ
ラ
チ
ア

炭
田

メキシコ湾岸油田
わんがん

内

陸

油

田

ア メ リ カ 合 衆 国
がっ しゅう こく

カ　ナ　ダ

サ

ン

ベ
ル ト

イ
ギ
リ
ス
か
ら

カ
ナ
ダ
か
ら

カリフォルニア油田

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
か
ら

西ア
ジア
諸国
・

インド
ネシ
アか
ら

メ
キ
シ
コ
か
ら

大

西

洋

太

平

洋

スペ
リオル湖

ミシ
ガ
ン
湖

ミシ
シッ
ピ
川

メ キ シ コ 湾

セ
ン
ト
ローレンス川

シリコンバレー

シアトル

バンクーバー

ポートランド

カルガリー
エドモントン

ソルトレークシティサンノゼ

サンフランシスコ

サンディエゴ

ロサンゼルス

ツーソン

フェニックス アルバカーキ

エルパソ

デンバー カンザスシティ

ダラス

ヒューストン ニューオーリンズ
バトンルージュ

タンパ

ジャクソンビル

アトランタ

バーミングハム

メンフィス

グリーンズボロ

オークリッジ

ケープカナベラル

ウィチタ

ハリファクス

ボストン

ニューヨーク

ボルティモア
フィラデルフィア

オタワ
モントリオール

クリーブランド

ピッツバーグ

デトロイト

シカゴ

ミルウォーキー

サドバリ

ウィニペグ

セントルイス

インディアナポリス

メサビ

トロント

バッファローミネアポリス

オマハ

コーパスクリスティ

原子
力

原子
力

500

500

50
0

50
0

500 500

50
0

500

500

50
0

1000

10
00

1000

1000

10
00

1000

ハドソン湾大麦，えん麦，
ライ麦など

ばく

冬小麦地帯
とうもろこし地帯

春小麦地帯

ア メ リ カ 合 衆 国
がっ しゅう こく

カ　ナ　ダ

大

西

洋

太

平

洋
ミシ
シッ
ピ
川

メ キ シ コ 湾

果実
，

米

小麦

グ

レ

ー

ト

プ

レ

ー

ン

ズ

とうもろこし

綿花，

0 50 100%

アメリカ
輸出額

1378億ドル

カナダ
輸出額

426億ドル

メキシコ
輸出額

280億ドル

キューバ
輸出額
7億ドル

ジャマイカ
輸出額
3億ドル

［2016年］

大豆
16.6%

とうもろこし 7.5

菜種 豚肉 4.6

菜種油 5.5

トマト

調整食料品

9.0 9.0

調整果実製品 7.2
飲料（アルコール飲料を除く） 

ビール 5.6コーヒー豆

砂糖
51.9%

その他
53.715.5%

たばこ
25.4

ビール

はちみつ 2.0
飲料（アルコール飲料を除く）

その他

飲料（アルコール飲料を除く） 4.7

アボカド 7.5
青とうがらし 4.0

大豆 4.4

牛肉 3.3

小麦 3.9
調整食料品 6.0

ぶたにく

小麦

10.010.7
%

10.1
% 7.5

8.012.7

その他
64.8

その他
62.7

その他
66.2

1783年イギリスより割譲2

1803年フランスより買収3
1818年イギリスより割譲4

1819年スペインより買収5

1845年併合7

1848年メキシコより割譲9

1853年メキシコより買収10

1867年ロシアより買収11

1898年併合12

1776年独立宣言
のときの 13州

1

8 1846年併合
へいごう

6 1842年イギリスより割譲
かつじょう

アラスカ

アラバマ

ネバダ

アイダホ

カリフォルニア

ワシントン 

オレゴン

ニューメキシコ

ユタ

アリゾナ

テキサス

サウスダコタ

ノースダコタ

ネブラスカ 

ミネソタ

カンザス

アイオワ

ワイオミング

モンタナ

ルイジアナ

アーカンソー
テネシー

オハイオ

ミシガン

ケンタッキー

インディアナ
イリノイ

ウィスコンシン

ミ
シ
シ
ッ
ピ

ジョージア

サウス
カロライナ

バージニア 

フロリダ

ノースカロライナ

オクラホマ 

メリーランド
デラウェア 
ニュージャージー

コロンビア特別区

バーモント

コネティカット

メーン

マサチューセッツ ロードアイランド
ニューヨーク

ペンシルべニア

ウェストバージニア

ハワイ

コロラド
ミズーリ

ニューハンプシャー

山　岳　地　帯
さん　　がく

太 

平 

洋 

岸

南　部

北東部

中西部

西　部

ニュー
イングランド

■A
■B

ベーリ
ング海

峡

ユーコン川

アラスカ湾

ベーリング海

グレートベア湖

グレートスレーブ湖

ハドソン湾

ウィニペグ湖

スペリオル湖

ミシガン湖

エリー湖

グレートソルト湖

ヒューロン湖

バ
ッ
フ
ィ
ン
湾

北 極 海

オンタリオ湖

ミ
シ
シ
ッ
ピ
川湾

ア
ニ
ル
ォ
フ
リ
カ

太
平

洋

大 西 洋

リオグランデ川

メ キ シ コ 湾

カ リ ブ 海

コロ
ラド
川

マッキンリー山

ラッセン山

（デナリ）
6190

3187

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド

クイーンエリザベス諸島

ビクトリア島

バンクス島

バッフィン島

ラブラドル半島

アラスカ

アラスカ半島

バンクーバー島

クイーンシャーロット諸島

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
半
島

ユカタン半島

フロリダ半島

西インド諸島
プエルトリコ島

ニューファンドランド島

エルズミーア島

ア
ラ
ス
カ
山
脈

カ
ス
ケ
ー
ド
山
脈

シ
エ
ラ
ネ
バ
ダ
山
脈

海
岸

山

脈

グ
レ
ー
ト

　プ
レ
ー
ン
ズ

プ
レ
ー

　リ
ー

中
央
平
原

コロラド高原

西
シ
エ
ラ
マ
ド
レ
山
脈

メ
キ
シ
コ
高
原

ロ

ッ

キ

ー

山

脈 アパ
ラチ
ア山
脈

ラブラドル高原

パ
ナ
マ
地
峡

ち 

き
ょ
う

ローレシア台地

カ ナ ダ

アメリカ合衆国

ア メ リ カ 合 衆 国
がっ しゅう  こく

メキシコ ベリーズ

ホンジュラス
グアテマラ

エルサルバドル ニカラグア

コスタリカ
パナマ

キューバ

バハマ

ジャマイカ
ハイチ

ドミニカ
共和国

アンティグア・バーブーダ

セントクリストファー・ネービス 

バンクーバー
シアトル

サンフランシスコ

ロサンゼルス

オタワ
モントリオール

ワシントンD.C. 
ニューヨーク

ハバナ

ナッソー

キングストン
ポルトープランス

メキシコシティ

シカゴ

トロント

マナグア

テグシガルパ

ベルモパン
グアテマラシティ

パナマシティ

サントドミンゴ

ナイアガラ滝
たき

0 10000

1000

2000

3000

4000
m

2000 3000 4000km

海
岸
山
脈

ラ
ッ
セ
ン
山

グ
レ
ー
ト
ソ
ル
ト
湖

ア
パ
ラ
チ
ア
山
脈

アメリカ合衆国

■A ■Bロッキー山脈

中央平原

グレート
プレーンズ

1

p.203 世界の言語ジャンプ

p.9 現代的な諸課題① 環境・
資源・エネルギー問題
p.25 世界の資源・エネルギー

ジャンプ
かん きょう

砂漠
温帯林
針葉樹林
ツンドラ
氷雪地

耕地
草地
熱帯雨林

400mm以上
300～400mm
200～300mm
100～200mm
50～100mm
25～50mm
25mm未満

フィードロット
日本への輸出
年降水量（単位mm）

米

炭田
石油
天然ガス
鉄鉱石

鉄鋼，非鉄金属
化学
製油
自動車

宇宙，航空機
電気，電子機械
その他の機械

せんい
食料品
木材，パルプ

工業地域
主な工業都市
石油の輸入

 さ  ばく

ゲルマン系の言語（英語）
ラテン系の言語
（フランス語、スペイン語など）
先住民の諸言語
その他、非居住地

たばこ
酪農
放牧

果樹，園芸
その他の農業
非農業地

小麦
とうもろこし，大豆
綿花

らくのう

（「グーズ世界地図」2017年版ほか）

（「グーズ世界地図」2017年版ほか）

（「The National Atlas of the United 
States of America」ほか） 

(「ディルケ世界地図」2015年版)

(「ディルケ世界地図」2015年版)

（「ディルケ世界地図」2015年版） 

（国連資料ほか）
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◆北アメリカ州諸国の農産物などの輸出

（1）1月

（2）7月

40°

20°

10°

30°

50°

60°

80°100°

120°

140°

160°

140°

150°

140°

130°
120°

120°

110° 100°

100°

90° 80°

80°

60°

60°

60°

70°

160°

180°

170°

20°

20°

10°

20°

40°

60
°

60°
80°

100°

120°140°

20°

40°

60
°

30°

40°

40°

50°

70°60°

80°

40°

20°

20°

40°

北回帰線

北回帰線

北回帰
線

北回帰線

北極圏

北
極
圏

北回帰線

北回帰
線

北回帰
線

北
極
圏

50°

40°

30°

130°

120°
110°

100°

130°

90° 80°

70°

60°

50°

40°

30°

120°

130°

110° 90°100° 80°

70°

60°

40°

30°

60°

20°

130° 120° 110°

160°

150°

100°

90°
80°

70°

け
んけん

1 北アメリカの自然環境
かん   きょう

3 NAFTA（北アメリカ自由
貿易協定）の結び付き

ナ　　フ　　タ

4 アメリカ合衆国の領土の拡大
がっ   しゅう  こく

3 北アメリカの言語分布

2 北アメリカの降水量

1 アメリカ・カナダの農業分布

2 アメリカ・カナダの工業分布

北アメリカ州のテーマ資料①北アメリカ州の基本資料71 72

北
ア
メ
リ
カ
州

北
ア
メ
リ
カ
州

テーマ／教材 地理 歴史 公民
国際連合本部 (写真 ) p.10 p.256 p.183
サン・ピエトロ大聖堂 (写真 ) p.13 p.100 p.206
世界の宗教（地図） p.51 p.29 p.206
岩のドーム（写真） p.56 p.29 p.212
イスファハンのイマームモスク（写真） p.59 p.28 p.206
ユーロ紙幣・硬貨（写真） p.77 p.266 p.179
熊本地震での中学生のボランティア（写真） p.165 p.270 p.8
日本の人口と人口構成の変化（グラフ） p.168 p.271 p.168
原爆ドーム（写真） p.201 p.238 p.46
阪神・淡路大震災（写真） p.215 p.270 p.117
富士山（写真） p.232 p.135 p.18
アイヌ民族の伝統衣装（写真） p.268 p.141 p.21
SDGs（ロゴ） p.270 p.271 p.180

ページ 公民関連ページの内容

p.9~10
現代的な
諸課題

環境・資源・
エネルギー問題

p.11~12 人口・貧困問題

p.13~14 紛争・難民問題

p.131~132 ピックアップTOKYO

・ マーク

ページ 歴史関連ページのある州・地方と内容
p.39~40 アジア州 日本と世界との関係(古代～近世)
p.66 北アメリカ州 大西洋の交流とアメリカ大陸の文明

p.95~96 九州地方 歴史の舞台・九州地方

他分野の関連する紙面
を直接参照できる二次
元コード
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歴史

現代につながるマスメディアや情報環
か ん

境
きょう

がどのように成立したか，見てみましょう。

メディアの発達が日本を変えた

関連するページ
p.172～173， 220～221

平成昭和明治江戸鎌倉平安古墳弥生縄文
世紀

大正安土桃山
奈良飛鳥

南北朝
室町

212019181716151413121110987654321
戦国

B.C. A.D.

情報
技術

地理や公民の
関連ページ地

公
歴

1 ペリーが幕府に献
けん

上
じょう

したモールス式電信機（東京都　郵政博物館蔵　
台の長さ78cm）　電信とは，文字を電気の信号に置きかえて送信する
方法です。欧

おう

米
べい

では19世紀初めに導入され始めました。

3 電話交
こう

換
かん

手（1933
年）　当初の電話は，
回線の接続を人の手
で行っていました。
電話交換手は女性が
担
にな

うようになり，当
時の女性にとってあ
こがれの職業でした。

2 急ごしらえされた
電信柱（三代目歌

うた

川
がわ

広
ひろ

重
しげ

筆　東
とう

海
かい

名所改
正道中記 程

ほど

ケ
が

谷
や

 神
奈川県　横

よこ

浜
はま

市立図
書館蔵）　現在の横
浜市にあった東海道
の宿場町の，1875年
ごろの様子です。急
速な工事のため，沿
道の並木が電信柱の
かわりに利用されて
います。

地
公
歴

198

電信・電話の導入
　明

めい

治
じ

新政府の第一の課題は，政府の意向をすみや
かに地方のすみずみにまで行きわたらせることでし
た。そのためには，国全体に情報網

もう

を作りあげなけ
ればなりませんでした。
　1869（明治 2）年に，東京・横浜間で電信が始まり
ましたが，これは東京・京都・大阪間で近代的な郵
便が始まるより前のことでした。さらに，1871年に
はデンマークの電信会社が長崎・上

シャン

海
ハイ

間，次いで長
崎・ウラジオストク間に海底ケーブルを設置して，
世界と情報の伝達ができるようになりました。
　電信の導入は欧

おう

米
べい

から大きく後
おく

れましたが，電話
の導入は欧米とほぼ同時でした。アメリカでベルが
電話を発明した翌年の1877年には，いち早く日本の
官庁へ導入され，一

いっ

般
ぱん

への実用化が始まったのです。
　こうして，明治時代の中ごろまでには，電信・電
話を基

き

礎
そ

とした，近代的な情報網が作られました。
新聞・雑誌の誕生
　日本初の日刊新聞は，1870年に創刊された「横

よこ

浜
はま

毎日新聞」でした。しかし，このころの新聞は，本
と同じ体

てい

裁
さい

をしているものが主で，10日ごと， 7日
ごと， 3日ごとの発行が多く，雑誌との区別が不明
確でした。その後，1872年にイギリス人のブラック
によって「日

にっ

新
しん

真
しん

事
じ

誌
し

」が，続いて日本人によって「東
京日

にち

日
にち

新聞」（現在の毎日新聞）が創刊されると，本
格的な日刊新聞の時代に突

とつ

入
にゅう

しました。
　一方，評論・解説・娯

ご

楽
らく

などの情報を提供する定
期刊行物としての雑誌が，新聞から明確に独立した
のは，1874年創刊の「明

めい

六
ろく

雑誌」からでした。明六雑
誌の創刊には，森

もり

有
あり

礼
のり

や福
ふく

沢
ざわ

諭
ゆ

吉
きち

などが関わり，欧
米の思想を広める役割を果たしました。さらに1880
年代後半になると，国民意識の高まりと出版社の近
代化を背景に，徳

とく

富
とみ

蘇
そ

峰
ほう

の「国民之
の

友」といった本格

1

2

3

4

p.173

5 6
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公民

新しい情報技術によって，これからどのようなことが可能になるのか，考えましょう。

新しい情報技術で社会が変わる

情報
技術

関連するページ
p.14～15

地理や歴史の
関連ページ地

公
歴

3 地図情報を利用
した農業日誌　ど
の農地にいつどの
ような作業をした
かが表示されます。

2 トマトの自動収
しゅう

穫
かく

（2017年）　AIが 収 穫
できるトマトを判断し
て，自動で収穫します。

1 AIの機能がある
スピーカー　話しか
けると，インターネ
ットを通じて音楽を
再生したり，ニュー
スを知らせてくれた
りします。IoTを導
入した家電と連動し
て，照明や冷

れい

暖
だん

房
ぼう

を
付けたり消したりで
きるものもあります。

16

新しい情報技術って？
　現在，さまざまな新しい技術の実用化が進んでお
り，いっそうの普

ふ

及
きゅう

が期待されています。そうした
技術には，人工知能（AI）や，さまざまな物のインタ
ーネットへの接続（IoT），仮想現実（VR），そしてVR
と実際の現実とを合わせて操作などをする混合現実
（MR）があります。こうした技術は，近い将来，社
会を大きく変え，私たちの生活がより便利になるだ
ろうと考えられています。
AIやIoTで食生活を支える
　食べ物を生産する仕事は，人々の命を支えるとい
う，とても大切な役割を担

に な

っています。しかし日本
では，農業や漁業，畜

ち く

産
さ ん

業などの第一次産業は，後
こ う

継
け い

者
し ゃ

不足の問題が深刻です。一方で，現在，新しい
情報技術を活用することで，第一次産業の大きな変
革と，後継者不足の解消が期待されています。
　農作物の収

しゅう

穫
か く

量や品質は，気温や日照時間，土の
状態や温度といった環

か ん

境
きょう

条件と，肥料の量や作業の
時期などの人的な条件によって大きく影

え い

響
きょう

を受けま
す。適切な管理をして，収穫量や品質を向上させる
ためには，環境条件と実際の収穫量のデータを合わ
せて分

ぶ ん

析
せ き

し，場所に応じて，最適な肥料の量や作業
時期などを決める必要があります。こうした場合に
AIを活用すれば，人間が直接計測してデータを集
めなくても，正確で細かいデータをその都度計測し
て，必要な水や肥料をあたえられるようになります。
　また，IoTを活用して計測機器などをインターネ
ットにつなげば，はなれた場所でも，より的確に状
態を確

か く

認
に ん

したり，機器を操作したりできます。さら
に，こうしたデータを広い範

は ん

囲
い

で収集して蓄
ち く

積
せ き

し，
分析することで，さらに収穫量を上げるための対策
も可能になります。こうした対策で収穫量や収入が
安定すれば，後継者や新たに農業に取り組む人も増

1

p.248 p.15 4・248

p.248

23
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分野関連マーク

　主に世界の各州や日本の各地方の
概観に活用する資料を「基本資料」と
して掲載しています。　

持続可能な社会の実現のために解決すべき課題を， 
「環境・エネルギー」「人権・平和」「伝統・文化」
「防災・安全」「情報・技術」の五つに整理して，
教科書全体を貫くテーマにしました。
特設ページ「もっと地理・歴史・公民」では，
五つのテーマで共通の題材を取り上げました。

5

10

15

持続可能な社会を創り，地球上の全ての人がより良い生活を送
るために必要なことは何でしょうか。

より良い地球社会を
目指して

2
学習課題

1 のⒶからⒸの世界遺産はどの宗
教と関係するのか，読み取りまし
ょう。

読み取る

前文　…相
そう

互
ご

の信
しん

頼
らい

と理解を根底にし
て，文化の多様性，寛

かん

容
よう

，対話，協力を重
んじることが世界の平和と安全を保障する
最善策の一つであると言明し，文化の多様
性の認

にん

識
しき

，人類は一体であるという自覚，
および異文化間の交流の進展を基

き

盤
ばん

とした
より強い連帯を熱望し，…この宣言を採

さい

択
たく

する。
第 1条　…文化の多様性は，その交流，革新，
創造性の源として，人類にとって不可欠な
ものである。この意味において，文化の多
様性は人類共通の遺産であり，現在および
将来の世代のために，その重要性が認識さ
れ，主張されるべきである。

3 文化の多様性に関する世界宣言（部分）

0°

仏教
キリスト教
イスラム教
ヒンドゥー教
ユダヤ教
道教，儒教，
神道，仏教など
その他の宗教
非居住地域

じゅきょう

しん とう

2 世界の宗教分布（「ディルケ世界地図」2010年版ほか）　

1 世界遺産　2018年 7月現在，世
界で1092件が登録されています。
日本には22件あり，そのうち文化
遺産は18件，自然遺産は 4件です。
●Ⓐサン・ピエトロ大聖堂（バチカ
ン市国）
●Ⓑ法

ほう

隆
りゅう

寺
じ

（奈良県斑
いか

鳩
るが

町
ちょう

）
●Ⓒイスファハンのイマームモスク
（イラン）

地
公
歴

●Ⓐ

●Ⓒ

●Ⓑ

地
公
歴

地
公
歴 地

公
歴

206

　　　　　　　　　世界各地には，さまざまな民族が暮らして
います。また，その地域の気候や歴史の中

で，さまざまな文化が育まれています。例えば，世界では，キ
リスト教，イスラム教，仏教という三大宗教のほか，ヒンドゥ
ー教やユダヤ教などの多くの宗教が信

しん

仰
こう

されています。世界に
見られるこうした多様性は，地球社会を豊かにしています。
　　　　　　　　　文化の多様性を守るために，国際的にさま

ざまな取り組みが行われてきました。
U
ユ ネ ス コ

NESCOの提案で1972（昭和47）年に採
さい

択
たく

された世界遺産条約
は，世界の貴重な自然や文化財を世界遺産として保護すること
で，将来に残すことが目的です。2001（平成13）年にUNESCO
で採択された「文化の多様性に関する世界宣言」は，文化の多様
性を「人類共通の遺産」と位置付け，民主主義の実現や社会の発
展に欠かせないものであるとしています。
　世界の多くの国々では，民族や文化が異なる人々が，たがい
に尊重し合い，平和に共存する社会を築いています。しかし，

地球社会の
多様性

12

多様性の尊重

p.186

12

3
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地理との連携

歴史・公民との連携

地理（p.96）

歴史（p.198）

公民（p.16）

地図（p.67） 地図（p.72）地図（p.71）

（p.29）歴史

公民
（p.206）

地図（p.95）

地図（p.131）

地理
（p.51）


