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三
つ
の
原
則

１ わたしたちのくらしと日本国憲法
⑴ 日本国憲法の三つの原則について，①～③の にあてはまる
ことばを書きましょう。

① ……政治の主人公は国民

② ……
けん り

生まれながらの権利を
大切にする

③ ……二度と戦争をしない

⑵ 次の①～④のことがらに関連するものを，下の から選んで書き
ましょう。

① 国会議員を選挙で選ぶ。 〔 〕
② 首長・議員を選挙で選ぶ。 〔 〕
③ 憲法をかえることについて，国民に提案する。〔 〕
④ 裁判官をやめさせることができる。 〔 〕

だんがいさいばんしょ

弾劾裁判所の設置 国の選挙 憲法改正 地方の選挙

よう し

⑶ 日本国憲法の前文（要旨）について，次の①～⑤の〔 〕にあてはま
ることばを書きましょう。

日本国民は，選挙で選ばれた国会議員を〔 〕① の代
表とします。
わたしたちは，世界の国々となかよく〔 〕② し合い，
国全土にわたって〔 〕③ がもたらすすばらしさをみな
ぎらせ，政府の行いによって二度と〔 〕④ が起こるこ
とのないようにすることを決意しました。
そして，わたしたちは，〔 〕⑤ が国民にあることを

せんげん

宣言して，この憲法をつくりあげました。

用語解説

日本国憲法
日本のきまりのなかで最高
のもので，国の法律や地方
の条例はすべて，日本国憲
法をもとにしてつくられて
います。

NHK for School HP
「国民主権」

ヒント！

⑶ 教科書P.15の「日本国
憲法前文に示された国民主
権の宣言（要旨）」を読ん
で，ことばを当てはめま
しょう。

教科書（政・国）
P.6～23

わたしたちの生活と政治
けん ぽう

1 わたしたちのくらしと日本国憲法
１

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120502_00000
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ア イ ウ エ

オ カ キ

ク ケ コ

サ シ ス

広島市
ひ がい がいよう

「原爆被害の概要」

ひ ばくけいしょう か へい わ すいしん か

長崎市被爆継承課・平和推進課
「キッズ平和ながさき」

２ 国民の権利と義務
⑴ 次の文にあてはまる国民の権利と義務について，資料のア～スの記号
を選んで書きましょう。
① スーパーで買い物をすると消費税を納める。 〔 〕
② 祖母は，退職後に大学に入り勉強をしている。 〔 〕
③ おうちの人は，会社や工場，お店で働いている。〔 〕〔 〕

ふく し

④ 体の不自由なお年寄りが，福祉センターで入浴サービスを受けるこ
とができる。 〔 〕

⑵ 資料の中から，国民の義務にあてはまるものを見つけて，ア～スの記
号を赤色で囲みましょう。

３ くらしの中の平和主義
ひ かくさんげんそく

非核三原則について， にあてはまることばをひらがなで書きましょう。
かくへい き

「核兵器を ない， ない，

ない」

愛知の●●
じんけんそんちょう じょうれい

愛知県人権尊重の社会づくり条例
2022年4月にあらゆる人

か だい かいしょう はか

権に関する課題の解消を図
るとともに，全ての人の人
権が尊重される社会をめざ
すためにつくられました。

ヒント！

⑴② だれにでも学ぶ権利
があります。

用語解説

原子爆弾（原爆）
ひろしま ながさき

かつて日本は，広島と長崎
に原爆を落とされ，多くの
ぎせい者を出しました。日

ひ ばく

本は世界でただ一つの被爆
こく

国として，非核三原則をか
かげ，核兵器をなくすこと
をうったえ続けています。見
本

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/atomicbomb-peace/9399.html
https://nagasakipeace.jp/reference/materials/kids/
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１ 選挙のしくみと税金のはたらき

▲税金の集め方と使い方

⑴ 図を見て，正しいものには〇を，まちがっているものには×を〔 〕
の中に書きましょう。

①〔 〕税金はものを買ったときにも集められる。
②〔 〕税金は市役所でしか集めない。
③〔 〕税金は一部の人だけに使われる。

けいさつ

④〔 〕税金は消防，警察などの住民の安全を守ることに使われる。
しょ り

⑤〔 〕ごみを処理するたびに，住民が料金をはらう。

⑵ 選挙権について，①～③の〔 〕にあてはまることばや数字を書きま
しょう。

① 国会での話し合いは選挙で選ばれた〔 〕が進める。
みと

② 選挙で投票することは，〔 〕才以上の国民に認められている。
③ 選挙で投票することは国民が政治に参加する大切な〔 〕だ。

⑶ 国民の祝日について， にあてはまる数字を書きましょう。

① 建国記念の日 月 日

（国がつくられた昔を思い，国を愛する心を養う。）
けんぽう

② 憲法記念日 月 日
し こう

（日本国憲法の施行を記念し，国の成長を願う。）

国税庁
「税の学習コーナー」

用語解説

国民の祝日
国民の祝日に関する法律に
よって定められた，国民が
祝い，感謝する日です。
成人の日
1月の第2月曜日
おとな

大人になったことを自覚し，
自分自身の力で生きていこ

わかもの

うとする若者を祝いはげま
す日です。
子どもの日
5月5日
子どもの人格を重んじ，子
どもの幸福が実現されるよ
う努力するとともに，母に
感謝する日です。
きんろう

勤労感謝の日
11月23日
勤労をたっとび，生産を祝
い，国民がたがいに感謝し
合う日です。

教科書（政・国）
P.24～35

わたしたちの生活と政治

2 国の政治のしくみと選挙
１

見
本

https://www.nta.go.jp/taxes/kids/index.htm
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２ 国の政治のしくみ
⑴ 下の図の①～⑤にあてはまることばを下の から選んで書きま
しょう。

① ②

③

⑤④

さいばんしょ しゅう ぎ いん さん ぎ いん ないかく しん さ

予算 裁判所 衆議院 参議院 内閣 選挙 国民審査

⑵ 下の図を見て①～④にあてはまることばを〔 〕の中に書きましょう。
①〔 〕②〔 〕③〔 〕

やくわり ぶんたん

①～③のような役割を分担するしくみを④〔 〕という。

●内閣を信任しないことを
　決議する
●内閣総理大臣を指名する

●衆議院の解散を決める
●国会の召集を決める

ほうりつ けんぽう い はん

しょうしゅう

●裁判官をやめさせるか
　どうかの裁判を行う

●法律が憲法に違反して
　いないかを調べる

●政治が憲法に違反していないかを調べる

●最高裁判所の長官を指名する
●そのほかの裁判官を任命する

国　民

（立法権）
りっぽうけん①

② ③

世 論
せ　 ろん

（よ　ろん）

選挙

国民審査
こくみんしん さ

（司法権）
し ほうけん

（行政権）
ぎょうせいけん

⑶ 裁判員制度の目的を書きましょう。

参議院キッズページ
「国会のひみつをさぐろう！」

用語解説

裁判員制度
国民が裁判員として裁判に
参加する制度です。裁判員

せんきょけん

は，選挙権をもっている人
けい

の中からくじで選ばれ，刑
ばつ

罰が重い犯罪の裁判に裁判
官とともに加わります。そ
して，うったえられた人が
有罪か無罪か，有罪の場合

けい

は，どのくらいの刑にする
のかを判断します。

法務省 きっずるーむ
「裁判員制度ってなに？」

NHK for School HP
「三権の役割」

ヒント！

⑶ 国民が裁判に参加する
ことでどのような良いこと
があるのでしょうか。

▲国民と国会と内閣の関係〈東京書籍：新しい社会6年 政治・国際編（R6）〉

見
本

https://www.sangiin.go.jp/japanese/kids/main/side_a/index.html
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005311290_00000
https://www.moj.go.jp/KIDS/saibanin/
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１ 子育て支援の願い
子育て支援施設が建設されるまでの市や市議会の働きについて，下の図
を見ながら①～③の〔 〕にあてはまることばを書きましょう。

住民の願い
・親子で気軽にかつ安全に遊べる
場所がほしい。

・育児のなやみも聞いてほしい。
・親どうしが交流できるような
施設にしてほしい。

▲子育て支援の施設の建設に向けた市役所の働き

地域の公共施設は，〔 〕① の願いをもとに市が計画を
立てる。そして，〔 〕② で話し合われ，建設が決定し，
予算がつく。また，その建設の一部を〔 〕③ が補助する。

２ 震災復興の願い
右の資料を見て，災害が発
生した時の復旧・復興に向け
た政治の取り組みについて，
正しいものには○を，まち
がっているものには×を

〔 〕の中に書きましょう。
ひ さい

①〔 〕被災した人々の願いや要望から，国は復興に必要な法律を制定
する。

てっきょ

②〔 〕被災した人々は，がれきの撤去など復興に向けて整備を行う。
③〔 〕県や市町村と国が協力して，被災した人々を助けるしくみができた。

愛知の●●

はぐみんカード
子育て家庭に配布される
「子育て家庭優待カード」
です。愛知県内の協力店
舗・施設で提示すると、お
店が設定した商品の割引
サービスを受けることがで
きます。

あいち はぐみんネット
「はぐみんカードの利用方法」

NHK for School HP
「災害復旧と復興」

教科書（政・国）
P.36～59

わたしたちの生活と政治
し えん しん さい ふっ こう

3 子育て支援の願いを実現する政治・震災復興の願いを実現する政治
１

★学習した方を選んで問題に答えましょう。

▲復旧・復興に向けた国や県、市町村の政治の働き
〈東京書籍：新しい社会6年 政治・国際編（R6）〉

見
本

https://www.pref.aichi.jp/kosodate/hagumin/card/user/index.html
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120506_00000
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１ 日本と関係の深い国
⑴ 下の の国々を，決められた色でぬりましょう。

がっしゅうこく

アメリカ合衆国……赤色● フランス……黄色●
ちゅう か じんみんきょう わ こく ちゅうごく

中華人民共和国（中国）……緑色● ブラジル……水色●

⑵ 下の①～④の国旗の国名と首都名を〔 〕に書きましょう。
しょうかい

また，その国について紹介した文を線で結びましょう。
① ② ③ ④

国名〔 〕〔 〕〔 〕〔 〕
首都名〔 〕〔 〕〔 〕〔 〕

• • • •
小麦や大麦，バ
ターやチーズ，
ワインの輸出が
多い。

サッカーが有名。
日本から移住し
た人も多い。

多くの輸出品が
ある。日本の野
球選手が，この
国で活やくして
いる。

世界の最新技術
が取り入れられ

アイティー

たIT特区とよば
れる地区がある。

• • • •

NHK for School HP
「世界の国の人々」

キッズ外務省
「世界の学校を見てみよう！」

株式会社 明治
「比べてみよう！世界の食と文化」

愛知の●●

市町村の友好（姉妹）都市
新城市―ニュー・キャッスル（アメリカ）
西尾市―ポリルア（ニュージーランド）
豊川市―キュパティーノ（アメリカ）
安城市―ボブソンズベイ（オーストラリア）

教科書（政・国）
P.60～95

世界の中の日本

1 日本とつながりの深い国々
３

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120508_00000
https://www.meiji.co.jp/meiji-shokuiku/worldculture/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/kuni/index.html
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１ 世界のさまざまな課題と取り組み
⑴ 国際連合（国連）について，次のそれぞれの文章にあてはまる機関の
名前を書きましょう。

① 教育，科学，文化を通じて，平和な社会をつくることを目的として
い さん

いる。世界文化遺産の修復活動などを行っている。

〔 〕
う きび ち いき

② 戦争や食料不足による飢えなど，厳しいくらしをしている地域の子
ひがしに ほ んだいしんさい ひ さい

どもたちを助ける目的でつくられた。最近では，東日本大震災で被災
した子どもたちへの支援を行った。

〔 〕

しゅうけつ ふんそう

⑵ 第二次世界大戦（1945年終結）後に国際紛争が起こった地域の○印
に赤色をぬりましょう。

シリア内戦
（2011年～）
シリア内戦
（2011年～）
シリア内戦
（2011年～）

ユーゴスラビア紛争
（1991年～1999年）
ユーゴスラビア紛争
（1991年～1999年）
ユーゴスラビア紛争
（1991年～1999年）

カンボジア紛争
（1979年～1991年）
カンボジア紛争
（1979年～1991年）
カンボジア紛争
（1979年～1991年）

アフガニスタン軍事行動
（2001年～2021年）
アフガニスタン軍事行動
（2001年～2021年）
アフガニスタン軍事行動
（2001年～2021年）

パレスチナ紛争
（1948年～）
パレスチナ紛争
（1948年～）
パレスチナ紛争
（1948年～）

南スーダン内戦
（2013年～）
南スーダン内戦
（2013年～）
南スーダン内戦
（2013年～）

ソマリア内戦
（1988年～）
ソマリア内戦
（1988年～）
ソマリア内戦
（1988年～） イラク軍事行動（2003年～2011年）イラク軍事行動（2003年～2011年）イラク軍事行動（2003年～2011年）

湾岸戦争（1991年）
わんがん
湾岸戦争（1991年）
わんがん
湾岸戦争（1991年）
わんがん

ロシアによるウクライナ侵略（2022年～）
しんりゃく

ロシアによるウクライナ侵略（2022年～）
しんりゃく

ロシアによるウクライナ侵略（2022年～）
しんりゃく

第二次世界大戦（1945年終結）後の
主な国際紛争

⑶ 国際紛争の地図を見て，紛争が起きた地域や時期について気づいたこ
とや考えたことを書きましょう。

NHK for School HP
「世界の人々とともに生きる」

用語解説
エス ディージーズ

持続可能な開発目標（SDGs）
「だれひとり取り残さな
い」持続可能でよりよい社
会の実現を目指す世界共通
の目標です。2015年の国
連サミットにおいて，17
の目標（ゴール）と，それ
らを達成するための，169
の具体的な取り組みが設定
されました。

日本ユニセフ協会
「SDGs CLUB」

ヒント！

⑶ どのあたりに赤色が多
いでしょうか。

教科書（政・国）
P.96～107

世界の中の日本
やくわり

2 世界の未来と日本の役割
３

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120510_00000
https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/
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（男）
（女）活動中の隊員の数

隊員が派遣されている国
2019 年3月現在

オセアニア
160 人

中東
63 人

中・南
アメリカ
345 人

アフリカ
657 人

ヨーロッパ
 1 人

アジア392 人

310 347 28 35

78 82

142 250

140 205

⑷ 青年海外協力隊について，下の資料を見て，正しいものには○を，ま
ちがっているものには×を〔 〕の中に書きましょう。

①〔 〕青年海外協力隊に派遣された人の数は1990年から2010年に
かけて，年々減っている。

②〔 〕青年海外協力隊が派遣される国は，南半球が多い。
③〔 〕派遣された地域で2番目に多いのは中・南アメリカである。

⑸ 国際協力や国際交流について，①～④の〔 〕にあてはまることばを
書きましょう。

えん じょ

〔 〕① （政 府 開 発 援 助）は，政 府 に よ る
かんきょう

〔 〕② の活動です。社会環境が十分に整備されていな
い国に対し，資金や技術を提供しています。〔 〕③ は，

い りょう

日本の〔 〕① の活動の一部で，教育や医療などの分野で自分の知識や技
い よく

術を生かしたいという意欲をもった人たちが世界で活やくしています。
ま た，政 府 や 国 連 か ら 独 立 し て 活 動 し て い る 団 体 を

〔 〕④ といいます。日本にも世界で活やくする多くの
団体があります。これからは，〔 〕① と〔 〕④ がそれぞれよい点を生か
して国際協力を進めていくことが期待されています。

NHK for School HP
「世界の国々と日本の国際協力」

用語解説
オーディーエー

ODA（政府開発援助）
かいはつ と じょうこく

開発途上国の経済や社会の
発展，国民の福祉向上や生
活の安定に協力するために

じっ

行われる政府または政府実
し ていきょう

施機関が提供する資金や技
術協力のことです。

用語解説
エヌジーオー ひ せい ふ そ しき

NGO（非政府組織）
えい り

市民が主体となり，営利を
目的とせずに，海外の課題
を解決し，よりよい社会を
つくる活動を行う団体のこ
とです。

は けん

▲青年海外協力隊の派遣国
〈東京書籍：新しい社会6年 政治・国際編（R6）〉

◀派遣された人たちの人数

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120509_00000
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１ 大昔のむらのくらし
⑴ 縄文時代に関わる資料を見て，
正しいものには○を，まちがって
いるものには×を〔 〕の中に書
きましょう。
①〔 〕貝や木の実を集めたり，

動物や魚をとったりして
生活した。

②〔 〕冬は，動物より魚を食べ
ることが多い。

あな

③〔 〕石器を使い，たて穴住居に住んでいた。
⑵ 人々が食べ物をにたり，たくわえたりするために，

うつわ

右の写真のような器を使いました。この器を何といい
ますか。 〔 〕

２ 米作りの広がりによるむらの変化
や よ い

⑴ 弥生時代について，〔 〕にあてはまることばを下の から選ん
で書きましょう。
① 西日本を中心に〔 〕づくりが広がり，保存することが可
能な食料として，人々の生活の安定に役立った。
② むらとむらの間で，食料や種もみ，〔 〕などをめぐって，
争いが起こるようになった。

ほり

③ 争いにそなえて，むらの周りを〔 〕や堀で囲った。
④ むらの指導者は，強い力をもってむらを支配する〔 〕に
なった。

ごうぞく

さく はにわ 豪族 金 田や用水 米

⑵ 弥生時代には，下のような文が残されています。〔 〕にあてはまる
ことばを書きましょう。

わ したが

倭（日本）の国の王は，もともとは男性が務めた。従えていたくに
ぐにが争いを起こし，戦いが続いたので，相談して，〔 〕①
という女性を王にたてた。〔 〕① は，よくうらないをして，人々をひ
きつけるふしぎな力をもっていた。

NHK for School HP
「縄文時代と弥生時代」

用語解説

貝塚
縄文時代の人々は，食料と
して食べた貝がらや動物の

す

骨を捨てる場所を決めてい
ました。そのため，むらが

ち そう

あった場所の近くの地層か
らは，貝がらや動物の骨，

はっくつ

土器のかけらなどが発掘さ
れます。

愛知の●●

愛知県の貝塚の一部
かれきのみや

枯木宮貝塚（西尾市）
おおぐる わ

大曲輪貝塚（名古屋市）
こま ば

駒場貝塚（豊田市）
よし ご

吉胡貝塚（田原市）
ほりうち

堀内貝塚（安城市） など
愛知県もたくさんの地域か
ら貝塚が発掘されています。

ヒント！

⑵ この王が治めていた国
や またいこく

を邪馬台国といいます。

教科書（歴）
P.8～23

日本の歴史
じょう もん こ ふん

1 縄文のむらから古墳のくにへ
２

▲縄文時代の人々の1年の生活
〈東京書籍：新しい社会6年 歴史編（R6）〉

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120221_00000
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大阪府
おおさか

京都府
きょうと

兵庫県
ひょうご岡山県

おかやま

宮崎県
みやざき

奈良県
　な　ら

滋賀県
　し　が

三重県
　み　え

愛知県
あい　ち

山梨県
やまなし

宮城県
みや　ぎ

群馬県
ぐん　ま

茨城県
いばらき

ぜんぽうこうえんふん

前方後円墳の大きさ
300m以上
150～300m未満

▼前方後円墳の大きさと数

こ ふん ごうぞく

３ 巨大古墳と豪族

⑴ 上の資料を見て，正しいものには○を，まちがっているものには×を

〔 〕の中に書きましょう。
①〔 〕大阪府は150m以上の前方後円墳の数が全国で一番多い。
②〔 〕愛知県には300m以上の巨大な前方後円墳は存在しない。

きん き

③〔 〕特に，近畿地方に，150m以上の前方後円墳が集まっている。
⑵ ①～⑧の〔 〕にあてはまることばを下の から選んで書きま
しょう。
この時代の近畿地方には，力の大きな〔 〕① たちが

やまと

早くから現れ，それぞれのくにを治めていた。その中で，大和地方
に，より大きな力をもつ国が現れた。この国の中心になった王を，

せい ふ

〔 〕② といい，この国の政府を〔 〕③ と
よぶ。この政府は，5～6世紀ごろには，〔 〕④ 地方か

したが ちゅうごく ちょうせん

ら東北地方南部までの豪族や王たちを従えた。このころ中国や朝鮮半島
から，漢字や〔 〕⑤ などの新しい文化が伝わった。
また，〔 〕⑥ 世紀ごろには，〔 〕⑦ や

〔 〕⑧ といった書物が天皇の命令でつくられた。
きゅうしゅう や ま たいこく かんとう き ぞく おおきみ てんのう こ じ き

九州 邪馬台国 8 関東 貴族 大王（天皇） 古事記
やまとちょうてい や ま とせいけん に ほんしょ き

仏教 大和朝廷（大和政権） 豪族（王） 5～6 日本書紀

⑶ 渡来人について〔 〕にあてはまることばを書きましょう。また，渡
来人が伝えた技術を書きましょう。
渡来人…〔 〕と読みます。〔 〕や

〔 〕から日本列島へわたってきて住みついた人です。
渡来人が伝えた技術…

用語解説

古墳
3～7世紀ごろに各地で勢
力を広げ，くにをつくりあ
げた王や豪族の墓のこと。
古墳から当時のすぐれた土
木技術がわかるとともに，
その大きさや副葬品などか
ら，古墳にほうむられた人
物の力の大きさが想像され
ます。

愛知の●●

愛知県の古墳（前方後円墳）
あおつか

青塚古墳（犬山市）
だん ぷ さん

断夫山古墳（名古屋市）
しらとりづか

白鳥塚古墳（名古屋市）
など

NHK for School HP
「大仙古墳」

ヒント！

⑵ ⑥⑦⑧の問題は，教科
書P.21「神話に書かれた
国の成り立ち」を読んで答
えましょう。見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310010_00000
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１ 聖徳太子の政治
いえがら こうせき

⑴ 役人の位を12段階に分けて，家柄に関係なく能力や功績で役人を取
り立てるしくみを何といいますか。 〔 〕
⑵ 政治を行う役人の心構えを示したものを何といいますか。

〔 〕
げんそん

⑶ 聖徳太子が建てた，現存する世界最古の木造建築を何といいますか。

〔 〕
たい か かいしん

２ 大化の改新と天皇の力の広がり
なかとみのかまたり

⑴ 中臣鎌足とともに大化の改新を行った人物の名前を書きましょう。

〔 〕
⑵ 天皇から政治に参加できるなどの特権をあたえられた，力の強かった
ごうぞく

豪族を何といいますか。 〔 〕
⑶ 8世紀の初めに定められた国を治めるための法律を何といいますか。

〔 〕
な ら だいぶつ

３ 奈良の大仏づくりと仏教の広がり
しょう む

⑴ 聖武天皇について，①～④の〔 〕にあてはまることばを下の
から選んで記号で書きましょう。

とう こうてい

聖武天皇は，唐（中国）へ使者である〔 〕① を送り，皇帝中心
の政治の仕組みや〔 〕② を学ばせた。日本に持ち帰られた文化や

とうだい じ ほうもつ

品物の一部は，東大寺にある〔 〕③ の宝物からうかがうことがで
きる。
聖武天皇は，日本に正式の仏教を広めるために中国から〔 〕④

そう

というすぐれた僧を招いた。
しょうそういん がんじん けんとう し

ア 正倉院 イ 鑑真 ウ 遣唐使 エ 大陸の文化

こくぶん じ

⑵ 聖武天皇が，国分寺や大仏を建てることを命じたわけを「仏教」とい
うことばを使って書きましょう。

用語解説
けんずい し

遣隋使
ずい

隋（中国）に小野妹子らを
遣隋使として派遣すること
により，政治の仕組みなど
大陸文化を積極的に取り入
れようとしました。

NHK for School HP
「中大兄皇子と中臣鎌足」

愛知の●●

三河国分尼寺
豊川市には，聖武天皇の命

こくぶん に じ

令で作られた国分尼寺が
残っています。

豊川市HP
「よみがえる天平の遺産
三河国分尼寺跡史跡公園」

ヒント！

⑵ 聖武天皇の時代は，全
さいがい

国各地で災害や反乱が起こ
るなど，社会全体に不安が
広がっていました。

教科書（歴）
P.24～43

日本の歴史
てん のう き ぞく

2 天皇中心の国づくり／ 3 貴族のくらし
２

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310017_00000
https://www.city.toyokawa.lg.jp/smph/saijibunka/bunka/bunkazai/mikawakokubukoen/yomigaerutenpyo.html
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⑶ 資料からわかることとして，正しいものには○を，まちがっているも
のには×を〔 〕の中に書きましょう。

▲全国から集められた人や物資〈東京書籍：新しい社会6年 歴史編（R6）〉

①〔 〕大仏づくりで，のべ260万人以上の人々が働いた。
②〔 〕大仏づくりでいちばん多く使われた金属は，すずである。
③〔 〕働く人や金属は，九州や四国からも集められた。
④〔 〕平城京は，現在の京都府にあった。
へいあん

４ 平安時代の文化
①～⑦の〔 〕にあてはまることばを下の から選んで書きましょう。

ちょうてい

都が平城京から平安京に移された平安時代になると，朝廷の政治の一
部を〔 〕① が動かすようになった。〔 〕① は，

け まり

〔 〕② のやしきでくらし，和歌や蹴鞠などを楽しんだ。
平安時代には，漢字からできた〔 〕③ を使うことで，
自分の気持ちなどを細かく表現できるようになり，朝廷に使える女性た

げん じ ものがたり

ちは，多くの文学作品を作った。〔 〕④ は源氏物語を，
せいしょう な ごん

清少納言は〔 〕⑤ を書いた。
ゆうがなくらしのなかで，〔 〕⑥ とよばれる貴族の
女性の服装も生み出された。このように朝廷を中心にして，美しく，は
なやかな〔 〕⑦ が生まれた。

しんでんづくり や ま と え

豪族 寝殿造 武士 大和絵
かな文字 貴族 日本風の文化 中国風の文化
じゅう に ひとえ むらさきしき ぶ お ぐらひゃくにんいっしゅ まくらのそう し

十二単 紫式部 小倉百人一首 枕草子

華厳宗大本山 東大寺の公式HP
「東大寺キッズ」

NHK for School HP
「紫式部・清少納言～国風文化の誕生～」

用語解説
ねんちゅうぎょう じ

年中行事
たん ご せっ く

正月の行事や端午の節句，
七夕など，平安時代の行事
には現在まで続いているも
のもあります。

見
本

https://www.todaiji.or.jp/kids/
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120260_00000
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１ 武士の世の中の始まり
げん じ はん い へい し

⑴ 源氏の勢力範囲に青色，平氏の勢力範囲に赤色をぬりましょう。
源氏… 平氏… （⬅は源氏の進路）

ひらいずみ
平泉

倶利伽羅峠の
戦い

く　り　か　ら　とうげ

（1183）

や しま
屋島の戦い（1185）

ふ　じ　がわ
富士川の
戦い（1180）

き   そ
木曽

いつくしまじんじゃ
厳島神社

だんの うら
壇ノ浦の戦い（1185）

いち　の たに
一ノ谷の戦い（1184）

ふくはら
福原 いしばしやま

石橋山の戦い（1180）

かまくら
鎌倉

きょうと
京都

はん い

▲1183年ごろの源氏と平氏の勢力範囲

⑵ 源氏と平氏に関する次の問いに答えましょう。
だいじょうだいじん

① 武士としてはじめて太政大臣の地位についた人物はだれですか。

〔 〕
ほうじょう とうごく かんとう

② 北条氏や東国（関東地方）の武士とともに，平氏をほろぼそうとし
たのはだれですか。 〔 〕

いち の たに や しま

③ ②の弟で，一ノ谷の戦いや屋島の戦いに勝ち，平氏をほろぼしたの
はだれですか。 〔 〕

ちょうてい

④ ②の人物が武士のかしらとして朝廷に命じられた役職は何ですか。

〔 〕
ばく ふ

⑤ ②の人物が幕府を開いた場所はどこですか。

〔 〕
おん ほうこう

⑶ 鎌倉時代の「ご恩と奉公」の関係について，〔 〕にあてはまること
ばを書きましょう。

① ご恩……手がらをたてた武士には，新しい〔 〕
をあたえました。

② 奉公……戦いが起こると〔 〕とかけつけ，幕府
のために命をかけて戦いました。

兵庫県立歴史博物館
「絵解き源平合戦図屏風」

NHK for School HP
「源頼朝～ご恩と奉公～」

用語解説
かまくらばく ふ

鎌倉幕府
みなもとのよりとも

朝廷から認められ，源頼朝
が鎌倉に開いた幕府のこと
で，武士による政治の仕組
みをつくりあげました。

ヒント！

ご
恩

奉
公

幕府

戦い

武士

領地役目

（将軍）

（御家人）

〈東京書籍：新しい社会6年 歴史編（R6）〉

教科書（歴）
P.44～63

日本の歴史
むろ まち

4 武士の世の中へ／ 5 今に伝わる室町文化
２

見
本

https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/digital_museum/etoki/
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120227_00000
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げん

２ 元の大軍がせめてくる
げんこう

⑴ 元寇について，①～⑤の〔 〕にあてはまることばを下の から
選んで書きましょう。

元という国をつくったモンゴルは，日本を従えようと使者を何回も
しっけん しりぞ

送ってきた。執権の〔 〕① は，この要求を退け，主
に〔 〕② の武士を集めて，元との戦いに備えた。武
士たちは，元軍の集団戦術や〔 〕③ などに苦しみな
がら，領地などの恩賞を得るために必死で戦った。そのことを，

ばく

〔 〕④ という。元軍を追い返すことができたが，幕
ふ ご け にん

府は，活やくした御家人に新しい〔 〕⑤ をあたえる
ことができなかった。

きゅうしゅう ほうじょうまさ こ

暴風雨 火薬兵器（てつはう） 九州 北条政子
ほうじょうときむね いっしょけんめい きょう と

北条時宗 一所懸命 京都 領地

⑵ 元寇の後，武士が幕府に不満をもつようになります。そのわけを書き
ましょう。

むろまち

３ 室町時代の文化
①～⑦の〔 〕にあてはまることばを下の から選んで書きましょう。

あしかがよしみつ

3代将軍足利義満は，京都の北山に〔 〕① を建てた。
よしまさ

8代将軍足利義政は，京都の東山に〔 〕② を建てた。
とう ぐ どう

②のすぐ近くにある東求堂は〔 〕③ という部屋のつ
しょう じ

くりになっている。この部屋は，たたみがしきつめられ，障子やふすま
で仕切られており，現在の和室につながっている。
中国から〔 〕④ のえがき方が伝えられた。

〔 〕⑤ は，この絵を芸術として，大成させた。
かん あ み ぜ あ み

足利義満の保護を受けた，観阿弥・世阿弥の父子によって伝統芸能で
ある〔 〕⑥ が大成された。
民衆などの生活を題材にして，せりふに日常の会話を用いて演じられ
る〔 〕⑦ が民衆の間に広まった。

しょいんづくり ちゃ ゆ せっしゅう きょうげん きんかく しんでんづくり

書院造 茶の湯 雪舟 狂言 金閣 寝殿造
すいぼく が ぎんかく のう

すみ絵（水墨画） 銀閣 能 お祭り

NHK for School HP
「北条時宗～元との戦い～」

ヒント！

⑵ 元を追い返すことはで
きましたが，元の領地をも
らうことはできませんでし
た。

愛知の●●
いなり

豊川稲荷
日本三大稲荷の一つで知ら
れる豊川稲荷は，室町時代
に建てられました。

京都国立博物館
「雪舟、涙で鼠を描く」

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120207_00000
https://www.kyohaku.go.jp/jp/learn/home/dictio/kaiga/55sesshu/
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だいみょう

１ 戦国大名の登場
①～⑥の〔 〕にあてはまることばを下の から選んで書きましょう。

〔 〕① がおとろえると，〔 〕② と
よばれる各地の武将が，自分の支配する土地を守るための〔 〕③
をつくり，勢力を争う戦国の世となりました。戦いは各地で繰り広げら
れ，こうした時代は15世紀の半ばから，〔 〕④ 年ほどにわたっ

はっ

て続きました。その後，〔 〕⑤ に向けて大きな力を発
き お だ のぶなが とよとみひでよし

揮したのは，〔 〕⑥ に勝利した織田信長と豊臣秀吉で
した。

てっぽう あ づちじょう しろ ながしの

国 鉄砲 安土城 城 長篠の戦い（※）
むろまちばく ふ

100 200 天下統一 室町幕府 戦国大名

したらがはら

（※ 長篠の戦いは，現在は「長篠・設楽原の戦い」ともよばれている。）

２ ヨーロッパ人の来航
⑴ キリスト教の広がりについて①～⑤の〔 〕にあてはまることばを下
の から選んで書きましょう。

戦国大名が日本の各地で戦っていたころ，ヨーロッパ人がアジアに進
出していた。日本にもスペインや〔 〕① といった国
から〔 〕② や貿易船がやってきて，ヨーロッパの進
んだ文化や品物をもたらした。〔 〕③ は，日本

か ご しま

に〔 〕④ が伝わった数年後に鹿児島に来て，西日本
をまわりながら〔 〕⑤ の教えを広めた。〔 〕⑤ を信
じる戦国大名も現れた。

キリスト教 仏教 中国 フランス ポルトガル イタリア
せんきょう し てっぽう きぬ

宣教師 戦国大名 フランシスコ・ザビエル 鉄砲 絹織物

なんばん

⑵ 南蛮貿易で東南アジアからもたらされたものに○を，日本から輸出さ
れていたものに△を〔 〕の中に書きましょう。

しっ き

①〔 〕鉄砲 ②〔 〕金や銀 ③〔 〕漆器などの工芸品
き いと

④〔 〕火薬 ⑤〔 〕生糸や絹織物

NHK for School HP
「戦国大名」

NHK for School HP
「鉄砲伝来」

豆知識

西洋風のパンは，1543年
たねがしま ひょうちゃく

種子島に漂着したポルトガ
ル人によって，鉄砲ととも
に日本へやってきました。

ヤマザキHP
「鉄砲とともに日本へやってきたパン」

教科書（歴）
P.64～75

日本の歴史
せん ごく てん か とう いつ

6 戦国の世から天下統一へ
２

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005403059_00000
https://www.yamazakipan.co.jp/stylebook/pan-history/chapter/index03.html
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005403060_00000
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３ 織田信長
①～⑨の〔 〕にあてはまることばを下の から選んで書きましょう。

お わり あい ち す る が しずおか

織田信長は，尾張（愛知県）に生まれ，27才のときに駿河（静岡県）
の今川氏の大軍を〔 〕① で破って，全国にその名を知られ

たけ だ き ば たい

るようになった。〔 〕② では，武田氏の騎馬隊にそなえて，
ば ぼうさく

木のさく（馬防柵）を作ったり，大量の〔 〕③ を使ったり
して勝利した。〔 〕③ をそろえるための資金は，〔 〕④ な

しょうぐん あしかが

どの商業都市を支配したことで手に入るようになった。また，将軍の足利
きょう と

氏を京都から追放して〔 〕⑤ をほろぼした。京都に近い安
し が きょてん

土（滋賀県）に〔 〕⑥ を築き，天下統一に向けた拠点にし
た。さらに，仏教勢力を武力で従える一方で，〔 〕⑦ を保
護し，学校や教会を建てることを許した。
また，〔 〕⑥ の城下町ではだれでも商売ができ（〔 〕⑧ ），
市場の税や関所をなくすなど，これまでのしくみを大きく改めて商業や
工業をさかんにした。
しかし，信長は天下統一の途中，京都の〔 〕⑨ で，家来
あけ ち みつひで じ がい

の明智光秀におそわれて自害した。
らくいち らく ざ おけは ざ ま

長篠の戦い 鉄砲 安土城 楽市・楽座 桶狭間の戦い
さかい おおさか ほんのう じ

堺（大阪府） 本能寺 キリスト教 仏教 室町幕府

４ 豊臣秀吉
①～⑥の〔 〕にあてはまることばを下の から選んで書きましょう。

豊臣秀吉は，尾張（愛知県）の身分の低い武士の子として産まれ，

〔 〕① に仕えて有力な武将となった。秀吉は〔 〕① に
そむいた明智光秀をたおし，その後，全国の大名を次々とたおし

〔 〕② をなしとげた。秀吉は，〔 〕③ を
築き，政治の拠点とした。〔 〕④ を行い，土地の広さや
よしあし，耕作している人物などを調べ，収入を確かなものにした。そ
の一方で，〔 〕⑤ を出し，百姓から刀や鉄砲などの武器

はんこう

を取り上げて反抗できないようにした。
ちゅうごく みん せいふく

〔 〕② を成しとげた秀吉は，中国（明）を征服しようと2度にわたっ
て〔 〕⑥ に大軍を送った。しかし，秀吉が途中で病死し，
日本軍は引き上げた。

おおさかじょう ちょうせん けん ち たけ だ しんげん

大坂城 朝鮮 武士 天下統一 検地 武田信玄
ちょうにん たいわん かたながりれい

町人 織田信長 台湾 江戸城 刀狩令

愛知の●●
の だ じょう

野田城の伝説
現在の新城市にあった野田
城には，城内から聞こえる

さそ

笛の音に誘われた武田信玄
ひ なわじゅう そ げき

が，火縄銃で狙撃されたと
いう伝説が残っています。

復元された木のさく
（馬防柵）〈新城市〉

NHK for School HP
「織田信長～天下統一を目指した武将～」

NHK for School HP
「豊臣秀吉～武士が支配する世へ～」

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120209_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120210_00000


18

とくがわいえやす

１ 徳川家康
①～④の〔 〕にあてはまることばを下の から選んで書きましょう。

み かわ あい ち だいみょう

徳川家康は三河（愛知県）の小さな大名の子として産まれ，周辺の大
いまがわ お だ ひとじち ひでよし てん か とう

名であった今川氏や織田氏の人質にされていた。家康は，秀吉の天下統
いつ

一のもとで，関東の有力な大名となった。秀吉の死後，天下分け目の戦
いといわれた〔 〕① の戦いで自分に反対する大名たち

ちょうてい

を破り，全国支配を確かなものにした。1603年，家康は朝廷から

〔 〕② に任じられ，〔 〕③ に幕府を
ひでただ しょうぐん おおさか じん

開いた。その後，息子の秀忠に将軍をゆずり，1615年，大阪の陣で豊
めつぼう

臣家を滅亡させた。引退後も力をもち，75歳で病死するまで，
き そ

〔 〕④ 年以上続く幕府の基礎を固めた。
かんぱく きょう と せい い たいしょうぐん おけは ざ ま

関白 京都 征夷大将軍 桶狭間
せき が はら え ど

350 250 関ケ原 江戸

２ 大名配置
しんぱん ふ だい と ざま

⑴ 親藩大名は赤色，譜代大名は黄色，外様大名は青色をぬりましょう。

毛利（萩）
もう り 　はぎ

加藤（熊本）
か とう　くまもと

前田（金沢）
まえ だ　 かなざわ

佐渡
さ　ど

日光
にっこう

日光
にっこう

江戸
え　ど

江戸
え　ど

井伊（彦根）井伊（彦根）
い　い 　ひこ ねい　い 　ひこ ね 伊達（仙台）伊達（仙台）

だ　て 　せんだいだ　て 　せんだい

松平（福井）
まつだいら　ふく い

徳川（和歌山）
とくがわ  　わ  か  やま

徳川（水戸）
とくがわ  　み   と堺堺

さかいさかい

新居新居
あら　いあら　い

大阪大阪
おおさかおおさか

京都京都
きょうときょうと

下田下田
しも　だしも　だ

島津（鹿児島）
しま づ　　か　ご　しま

長崎
ながさき

奈良奈良
な　らな　ら

徳川（名古屋）
とくがわ  　な　ご　や

25～40万石未満 10～25万石未満40万石以上
ごく

（1石は約180L）
こく

▲1632年ごろの大名配置の様子

⑵ 上の資料について書かれた次の文を読んで，正しいものには○を，ま
ちがっているものには×を〔 〕の中に書きましょう。
①〔 〕徳川家の親せきは5つである。
②〔 〕江戸や京都の周りには，親藩大名や譜代大名が多い。
③〔 〕江戸から遠く離れた所に外様大名が多い。

愛知の●●

岡崎城
現在の岡崎市にある岡崎城
は，徳川家康が生まれた城
です。

NHK for School HP
「徳川家康～戦国から江戸へ～」

用語解説

親藩大名
徳川家の親せき
譜代大名

古くからの徳川家の家来
外様大名

関ヶ原の戦い後に徳川家に
従った大名

愛知の●●
お わ り

尾張徳川家
現在の愛知県西部を中心に
支配していた尾張徳川家は，
親藩大名の一つでした。

NHK for School HP
「江戸幕府のしくみ」

教科書（歴）
P.76～89

日本の歴史
え ど ばく ふ

7 江戸幕府と政治の安定
２

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120211_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310080_00000
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３ 将軍による支配の安定
次の資料は，幕府が大名に対してつくったきまりです。この資料を見て，
次の問いに答えましょう。

さんきんこうたい

一 ●大名は，毎年4月に参勤交代すること。近ごろは，参勤交代の
人数が多すぎるので，少なくすること。

しろ とど

一 自分の領地の城を修理する場合，届け出ること。
しょうぐん けっこん

一 将軍の許可なしに，大名の家どうしで結婚してはいけない。
したが

一 ●すべて幕府の法令に従い，全国どこでもそれを守ること。
いえみつ

（●印は，家光の時代に加えられた）

⑴ このきまりのことを何といいますか。〔 〕
⑵ 参勤交代について，正しいものには○を，まちがっているものには×
を〔 〕の中に書きましょう。
①〔 〕徳川家康が将軍のころ，参勤交代の制度が整えられた。
②〔 〕幕府は大名の妻と子を人質として，常に江戸のやしきに住まわ

せた。
③〔 〕大名は領地と江戸に1年おきに住んだ。

ひゃくしょう

４ 江戸時代の百姓の生活
①～④の〔 〕にあてはまることばを書きましょう。
百姓は，〔 〕① とよばれる有力者を中心に，自分たちで

はん

〔 〕② を運営した。幕府や藩は〔 〕② のまとまりを利用し，
しゅうかく

〔 〕③ というしくみをつくらせて，収穫の半分にもなる重
おさ やく

い〔 〕④ を納めさせたり，いろいろな役（力仕事）をさせ
たりした。こうした中でも百姓は，農具を改良したり肥料を工夫したり
して，農業技術を進歩させた。

さ こく

５ 鎖国にいたるまでの様子
正しいものには○を，まちがっているものには×を〔 〕の中に書きま

しょう。
①〔 〕江戸幕府は，初めは外交をさかんにしようとして，大名や商人

に許可状をあたえて外国との貿易を保護した。
せんきょう し

②〔 〕外国の貿易船に乗って日本に来た宣教師たちにより，仏教の信
者が増え，幕府の命令に逆らうものが出てきた。
しまばら あまくさいっ き え ふ

③〔 〕島原・天草一揆をきっかけに，絵踏みを行ってキリスト教信者
きび

を見つけ出し，いっそう厳しく取りしまった。
ちゅうごく ながさき

④〔 〕中国とアメリカに限り，長崎における貿易船の出入りを許可した。
ち いき

⑤〔 〕鎖国の間，長崎以外の地域は外国との交流はなかった。

NHK for School HP
「参勤交代」

用語解説

身分
ひゃくしょう

江戸時代には武士や百姓，
町人などの身分が固定化し
武士を中心とする身分制が
定着しました。

百姓85%

町人 5%
武士 7% 公家、僧、神官

など　1.5%
1.5%

百姓や町人とは別に、身分上
厳しく差別されてきた人々

▲江戸時代（終わりごろ）
の身分ごとの人口の割合

〈東京書籍：新しい社会6年 歴史編（R6）〉

NHK for School HP
「江戸時代の農村のくらし」

NHK for School HP
「キリスト教の禁止と鎖国」

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310086_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310790_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310164_00000
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１ 町人に広がる文化と新しい学問
⑴ 人物と関係の深い文や資料を線で結びましょう。

ちかまつもん ざ え もん

近松門左衛門

•

うたがわひろしげ

歌川広重

•

もとおりのりなが

本居宣長

•

すぎ た げんぱく

杉田玄白

•

い のうただたか

伊能忠敬

•

•

東海道の名所風景をえが
うき よ え とうかいどう ご じゅう

いた浮世絵「東海道五十
さんつぎ

三次」は旅にあこがれる
人々の心をとらえました。

•

•

ばく ふ

全国の測量を幕府に命じ
られ，日本地図を作りま
した。

•

•

古くからの日本人の考え
こくがく

方を研究する国学者で，
こ じ き でん

「古事記伝」という書物
を完成させました。

•

•

歴史上の物語や実際に起
か ぶ き

きた事件を題材に歌舞伎
じょう る り きゃくほん

や人形浄瑠璃の脚本を書
きました。

•

•

らんがく

西洋の学問である蘭学を
学び，オランダ語の医学

かいたいしん

書をほん訳し，「解体新
しょ

書」を出版しました。

•

•

•

•

•

•

※4

⑵ 次の文章を読み，正しいものには○を，まちがっているものには×を

〔 〕の中に書きましょう。
①〔 〕浮世絵は多色刷りで値段が高く，あまり広まらなかった。

ちょうにん ひゃくしょう

②〔 〕力をつけた町人や百姓が観光をかねてお寺や神社へお参りの旅
に行けるようになった。
さ こく

③〔 〕鎖国を続けていた日本は，江戸時代の中ごろになっても洋書の
輸入が厳しく禁じられていた。

てら こ や

④〔 〕江戸時代の日本は，町や村にも多くの寺子屋とよばれる教育機
わりあい

関ができ，文字が読める人の割合が高い国だった。

用語解説

東海道五十三次の宿場町
え ど きょう と

東海道は江戸時代の京都と
しゅく

江戸を結ぶ道で，53の宿
ば あい ち

場町がありました。愛知県
も通っており，いくつかの
宿場町があります。

JR東海ツアーズHP
「東海道五十三次の宿場町を巡ろう！」

※1〈早稲田大学演劇博物館〉

※2〈人形浄瑠璃文楽「曽根崎心中」〉

※3〈早稲田大学図書館〉

※4〈内藤記念くすり博物館〉

ヒント！

⑵ 平和が続き，社会が安
定してくると，武士以外の
人々の中にも，文化や学問
に親しむ人が現れました。

教科書（歴）
P.90～101

日本の歴史
ちょう にん

8 町人の文化と新しい学問
２

※1

※2

※3

見
本

https://travel.jr-central.co.jp/service/tokaido53/
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２ 人々のくらしと新しい時代への動き
いっ き

⑴ 百姓一揆の件数が200件以上起きた年のグラフを赤色でぬりましょう。
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⑵ 上のグラフから読み取れることがらとして正しいものを2つ選び，

〔 〕の中に○を書きましょう。
①〔 〕ききんが起こったり，物価が上昇したりすると，一揆の件数が

増える。
②〔 〕一揆の件数が最も多かったのは1860年代である。
③〔 〕一揆が200件以上起きた時期が3回ある。

⑶ 百姓一揆や打ちこわしが全国各地で起こるようになると，人々はどの
ばく ふ はん

ようなことに気づくようになりましたか。「幕府や藩」ということばを
使って書きましょう。

⑷ ①～⑤にあてはまることばを下の の中から選んで書きましょう。

▲左の人物が起こした反乱の様子
〈大阪歴史博物館〉

〈大阪城天守閣〉

人物名①
ひ はん

まちの人々を救おうとしない〔 〕② たちを批判し，〔 〕③
はんらん

で反乱を起こしました。そして〔 〕④ から米などを取り上げて，

〔 〕⑤ に分けあたえようとしました。
まえ の りょうたく かつしかほくさい

前野良沢 裕福な人々 大商人 葛飾北斎 役人
おおしおへいはちろう おおさか

江戸 大塩平八郎 大阪 苦しんでいる人々 農民

用語解説

百姓一揆
はんこう ねん ぐ

農民の反抗運動。重い年貢
などが原因で農民の生活が

りょうしゅ

苦しくなり，領主や役人，
じ ぬし こうげき

地主などを攻撃しました。

用語解説

打ちこわし
じょうしょう

米の不足や，米の値段上昇
によって，生活に苦しむ
人々が，米屋・酒屋などを
おそいました。

ヒント！

⑶ このころ，大きなきき
んや物価の上昇によって，
人々の生活が苦しくなると
いう社会問題が起きていま
した。しかし，幕府や藩は，
これを十分に解決すること
ができませんでした。

愛知の●●
わたなべ か ざん

渡辺崋山
み かわのくに た はらはん

三河国田原藩（現在の田原
はん し らんがくしゃ たか の

市）の藩士で蘭学者。高野
ちょうえい

長英らとともに，幕府の鎖
ひ なん

国政策を非難したためにと
しょばつ

らえられ，処罰されました。

公益財団法人崋山会HP
「崋山の生涯」

見
本

https://www.kazankai.jp/kazan_lifetime.php
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わか ばく ふ

１ 若い武士たちが幕府をたおす
⑴ ①～⑦の〔 〕にあてはまることばを下の の中から選んで書き
ましょう。

人物名①

1853年〔 〕② の
ぐんかん

使者・〔 〕① が4せきの軍艦を率いて

〔 〕③ へ来航し，大統領の手紙を
幕府にわたして〔 〕④ を求めました。
1854年〔 〕⑤ 条約を
結び国交を開いたことで〔 〕⑥
の状態が終わり，1858年にはアメリカと
の間に〔 〕⑦ 条約を結
び，外国との貿易が始まりました。

さ こく ながさき

イギリス 日米修好通商 鎖国 長崎 ペリー
うら が がっしゅうこく さかもとりょう ま

開国 浦賀 アメリカ合衆国 坂本龍馬 日米和親

⑵ 1854年，幕府が条約を結び国交を開いた理由を書きましょう。

⑶ ①～⑦の〔 〕にあてはまることばを書きましょう。

NHK for School HP
「明治と文明開化」

横浜開港資料館HP
「現場たんけん・

ペリーが横浜にやってきた」

愛知の●●

ええじゃないか
けいおう み かわ

慶応3（1867）年7月，三河
のくにあつ み ぐん む ろ むら とよ

国渥美郡牟呂村（現在の豊
はし い せ じんぐう

橋市）で，空から伊勢神宮
のお札が降ってきたという
話が広がりました。人々は，
「ええじゃないか，ええ

おど

じゃないか」と歌い踊りま
した。

※1〈西郷南州顕彰館〉

※2〈山口県立山口博物館〉

霊山歴史館
「幕末維新クイズ」に挑戦してみよう！

教科書（歴）
P.102～115

日本の歴史
めい じ

9 明治の国づくりを進めた人々
２

人物名① 人物名③
はん

② 藩 ④ 藩
ちょうしゅう どうめい とうばく

・長州藩と同盟を結び，倒幕運動で
やくわり

大きな役割を果たした。
めい じ

・明治政府の指導者になったが，後に
さつ ま

辞任して薩摩に帰った。

・〔①〕とともに倒幕運動の中心と
なった。
・明治政府の指導者として，近代日本
の方向を定めた。

人物名⑤

⑥ 藩

・倒幕運動の中心となり，明治政府の
指導者になった。
ご か じょう ご せいもん

・五箇条の御誓文を作成したことで有
名。

※1

〔 〕①〔 〕③〔 〕⑤ たちは新し
い政府をつくる運動を始めました。
このような動きにおされた15代
しょうぐん

将軍の〔 〕⑦
せいけん ちょうてい

は，1867年に政権を朝廷に返し，
え ど

江戸幕府は終わりを告げました。

※2

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310795_00000
https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/pks/ryozen/quiz01.html
http://www.kaikou.city.yokohama.jp/kids/kids01.html
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豆知識

２ 明治新政府の改革
⑴ 右の資料は1868年に定

ほうしん

められた政治の方針です。
これを何というでしょうか。

〔 〕
だれ

⑵ これは，誰の名で定められましたか。 〔 〕

⑶ 明治政府の行った改革について，①～⑤にあてはまることばを下の
の中から選んで書きましょう。

社会のしくみ ①
全国の藩をなくし，新たに県や
府を置き，政府が任命した役人
に治めさせた。

文 化 ②
6才以上の男女が小学校に通う
ことが定められた。

③
20才になった男子に，3年間軍
隊に入ることを義務づけた。

ふ こくきょうへい

富国強兵 ④

ねん

国の税を，農民が米で納める年
ぐ

貢から，土地の持ち主が現金で
納めるやり方に変えた。

⑤
とみおか

富岡製糸場をはじめとする，国
かんえい

が運営する官営工場を開いた。

しょくさんこうぎょう ぶんめいかい か はいはん ち けん

殖産興業 文明開化 廃藩置県
ち そ かいせい ちょうへいれい めい じ てんのう がくせい

地租改正 徴兵令 明治天皇 学制

じ ゆうみんけん

３ 新しい世の中と自由民権運動
人物と関係の深いことがらを線で結びましょう。

ふくざわ ゆ きち

福沢諭吉
いたがきたいすけ

板垣退助
い とうひろぶみ

伊藤博文
おおくましげのぶ

大隈重信
• • • •

• • • •
板垣退助と日本で

ないかく

初めての政党内閣
を組織した。

す

「学問のすゝめ」
という本を書いた。

初代内閣総理大臣
に任じられた。

政府の指導者だったが，
政府を去り，国会開設
の要望書を出した。

ヒント！

⑵ 明治新政府軍は，江戸
幕府の政治を批判し，誰を
尊いものとして考えていた
のでしょう。

愛知の●●

廃藩置県と愛知県
1871年（明治4年）に廃藩

あい ち

置県後，愛知県は12の県
に分かれました。その後，
な ご や ぬか た

名古屋県と額田県にな
り，1872年（明治5年）に
現在の愛知県となりました。
愛知県ができてから150年
になるのを記念して2022
年に「あいち県民の日」が
できました。

おうべい

欧米の文化を取り入れる
欧米にわたり，進んだ文化
や考え方を学んだ福沢諭

つ だ うめ こ しぶさわえいいち

吉・津田梅子・渋沢栄一ら
によって，日本の近代化は
大きく進歩しました。福沢

きゅう

諭吉は旧一万円札，津田梅
子は新五千円札，渋沢栄一

しょうぞう

は新一万円札の肖像画の人
物としても知られています。

かい ぎ

一 政治のことは，会議を開き，みんなの意
見を聞いて決めよう。

せいさく

一 みんなが心を合わせ，国の政策を行おう。
一 みんなの志がかなえられるようにしよう。
一 これまでのよくないしきたりを改めよう。
一 新しい知識を世界に学び，国を栄えさせ
よう。

見
本
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１７.５億円
日清戦争

日露戦争８.４万人

１０８.９万人

２４.1 万人 １.３万人 ２.０億円

兵力 戦死者 戦費

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

（倍）

〈日清戦争と日露戦争の比かく（日本）〉
※日清戦争の数値を１とした場合

にっしん にち ろ

１ 条約改正と日清・日露戦争
おうべいしょこく

⑴ 日本が江戸時代の終わりに欧米諸国と結んだ不平等条約について，正
しいものを2つ選び，〔 〕の中に○を書きましょう。

ほうりつ

①〔 〕外国人の罪を，日本の法律でさばくことができない。
②〔 〕安い外国製品の関税を高くすることができる。

ほうりつ さいばんしょ

③〔 〕罪をおかした外国人を，日本の法律・裁判所でさばくことがで
きる。

けん り みと

④〔 〕輸入品にかける税金を自由に決める権利が認められない。
⑵ ①～③の〔 〕にあてはまることばや人名を書きましょう。
時代 年 できごと
江戸

明治

1853
1854
1858
1868
1883
1886
1889
1894

1904
1911

うら が

ペリーが浦賀に来る
日米和親条約を結び開国する
日米修好通商条約を結ぶ

い しん

明治維新
ろくめいかん ぶ とうかい

鹿鳴館で舞踏会などが開かれる
〔 〕① 事件が起きる

ていこくけんぽう はっ ぷ

大日本帝国憲法を発布する
〔 〕人名② がイギリスとの条約の
一部を改正する
日清戦争が始まる（～95）
日露戦争が始まる（～05）
〔 〕人名③ が条約改正を達成する

こうしょう

⑶ 明治政府が諸外国に行った条約改正の交渉が，なかなか進まなかった
理由を書きましょう。

⑷ 右のグラフを見て，正しいものを２つ選び，

〔 〕の中に○を書きましょう。
①〔 〕日清戦争の戦費は，日露戦争の8倍

以上かかった。
②〔 〕日露戦争の戦死者は，日清戦争より

多かった。
③〔 〕日露戦争の兵力は，日清戦争の4倍

以上となった。

NHK for School HP
「治外法権の撤廃」

用語解説

鹿鳴館
とうきょう と ひ び や

東京都日比谷につくられた
建物。西洋の人をまねいて，
ダンスパーティーなどを行
い，日本の近代化を示し，
条約改正の交渉を有利に進
めようとしました。

ヒント！

⑶ 不平等条約を結んだ相
手，アメリカやイギリス，
オランダ，フランス，ロシ
アは世界の中でも特に大き
な力をもっていました。

愛知の●●
ぐん と とよはし

軍都だった豊橋
強い軍隊をつくるという明
治政府のもとで，豊橋市に

へいしゃ えんしゅうじょう

陸軍の兵舎や演習場ができ
ました。ここから軍隊が日
清戦争や日露戦争へ出動し
ました。

教科書（歴）
P.116～127

日本の歴史

10 世界に歩み出した日本
２

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310797_00000
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２ 世界へ進出する日本
⑴ 人物名と写真や関係の深い文を線で結びましょう。

•
戦場にいる弟を思う詩を
発表し，戦争に反対する
気持ちを表した。

•

れんめい

国際連盟の事務局次長を
務め，日本と外国との間
で理解を深めることに力
をつくした。

•
へび毒の研究で注目され，

おうねつ

アフリカで黄熱病を調査
研究した。

•
社会の変化の中でなやみ
苦しむ人々のすがたを小
説に表現した。

• •

• •

• •

• •

の ぐちひで よ
野口英世 •

に と べ いなぞう
新渡戸稲造 •

ひ ぐちいちよう
樋口一葉 •

よ さ の あき こ
与謝野晶子 •

⑵ 条約改正や医学の発展を通して，世界における日本の地位はどうなり
ましたか。

３ 生活や社会の変化
5枚の写真を参考にして，①～⑤の〔 〕にあてはまることばを書きましょう。

1925年に〔 〕① 放送が始まりました。電車やバスなどの

〔 〕② も整備され，都市を中心に生活の〔 〕③
化が進みました。

ひらつか ち ょ う いちかわふさ え しん ふ じんきょうかい

平塚らいてうや市川房枝らは，新婦人協会を設立し，〔 〕④
けん り しゅうしょく けっこん

の権利を守ることをうったえました。就職や結婚などで差別されてきた
人々は〔 〕⑤ をつくり，差別をなくす運動をしました。

用語解説
きたざとしばさぶろう

北里柴三郎
は しょうふう

破傷風という病気の治療の
しかたを発見しました。ま

でんせんびょう

た，伝染病の研究所を設立
し，野口英世などの若い医
師を育てました。新千円札

しょうぞう

の肖像画の人物としても知
られています。

※1〈台東区立一葉記念館〉

愛知の●●
お ぶち し

小渕志ち
せい し ぼうせき

1880年代，製糸業と紡績
業がさかんになりました。

ぐん ま

1847年群馬県に生まれた
小渕志ちは，1985年に豊
橋市に製糸工場をつくりま

たままゆ つむ

す。そこで玉繭から糸を紡
ぐ方法を開発し，東三河の
製糸業の発展に大きな功績
をあげました。

ヒント！

⑵ このころの日本は，医
みと

学などの分野で国際的に認
められるようになってきま
した。

パナソニックキッズスクールHP
「タイムマシン作戦」

※1

見
本

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/pks/timemachine.html
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１ 戦争が世界に広がる
⑴ ①～⑥にあてはまることばを下の の中から選んで書きましょう。

年 できごと
1931

1933
1937
1939

1941
1945

まんしゅう こうげき

満州にいた日本軍が中国軍を攻撃し〔 〕①
が起こる

れんめい だったい

日本が国際連盟を脱退する
にっちゅう

日中戦争が始まる
ドイツとイギリスやフランスが戦争になり，
〔 〕② が始まる

しんじゅわん

日本がハワイ真珠湾を攻撃し，〔 〕③ が始まる
8月6日に〔 〕④ ，8月9日に〔 〕⑤ に，

げん し ばくだん

アメリカ軍によって原子爆弾が落とされる
8月15日に日本は〔 〕⑥ し，戦争が終わる

ながさき まんしゅう じ へん な ご や たいへいよう とうきょう

長崎 満州事変 名古屋 勝利 太平洋戦争 東京
ちょうせん ひろしま こうふく

第二次世界大戦 ナンキン事件 朝鮮戦争 広島 降伏

0 250 500 750
（万人）
1000

中国
朝鮮

インドシナ
（今のベトナム）
ジャワ

（今のインドネシア）

フィリピン
ビルマ

（今のミャンマー）

日本

［各国の政府が発表した推定死亡者数］

ソビエト連邦ソビエト連邦ソビエト連邦
れんぽうれんぽうれんぽう

モンゴルモンゴルモンゴル 満州国満州国満州国
まんしゅうこくまんしゅうこくまんしゅうこく

朝鮮朝鮮朝鮮
東京東京東京

広島広島広島長
崎
長
崎
長
崎

台湾台湾台湾
たいわんたいわんたいわん
沖縄沖縄沖縄
おきなわおきなわおきなわ

中国中国中国
ちゅうごくちゅうごくちゅうごく
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ル
マ
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ナ
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ナ
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ナ
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ン
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オーストラリアオーストラリアオーストラリア

タイタイタイ

1932年 3 月の日本軍の勢力範囲
1941年12月の日本軍の勢力範囲
1943年 1 月の日本軍の勢力範囲

⑵ 上の資料を見て，正しいものには○を，まちがっているものには×を

〔 〕の中に書きましょう。
①〔 〕日本軍の勢力が最も広がったのは1943年である。
②〔 〕戦争による推定死者数は，日本が最も多い。
③〔 〕日本軍の勢力は中国全土に広がった。
④〔 〕中国の推定死者数は日本の3倍以上である。
⑶ 日本の勢力が中国大陸とは逆方向の太平洋にまで広がった理由を書き
ましょう。

用語解説

国際連盟
1920年（大正9年）に世界
の平和と国際協力を目的と
してつくられました。
1933年，日本は満州への
しんりゃく ひ なん

侵略について各国から非難
を受け，国際連盟を脱退し
ました。

愛知の●●
とよかわかいぐんこうしょう

豊川海軍工廠
き じゅう だん

海軍が戦争で使う機銃や弾
がん

丸を作るために，豊川市に
大きな工場がつくられまし
た。たくさんの人が働いて

ひろしま げんばく

いましたが，広島に原爆が
落とされた次の日，豊川海

ばくげき

軍工廠も爆撃され，2500
人以上が亡くなりました。
その多くが10～20代の若
者でした。

豊川市HP
「豊川海軍工廠平和公園」

ヒント！

⑶ 世界中が不景気になり，
会社や工場がつぶれて生活
に苦しむ人々が多くなりま
した。このままでは日本が
ほろびると主張する人々も
いました。日本は，勢力を
のばして，何を得たかった
のでしょうか。

教科書（歴）
P.128～155

日本の歴史

11 長く続いた戦争と人々のくらし／ 12 新しい日本，平和な日本へ
２

はん い

▲日本の勢力範囲 ▲第二次世界大戦の推定死亡者数見
本

https://www.city.toyokawa.lg.jp/smph/saijibunka/bunka/bunkazai/kaigunkousyouiseki.html
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２ 民主主義による国を目指して
⑴ 敗戦後の日本について，正しいものを2つ選び，〔 〕の中に○を書
きましょう。

せんりょう

①〔 〕ドイツなどの連合国軍に占領された。
②〔 〕民主主義国家としての再出発を目指した。
③〔 〕戦争が終わり，食べ物に不自由することが無くなった。

かいかく

④〔 〕戦後改革とよばれる多くの改革を行った。
⑵ ①～⑨にあてはまることばを下の の中から選んで書きましょう。

せんきょ

選挙制度
満25歳
以上の男子

さんせいけん

〔 〕① の参政権が
みと
認められる

農地
じ ぬし

大地主と
こ さく

小作農家
小作農家も自分の
〔 〕② がもてる

学校教育
小学校
6年間

〔 〕③ 学校6年，
〔 〕④ 学校3年の9年間

年 できごと
1946
1956
1964
1970
1972

けんぽう

〔 〕⑤ 憲法が公布される
か めい

日本が〔 〕⑥ への加盟を認められる
東京〔 〕⑦ ・〔 〕⑧ が開かれる

ばんこくはくらんかい

日本万国博覧会が開かれる
アメリカに統治されていた〔 〕⑨ が日本に復帰する

戦
後
改
革

ていこく

国際連合 大日本帝国 女性 農地 小 オリンピック
おきなわ

沖縄 中 パラリンピック 日本国

３ これからの日本を考えよう 0～14 才

15～64 才

65 才以上
14000
　万人
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
1947 50 60 70 90 2000 10 20 年

［昭和 22］
80
［平成 2］ ［令和 2］

［総務省資料］

しょう  わ へい せい れい　わ

▲少子高齢化と人口の減少
〈東京書籍：新しい社会6年 歴史編（R6）〉

⑴ 右の資料を見て，正しいものに○を，
まちがっているものに×を〔 〕の中
に書きましょう。

わりあい

①〔 〕0～14才の割合は年々減って
いる。

②〔 〕人口が一番多いのは1980年
である。

③〔 〕40年ほど前から65才以上の割合は増え続けている。
⑵ これから日本はどのような国を目指していったらよいのでしょうか。
学んだことをもとにあなたの考えを書きましょう。

用語解説

大地主と小作農家
小作農家は，自分の土地を
持たず，大地主から土地を
借りて農業をしていました。
しゅう かく こ さくりょう

収穫したものから小作料を
はら

払い，残りのお金で生活し
ていました。

愛知の●●
い せ わん

愛知県と伊勢湾台風
1959年（昭和34年）に全

ひ がい

国的な被害をおよぼした台
たかしお

風。愛知県では特に高潮に
よって3200名以上の死
者・行方不明者を出すなど，
大きな被害を受けました。

内閣府HP
「みんなで減災」

ヒント！

⑵ 日本の文化や技術は世
界で認められ，世界にこう
けんしています。しかし，
解決しなければならない問
題もたくさんあります。ど
のような問題を解決し，ど
のような社会を目指してい
けばよいのでしょうか。

見
本

https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h25/73/past.html
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時代 主なできごと

日
本
の
国
の
成
り
立
ち

貴
族
の
世
の
中

武
士
の
世
の
中

縄
文
時
代

弥
生
時
代

古
墳
時
代

奈
良
時
代

平

安

時

代

鎌
倉
時
代

室

町

時

代

安
土
桃
山
時
代

江

戸

時

代

１万年前
ごろ

２３００
年前

５７

２３９

５９３

６０４
６０７
６０７
６３０
６４５

７１０
７１２
７２０
７５２
７５４
７９４

８６６
８９４
９０１

１０１６

１０５３
１０８６

１１６７
１１８５
１１９２

１２２１

１２６８
１２７４

１３３３
１３３８

１３９７
１４０４

１４６７

１４８９

１５４３
１５４９
１５７３
１５７５
１５８５
１６００
１６０３
１６１２
１６１５
１６１５
１６３５
１６３７
１６３９

１８３３

〇かりや漁をしてくらす
●土器がつくられ始める

●縄文土器が使われる

●弥生土器が使われる
●米づくりと金属器が大陸から伝わる

小さな「くに」が各地にできる
倭奴国王が中国に使いを送る

邪馬台国の女王卑弥呼が中国に使者を送る

●各地に古墳がつくられる
大和朝廷が国土の統一を進める
大仙古墳ができる
●漢字や織物の技術が中国から伝わる
●大陸文化が広がる

●仏教が伝わる
〇蘇我氏の勢いが強くなる
聖徳太子が摂政となる

十七条の憲法を定める
小野妹子を遣隋使として隋に送る
●法隆寺が建てられる
遣唐使がはじまる
大化の改新がはじまる

奈良（平城京）に都を移す
●古事記ができる
●日本書紀ができる
●東大寺の大仏ができる
●唐の僧鑑真が日本に来る
京都（平安京）に都を移す

藤原氏が初めて摂政になる
遣唐使を廃止する
菅原道真が九州へ追放される
●かな文字は広まり，日本風の文化が育つ
〇荘園がふえ，地方の反乱が相次ぐ
●『枕草子』や『源氏物語』ができる
藤原道長が摂政になる
〇藤原氏がはなやかなくらしをする
〇武士が力をもちはじめる
●平等院鳳凰堂ができる
院政が始まる

平清盛が太政大臣になる
平氏がほろびる
源頼朝が征夷大将軍となる

承久の乱が起こる
●新しい仏教が広まる
北条時宗が執権になる
元が攻めてくる（文永の役…１２７４，弘安の役…１２８１）

鎌倉幕府がほろびる
足利尊氏が幕府を開く
〇南朝と北朝の対立が続く
●足利義満が金閣をたてる
明との貿易をはじめる
〇農民の団結が強くなる
●民衆の文化が発展する
応仁の乱が起こる（～１４７７）
〇以後１００年ほど国がみだれる
●足利義政が銀閣をたてる

●ポルトガル人が鉄砲を伝える
●ザビエルがキリスト教を伝える
織田信長が室町幕府をほろぼす
長篠・設楽原の戦いがおこる
豊臣秀吉が関白になる
関ヶ原の戦いがおこる
徳川家康が江戸幕府を開く
幕府がキリスト教を禁止する
豊臣家がほろびる
武家諸法度が定められる
徳川家光が参勤交代を制度化する
島原・天草一揆がおこる
鎖国が完成する

●大阪を中心に町人文化が栄える

●蘭学や国学がさかんになる
●江戸を中心に町人文化が栄える
●寺小屋が広まる
天保の大ききんがおこる（～１８３９）
〇農民の一揆や打ちこわしが多くなる

卑弥呼（２世紀末～３世紀前期）

聖徳太子（５７４～６２２）
小野妹子（６世紀末～７世紀前期）

中臣鎌足（６１４～６６９）
中大兄皇子（６２６～６７１）

行基（６６８～７４９）
鑑真（６８８～７６３）
聖武天皇（７０１～７５６）

清少納言（１０世紀後期～１１世紀前期）
紫式部（１０世紀後期～１１世紀前期）
藤原道長（９６６～１０２７）

平清盛（１１１８～１１８１）
源頼朝（１１４７～１１９９）
源義経（１１５９～１１８９）

北条時宗（１２５１～１２８４）

足利義満（１３５８～１４０８）

雪舟（１４２０～１５０６）
足利義政（１４３６～１４９０）

ザビエル（１５０６～１５５２）
織田信長（１５３４～１５８２）
豊臣秀吉（１５３７～１５９８）
徳川家康（１５４２～１６１６）

徳川家光（１６０４～１６５１）

近松門左衛門（１６５３～１７２４）

本居宣長（１７３０～１８０１）
杉田玄白（１７３３～１８１７）
伊能忠敬（１７４５～１８１８）

ペリー（１７９４～１８５８）
歌川広重（１７９７～１８５８）

〔日本の歴史年表〕 ○は社会についてのできごと，●は文化についてのできごと，
青文字はこの地方のできごとを表しています。

よし ご
石器，骨角器などを使う（吉胡貝塚など）

うりごう
稲作がこの地方でも始まる（瓜郷遺跡など）

ふた ご
二子古墳がつくられる（現在の安城市）

しょうぼう じ
正法寺古墳がつくられる（現在の西尾市）
ま ごしなが ひ づか
馬越長火塚古墳がつくられる（現在の豊橋市）

北野廃寺が建てられる（現在の岡崎市）

ワタの種が伝えられる（現在の西尾市）（７９９）

お ののとうふう
小野道風が尾張国に生まれる（８９４）

尾張の国司の悪政を住人が訴える（９８８）

とこなめ
常滑のつぼが有名になる（１１２５）

あしかがよしうじ
足利義氏，三河の国の守護になる（１２２１）

たかうじ
足利一門の三河武士，尊氏を助けて戦う（１３３３）

三河武士のほとんどが細川方について戦う（１４６７）

おけはざ ま
桶狭間の戦い（１５６０）
三河一向一揆がおこる（１５６３）

や はぎ
矢作新川の工事が始まる（現在の西尾市）（１６０５）

名古屋の城下町，人数…５４，１１８人
家数…５，９８９軒（１６８４）

すけごうちょう
幕府の命令で，三河国助郷帳ができる（１７０１）

つ づき や こう
都築弥厚が明治用水づくりを計画する（現在の安城市）
（１８２７）
加茂一揆がおきる（１８３６）

どのようなことをした
のか説明できる歴史人
物に，赤色でしるしを
つけましょう。

見
本
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日

本

江
戸
時
代

明

治

時

代

大
正
時
代

昭

和

時

代

平

成

時

代

令
和
時
代

１８３７
１８５３
１８５４
１８５８
１８６６
１８６７
１８６８
１８６８

１８７１
１８７１
１８７２
１８７３
１８７７

１８８５
１８８９
１８９０

１８９４
１８９４

１９０４

１９１０
１９１１
１９１４
１９１８
１９１８

１９２０
１９２２
１９２３
１９２５

１９３１

１９３３

１９３７
１９３９

１９４１
１９４５
１９４５
１９４５

１９４６
１９４７
１９４９
１９５０
１９５１
１９５１
１９５２

１９５６

１９６４
１９６４
１９６５

１９７０
１９７２
１９７２

１９７８

１９８５

１９９３
１９９４
１９９５

１９９８
１９９８
２０００
２００２

２００４
２００５
２００８

２０１１

２０１９
２０２０
２０２１

大塩平八郎の乱がおこる
ペリーが浦賀（現在の神奈川県）に来る
日米和親条約を結び開国する
各国と修好通商条約を結ぶ
薩摩と長州が連合する
１５代将軍慶喜が政権を朝廷に返す（大政奉還）
明治維新 江戸を東京とする
五箇条の御誓文が出される

廃藩置県がおこなわれる
岩倉使節団が欧米諸国を視察する
●学校の制度ができる
徴兵令が出される 地租改正が行われる
西南戦争がおこる
〇自由民権運動がさかんになる
〇官営紡績工場ができる
伊藤博文が最初の内閣総理大臣となる
大日本帝国憲法が発布される
第１回帝国会議が開かれる
〇軽工業が発達する
領事裁判権の廃止に成功
日清戦争がおこる（～１８９５）

日露戦争がおこる（～１９０５）

〇重工業が発達しはじめる
韓国を併合する
条約改正を達成する
第一次世界大戦がおこる（～１９１８）
「米騒動」がおこる
政党内閣ができる
〇社会運動が高まる
国際連盟に加盟する
全国水平社の創立大会が開かれる
関東大震災がおこる
普通選挙法と治安維持法が定められる
〇世の中が不景気になり，失業者がふえる

満州事変がおこる
〇軍人の力が強くなる
国際連盟を脱退する

日中戦争がおこる（～１９４５）
第二次世界大戦がおこる（～１９４５）
〇言論や思想の取りしまりがきびしくなる
太平洋戦争を始める（～１９４５）
広島・長崎に原子爆弾が落とされる
ポツダム宣言を受け入れる〈降伏する〉
女性の参政権がみとめられる
〇日本の民主化が進む
日本国憲法が公布される
●６・３制の義務教育が始まる
●湯川秀樹がノーベル賞を受賞する
朝鮮戦争がおこる（～１９５３）
サンフランシスコ平和条約を結ぶ
日米安全保障条約を結ぶ
日本が独立を回復する

国際連合に加盟する

東海道新幹線が開通する
オリンピック・パラリンピック東京大会が開かれる
大韓民国と国交を回復する
〇公害が社会問題になる
●大阪で万国博覧会が開かれる
冬季オリンピック札幌大会が開かれる
沖縄が日本に復帰する

日中平和友好条約を結ぶ

男女雇用機会均等法が公布される

●法隆寺や姫路城が世界文化遺産になる
日本が子どもの権利条約を承認する
阪神・淡路大震災がおこる

「地球温暖化防止会議」が京都で開かれる
冬季オリンピック・パラリンピック長野大会が開かれる
九州・沖縄サミットが開かれる
サッカーのワールドカップが日本と韓国で開かれる

イラクの復興支援に自衛隊が派遣される
●愛知で万国博覧会が開かれる
野生復帰を目指して，トキが放鳥される

東日本大震災がおこる

天皇が退位し，元号が「令和」にかわる
新型コロナウイルス（COVID-19）の世界的流行・緊急事態宣言の発令
オリンピック・パラリンピック東京大会が開かれる

勝海舟（１８２３～１８９９）

西郷隆盛（１８２７～１８７７）
大久保利通（１８３０～１８７８）
木戸孝允（１８３３～１８７７）
明治天皇（１８５２～１９１２）
福沢諭吉（１８３４～１９０１）

板垣退助（１８３７～１９１９）
大隈重信（１８３８～１９２２）

伊藤博文（１８４１～１９０９）

陸奥宗光（１８４４～１８９７）
東郷平八郎（１８４７～１９３４）

小村寿太郎（１８５５～１９１１）

野口英世（１８７６～１９２８）

わたなべ か ざん
渡辺崋山（田原藩）が，西洋の学問を研究し幕府をひはん
したという理由でとらえられる（１８３７）

せいばつ

徳川慶喜が第二次長州征伐を行い，岡崎に立ちよる（１８６６）
お ふださわぎ
御札騒がおこる（現在の愛知県）（１８６７）
みの ぎ
蓑着騒動がおこる（現在の新城市）（１８７０）

愛知県ができる（１８７２）
せいぞう ぼう

宮島清蔵がガラ紡を始める（１８７７）
明治用水ができる（１８８０）
ささしま
笹島（名古屋）駅ができる（１８８５）

しょっ き
豊田佐吉が動力織機を発明する（１８９７）

豊橋市ができる（１９０６）

岡崎市ができる（１９１６）

名古屋放送局，ラジオ放送開始（１９２５）

愛知電鉄（名古屋鉄道の前身）
「神宮前－吉田」間が開通する（１９２７）

豊田自動織機製作所で自動車の商品化に着手する（１９３３）

まんしゅう
愛知県初の満州移民（１９３９）

豊川市ができる（１９４３）
三河地方に大地震がおこる（１９４５）
豊橋市，岡崎市などが空しゅうを受ける（１９４５）

こくせい
戦後初の国勢調査，愛知県の人口は約３１０万人（１９４７）
碧南市ができる（１９４８）
刈谷市ができる（１９５０）
挙母（ころも）市ができる（１９５１）
日本初の民間ラジオ放送が名古屋で始まる（１９５１）
安城市ができる（１９５２）
西尾市ができる（１９５３）
名古屋でテレビ放送が開始される（１９５４）
蒲郡市ができる（１９５４）
新城市ができる（１９５８）
挙母市が豊田市と名前を変える（１９５９）
伊勢湾台風で５，０００人以上の人が死ぬ（１９５９）
愛知用水ができる（１９６１）

豊川用水ができる（１９６８）
東名高速道路が開通する（１９６９）
知立市・高浜市ができる（１９７０）

平成の大合併が行われる（２００３～２０１０）
田原市ができる（２００３）
愛知で万国博覧会が開かれる（２００５）

みよし市ができる（２０１０）
生物多様性条約第１０回締約国会議（COP１０）が名古屋で開かれる（２０１０）
新東名高速道路（愛知県区間）ができる（２０１６）
先進国首脳会議が三重県で開かれる（２０１６）

県政１５０周年記念「愛知県民の日」ができる（２０２２）

〈日本にある世界遺産〉
白神山地 （1993年） 自然遺産
姫路城 （1993年） 文化遺産
法隆寺地域の仏像建造物

（1993年） 文化遺産
屋久島 （1993年） 自然遺産
古都京都の文化財

（1994年） 文化遺産
白川郷・五箇山の合掌造り集落

（1995年） 文化遺産
厳島神社 （1996年） 文化遺産
原爆ドーム（1996年） 文化遺産
古都奈良の文化財

（1998年） 文化遺産
日光の社寺（1999年） 文化遺産
琉球王国のグスク及び関連遺産群

（2000年） 文化遺産
紀伊山地の霊場と参詣道

（2004年） 文化遺産
知床 （2005年） 自然遺産
石見銀山遺跡と文化的景観

（2007年） 文化遺産
小笠原諸島（2011年） 自然遺産
平泉－仏国土（浄土）を表す建築・

庭園及び考古学的遺産群
（2011年） 文化遺産

富士山－信仰の対象と芸術の源泉
（2013年） 文化遺産

富岡製糸場と絹産業遺産群
（2014年） 文化遺産

明治日本産業革命遺産
製鉄・鉄鋼、造船、石炭産業

（2015年） 文化遺産
ル・コルビジェの建築作品
－近代建築への顕著な貢献－

（2016年） 文化遺産
「神宿る島」宗像・沖ノ島との
関連遺産群（2017年） 文化遺産
長崎と天草地方の潜伏キリシタン
関連遺産 （2018年） 文化遺産
百舌鳥・古市古墳群

（2019年） 文化遺産
奄美大島・徳之島・沖縄島北部
及び西表島

（2021年） 自然遺産
北海道・北東北の縄文遺跡群

（2021年） 文化遺産
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2

三
つ
の
原
則

１ わたしたちのくらしと日本国憲法
⑴ 日本国憲法の三つの原則について，①～③の にあてはまる
ことばを書きましょう。

①
しゅけん

国民主権 ……政治の主人公は国民

②
き ほんてきじんけん そんちょう

基本的人権の尊重 ……
けん り

生まれながらの権利を
大切にする

③ 平和主義 ……二度と戦争をしない

⑵ 次の①～④のことがらに関連するものを，下の から選んで書き
ましょう。

① 国会議員を選挙で選ぶ。 〔 〕国の選挙

② 首長・議員を選挙で選ぶ。 〔 〕地方の選挙

③ 憲法をかえることについて，国民に提案する。〔 〕憲法改正

④ 裁判官をやめさせることができる。 〔 〕
だんがいさいばんしょ

弾劾裁判所の設置

だんがいさいばんしょ

弾劾裁判所の設置 国の選挙 憲法改正 地方の選挙

よう し

⑶ 日本国憲法の前文（要旨）について，次の①～⑤の〔 〕にあてはま
ることばを書きましょう。

日本国民は，選挙で選ばれた国会議員を〔 〕① 国民 の代
表とします。
わたしたちは，世界の国々となかよく〔 〕② 協力 し合い，
国全土にわたって〔 〕③ 自由 がもたらすすばらしさをみな
ぎらせ，政府の行いによって二度と〔 〕④ 戦争 が起こるこ
とのないようにすることを決意しました。
そして，わたしたちは，〔 〕⑤ 主権 が国民にあることを

せんげん

宣言して，この憲法をつくりあげました。

用語解説

日本国憲法
日本のきまりのなかで最高
のもので，国の法律や地方
の条例はすべて，日本国憲
法をもとにしてつくられて
います。

NHK for School HP
「国民主権」

ヒント！

⑶ 教科書P.15の「日本国
憲法前文に示された国民主
権の宣言（要旨）」を読ん
で，ことばを当てはめま
しょう。

教科書（政・国）
P.6～23

わたしたちの生活と政治
けん ぽう

1 わたしたちのくらしと日本国憲法
１

見
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子
ど
も
に
教
育
を

受
け
さ
せ
る
義
務

（
第
２６
条
）

働
く
人
が
団
結
す
る

権
利
（
第
２８
条
）

思
想
や
学
問
の
自
由

（
第
１９
条
、
第
２３
条
）

そ
ん
ち
ょ
う

個
人
の
尊
重
、もと

法
の
下
の
平
等

（
第
１３
条
、
第
１４
条
）

仕
事
に
つ
い
て

働
く
義
務
（
第
２７
条
）

健
康
で
文
化
的
な

生
活
を
営
む
権
利

せ
い
ぞ
ん

（
生
存
権
）（
第
２５
条
）

仕
事
に
つ
い
て

働
く
権
利
（
第
２７
条
）

教
育
を
受
け
る
権
利

（
第
２６
条
）

お
さ

税
金
を
納
め
る
義
務

（
第
３０
条
）

げ
ん
ろ
ん

言
論
や
集
会
の
自
由

（
第
２１
条
）

裁
判
を
受
け
る
権
利

（
第
３２
条
）

居
住
や
移
転
、
職
業
を

選
ぶ
自
由

（
第
２２
条
）

政
治
に
参
加
す
る
権
利

さ
ん
せ
い

（
参
政
権
）（
第
１５
条
）

ア イ ウ エ

オ カ キ

ク ケ コ

サ シ ス

広島市
ひ がい がいよう

「原爆被害の概要」

ひ ばくけいしょう か へい わ すいしん か

長崎市被爆継承課・平和推進課
「キッズ平和ながさき」

２ 国民の権利と義務
⑴ 次の文にあてはまる国民の権利と義務について，資料のア～スの記号
を選んで書きましょう。
① スーパーで買い物をすると消費税を納める。 〔 〕ケ
② 祖母は，退職後に大学に入り勉強をしている。 〔 〕ク
③ おうちの人は，会社や工場，お店で働いている。〔 〕オ 〔 〕キ

ふく し

④ 体の不自由なお年寄りが，福祉センターで入浴サービスを受けるこ
とができる。 〔 〕カ

⑵ 資料の中から，国民の義務にあてはまるものを見つけて，ア～スの記
号を赤色で囲みましょう。

３ くらしの中の平和主義
ひ かくさんげんそく

非核三原則について， にあてはまることばをひらがなで書きましょう。
かくへい き

「核兵器を も た ない， つ く ら ない，

も ち こ ま せ ない」

愛知の●●
じんけんそんちょう じょうれい

愛知県人権尊重の社会づくり条例
2022年4月にあらゆる人

か だい かいしょう はか

権に関する課題の解消を図
るとともに，全ての人の人
権が尊重される社会をめざ
すためにつくられました。

ヒント！

⑴② だれにでも学ぶ権利
があります。

用語解説

原子爆弾（原爆）
ひろしま ながさき

かつて日本は，広島と長崎
に原爆を落とされ，多くの
ぎせい者を出しました。日

ひ ばく

本は世界でただ一つの被爆
こく

国として，非核三原則をか
かげ，核兵器をなくすこと
をうったえ続けています。見
本
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１ 選挙のしくみと税金のはたらき

▲税金の集め方と使い方

⑴ 図を見て，正しいものには〇を，まちがっているものには×を〔 〕
の中に書きましょう。

①〔 〕○ 税金はものを買ったときにも集められる。

②〔 〕× 税金は市役所でしか集めない。

③〔 〕× 税金は一部の人だけに使われる。
けいさつ

④〔 〕○ 税金は消防，警察などの住民の安全を守ることに使われる。
しょ り

⑤〔 〕× ごみを処理するたびに，住民が料金をはらう。

⑵ 選挙権について，①～③の〔 〕にあてはまることばや数字を書きま
しょう。

① 国会での話し合いは選挙で選ばれた〔 〕国会議員 が進める。
みと

② 選挙で投票することは，〔 〕18 才以上の国民に認められている。

③ 選挙で投票することは国民が政治に参加する大切な〔 〕
けん り

権利（機会）だ。

⑶ 国民の祝日について， にあてはまる数字を書きましょう。

① 建国記念の日 2 月 11 日

（国がつくられた昔を思い，国を愛する心を養う。）
けんぽう

② 憲法記念日 5 月 3 日
し こう

（日本国憲法の施行を記念し，国の成長を願う。）

国税庁
「税の学習コーナー」

用語解説

国民の祝日
国民の祝日に関する法律に
よって定められた，国民が
祝い，感謝する日です。
成人の日
1月の第2月曜日
おとな

大人になったことを自覚し，
自分自身の力で生きていこ

わかもの

うとする若者を祝いはげま
す日です。
子どもの日
5月5日
子どもの人格を重んじ，子
どもの幸福が実現されるよ
う努力するとともに，母に
感謝する日です。
きんろう

勤労感謝の日
11月23日
勤労をたっとび，生産を祝
い，国民がたがいに感謝し
合う日です。

教科書（政・国）
P.24～35

わたしたちの生活と政治

2 国の政治のしくみと選挙
１

見
本
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２ 国の政治のしくみ
⑴ 下の図の①～⑤にあてはまることばを下の から選んで書きま
しょう。

① ②

③

⑤④

しゅう ぎ いん

衆議院
さん ぎ いん

参議院

選挙 予算

ないかく

内閣

さいばんしょ しゅう ぎ いん さん ぎ いん ないかく しん さ

予算 裁判所 衆議院 参議院 内閣 選挙 国民審査

⑵ 下の図を見て①～④にあてはまることばを〔 〕の中に書きましょう。
①〔 〕国会 ②〔 〕内閣 ③〔 〕

さいばんしょ

裁判所
やくわり ぶんたん

①～③のような役割を分担するしくみを④〔 〕
さんけんぶんりつ

三権分立 という。

●内閣を信任しないことを
　決議する
●内閣総理大臣を指名する

●衆議院の解散を決める
●国会の召集を決める

ほうりつ けんぽう い はん

しょうしゅう

●裁判官をやめさせるか
　どうかの裁判を行う

●法律が憲法に違反して
　いないかを調べる

●政治が憲法に違反していないかを調べる

●最高裁判所の長官を指名する
●そのほかの裁判官を任命する

国　民

（立法権）
りっぽうけん①

② ③

世 論
せ　 ろん

（よ　ろん）

選挙

国民審査
こくみんしん さ

（司法権）
し ほうけん

（行政権）
ぎょうせいけん

⑶ 裁判員制度の目的を書きましょう。
しゅけんしゃ さいばん

例・国民が主権者として裁判への関心をもつため。
し てん

・国民の感覚や視点を裁判に生かすため。 など

参議院キッズページ
「国会のひみつをさぐろう！」

用語解説

裁判員制度
国民が裁判員として裁判に
参加する制度です。裁判員

せんきょけん

は，選挙権をもっている人
けい

の中からくじで選ばれ，刑
ばつ

罰が重い犯罪の裁判に裁判
官とともに加わります。そ
して，うったえられた人が
有罪か無罪か，有罪の場合

けい

は，どのくらいの刑にする
のかを判断します。

法務省 きっずるーむ
「裁判員制度ってなに？」

NHK for School HP
「三権の役割」

ヒント！

⑶ 国民が裁判に参加する
ことでどのような良いこと
があるのでしょうか。

▲国民と国会と内閣の関係〈東京書籍：新しい社会6年 政治・国際編（R6）〉

見
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https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005311290_00000
https://www.moj.go.jp/KIDS/saibanin/
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１ 子育て支援の願い
子育て支援施設が建設されるまでの市や市議会の働きについて，下の図
を見ながら①～③の〔 〕にあてはまることばを書きましょう。

住民の願い
・親子で気軽にかつ安全に遊べる
　場所がほしい。
・育児のなやみも聞いてほしい。
・親どうしが交流できるような
　施設にしてほしい。

▲子育て支援の施設の建設に向けた市役所の働き

地域の公共施設は，〔 〕① 住民（市民） の願いをもとに市が計画を
立てる。そして，〔 〕② 市議会 で話し合われ，建設が決定し，
予算がつく。また，その建設の一部を〔 〕③ 国や県 が補助する。

２ 震災復興の願い
右の資料を見て，災害が発
生した時の復旧・復興に向け
た政治の取り組みについて，
正しいものには○を，まち
がっているものには×を

〔 〕の中に書きましょう。
ひ さい

①〔 〕○ 被災した人々の願いや要望から，国は復興に必要な法律を制定
する。

てっきょ

②〔 〕× 被災した人々は，がれきの撤去など復興に向けて整備を行う。

③〔 〕○ 県や市町村と国が協力して，被災した人々を助けるしくみができた。

愛知の●●

はぐみんカード
子育て家庭に配布される
「子育て家庭優待カード」
です。愛知県内の協力店
舗・施設で提示すると、お
店が設定した商品の割引
サービスを受けることがで
きます。

あいち はぐみんネット
「はぐみんカードの利用方法」

NHK for School HP
「災害復旧と復興」

教科書（政・国）
P.36～59

わたしたちの生活と政治
し えん しん さい ふっ こう

3 子育て支援の願いを実現する政治・震災復興の願いを実現する政治
１

★学習した方を選んで問題に答えましょう。

▲復旧・復興に向けた国や県、市町村の政治の働き
〈東京書籍：新しい社会6年 政治・国際編（R6）〉

見
本

https://www.pref.aichi.jp/kosodate/hagumin/card/user/index.html
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120506_00000
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１ 日本と関係の深い国
⑴ 下の の国々を，決められた色でぬりましょう。

がっしゅうこく

アメリカ合衆国……赤色● フランス……黄色●
ちゅう か じんみんきょう わ こく ちゅうごく

中華人民共和国（中国）……緑色● ブラジル……水色●

⑵ 下の①～④の国旗の国名と首都名を〔 〕に書きましょう。
しょうかい

また，その国について紹介した文を線で結びましょう。
① ② ③ ④

国名〔 〕
がっしゅうこく

アメリカ合衆国〔 〕
ちゅう か じんみん きょう わ こく ちゅう ごく

中華人民共和国（中国）〔 〕フランス 〔 〕ブラジル
首都名〔 〕

ディーシー

ワシントンD.C. 〔 〕
ぺきん

ペキン（北京）〔 〕パリ 〔 〕ブラジリア

• • • •
小麦や大麦，バ
ターやチーズ，
ワインの輸出が
多い。

サッカーが有名。
日本から移住し
た人も多い。

多くの輸出品が
ある。日本の野
球選手が，この
国で活やくして
いる。

世界の最新技術
が取り入れられ

アイティー

たIT特区とよば
れる地区がある。

• • • •

NHK for School HP
「世界の国の人々」

キッズ外務省
「世界の学校を見てみよう！」

株式会社 明治
「比べてみよう！世界の食と文化」

愛知の●●

市町村の友好（姉妹）都市
新城市―ニュー・キャッスル（アメリカ）
西尾市―ポリルア（ニュージーランド）
豊川市―キュパティーノ（アメリカ）
安城市―ボブソンズベイ（オーストラリア）

教科書（政・国）
P.60～95

世界の中の日本

1 日本とつながりの深い国々
３

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120508_00000
https://www.meiji.co.jp/meiji-shokuiku/worldculture/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/kuni/index.html
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１ 世界のさまざまな課題と取り組み
⑴ 国際連合（国連）について，次のそれぞれの文章にあてはまる機関の
名前を書きましょう。

① 教育，科学，文化を通じて，平和な社会をつくることを目的として
い さん

いる。世界文化遺産の修復活動などを行っている。

〔 〕ユネスコ

う きび ち いき

② 戦争や食料不足による飢えなど，厳しいくらしをしている地域の子
ひがしに ほ んだいしんさい ひ さい

どもたちを助ける目的でつくられた。最近では，東日本大震災で被災
した子どもたちへの支援を行った。

〔 〕ユニセフ

しゅうけつ ふんそう

⑵ 第二次世界大戦（1945年終結）後に国際紛争が起こった地域の○印
に赤色をぬりましょう。

シリア内戦
（2011年～）
シリア内戦
（2011年～）
シリア内戦
（2011年～）

ユーゴスラビア紛争
（1991年～1999年）
ユーゴスラビア紛争
（1991年～1999年）
ユーゴスラビア紛争
（1991年～1999年）

カンボジア紛争
（1979年～1991年）
カンボジア紛争
（1979年～1991年）
カンボジア紛争
（1979年～1991年）

アフガニスタン軍事行動
（2001年～2021年）
アフガニスタン軍事行動
（2001年～2021年）
アフガニスタン軍事行動
（2001年～2021年）

パレスチナ紛争
（1948年～）
パレスチナ紛争
（1948年～）
パレスチナ紛争
（1948年～）

南スーダン内戦
（2013年～）
南スーダン内戦
（2013年～）
南スーダン内戦
（2013年～）

ソマリア内戦
（1988年～）
ソマリア内戦
（1988年～）
ソマリア内戦
（1988年～） イラク軍事行動（2003年～2011年）イラク軍事行動（2003年～2011年）イラク軍事行動（2003年～2011年）

湾岸戦争（1991年）
わんがん
湾岸戦争（1991年）
わんがん
湾岸戦争（1991年）
わんがん

ロシアによるウクライナ侵略（2022年～）
しんりゃく

ロシアによるウクライナ侵略（2022年～）
しんりゃく

ロシアによるウクライナ侵略（2022年～）
しんりゃく

第二次世界大戦（1945年終結）後の
主な国際紛争

⑶ 国際紛争の地図を見て，紛争が起きた地域や時期について気づいたこ
とや考えたことを書きましょう。

ふんそう

例・第二次世界大戦後も国際紛争が起きている。
・ユーラシア大陸の西の方で国際紛争が多く起きている。 など

NHK for School HP
「世界の人々とともに生きる」

用語解説
エス ディージーズ

持続可能な開発目標（SDGs）
「だれひとり取り残さな
い」持続可能でよりよい社
会の実現を目指す世界共通
の目標です。2015年の国
連サミットにおいて，17
の目標（ゴール）と，それ
らを達成するための，169
の具体的な取り組みが設定
されました。

日本ユニセフ協会
「SDGs CLUB」

ヒント！

⑶ どのあたりに赤色が多
いでしょうか。

教科書（政・国）
P.96～107

世界の中の日本
やくわり

2 世界の未来と日本の役割
３

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120510_00000
https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/
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（男）
（女）活動中の隊員の数

隊員が派遣されている国
2019 年3月現在

オセアニア
160 人

中東
63 人

中・南
アメリカ
345 人

アフリカ
657 人

ヨーロッパ
 1 人

アジア392 人

310 347 28 35

78 82

142 250

140 205

⑷ 青年海外協力隊について，下の資料を見て，正しいものには○を，ま
ちがっているものには×を〔 〕の中に書きましょう。

①〔 〕× 青年海外協力隊に派遣された人の数は1990年から2010年に
かけて，年々減っている。

②〔 〕○ 青年海外協力隊が派遣される国は，南半球が多い。

③〔 〕× 派遣された地域で2番目に多いのは中・南アメリカである。

⑸ 国際協力や国際交流について，①～④の〔 〕にあてはまることばを
書きましょう。

えん じょ

〔 〕
オーディーエー

① ＯＤＡ （政 府 開 発 援 助）は，政 府 に よ る
かんきょう

〔 〕② 国際協力 の活動です。社会環境が十分に整備されていな
い国に対し，資金や技術を提供しています。〔 〕③ 青年海外協力隊 は，

い りょう

日本の〔 〕① の活動の一部で，教育や医療などの分野で自分の知識や技
い よく

術を生かしたいという意欲をもった人たちが世界で活やくしています。
ま た，政 府 や 国 連 か ら 独 立 し て 活 動 し て い る 団 体 を

〔 〕
エヌジーオー

④ ＮＧＯ（非政府組織）といいます。日本にも世界で活やくする多くの
団体があります。これからは，〔 〕① と〔 〕④ がそれぞれよい点を生か
して国際協力を進めていくことが期待されています。

NHK for School HP
「世界の国々と日本の国際協力」

用語解説
オーディーエー

ODA（政府開発援助）
かいはつ と じょうこく

開発途上国の経済や社会の
発展，国民の福祉向上や生
活の安定に協力するために

じっ

行われる政府または政府実
し ていきょう

施機関が提供する資金や技
術協力のことです。

用語解説
エヌジーオー ひ せい ふ そ しき

NGO（非政府組織）
えい り

市民が主体となり，営利を
目的とせずに，海外の課題
を解決し，よりよい社会を
つくる活動を行う団体のこ
とです。

は けん

▲青年海外協力隊の派遣国
〈東京書籍：新しい社会6年 政治・国際編（R6）〉

◀派遣された人たちの人数

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120509_00000
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１ 大昔のむらのくらし
⑴ 縄文時代に関わる資料を見て，
正しいものには○を，まちがって
いるものには×を〔 〕の中に書
きましょう。
①〔 〕○ 貝や木の実を集めたり，

動物や魚をとったりして
生活した。

②〔 〕× 冬は，動物より魚を食べ
ることが多い。

あな

③〔 〕○ 石器を使い，たて穴住居に住んでいた。
⑵ 人々が食べ物をにたり，たくわえたりするために，

うつわ

右の写真のような器を使いました。この器を何といい
ますか。 〔 〕

じょうもん

縄文土器

２ 米作りの広がりによるむらの変化
や よ い

⑴ 弥生時代について，〔 〕にあてはまることばを下の から選ん
で書きましょう。
① 西日本を中心に〔 〕米 づくりが広がり，保存することが可
能な食料として，人々の生活の安定に役立った。
② むらとむらの間で，食料や種もみ，〔 〕田や用水 などをめぐって，
争いが起こるようになった。

ほり

③ 争いにそなえて，むらの周りを〔 〕さく や堀で囲った。
④ むらの指導者は，強い力をもってむらを支配する〔 〕

ごうぞく

豪族 に
なった。

ごうぞく

さく はにわ 豪族 金 田や用水 米

⑵ 弥生時代には，下のような文が残されています。〔 〕にあてはまる
ことばを書きましょう。

わ したが

倭（日本）の国の王は，もともとは男性が務めた。従えていたくに
ぐにが争いを起こし，戦いが続いたので，相談して，〔 〕

ひ み こ

① 卑弥呼
という女性を王にたてた。〔 〕① は，よくうらないをして，人々をひ
きつけるふしぎな力をもっていた。

NHK for School HP
「縄文時代と弥生時代」

用語解説

貝塚
縄文時代の人々は，食料と
して食べた貝がらや動物の

す

骨を捨てる場所を決めてい
ました。そのため，むらが

ち そう

あった場所の近くの地層か
らは，貝がらや動物の骨，

はっくつ

土器のかけらなどが発掘さ
れます。

愛知の●●

愛知県の貝塚の一部
かれきのみや

枯木宮貝塚（西尾市）
おおぐる わ

大曲輪貝塚（名古屋市）
こま ば

駒場貝塚（豊田市）
よし ご

吉胡貝塚（田原市）
ほりうち

堀内貝塚（安城市） など
愛知県もたくさんの地域か
ら貝塚が発掘されています。

ヒント！

⑵ この王が治めていた国
や またいこく

を邪馬台国といいます。

教科書（歴）
P.8～23

日本の歴史
じょう もん こ ふん

1 縄文のむらから古墳のくにへ
２

▲縄文時代の人々の1年の生活
〈東京書籍：新しい社会6年 歴史編（R6）〉

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120221_00000
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大阪府
おおさか

京都府
きょうと

兵庫県
ひょうご岡山県

おかやま

宮崎県
みやざき

奈良県
　な　ら

滋賀県
　し　が

三重県
　み　え

愛知県
あい　ち

山梨県
やまなし

宮城県
みや　ぎ

群馬県
ぐん　ま

茨城県
いばらき

ぜんぽうこうえんふん

前方後円墳の大きさ
300m以上
150～300m未満

▼前方後円墳の大きさと数

こ ふん ごうぞく

３ 巨大古墳と豪族

⑴ 上の資料を見て，正しいものには○を，まちがっているものには×を

〔 〕の中に書きましょう。
①〔 〕× 大阪府は150m以上の前方後円墳の数が全国で一番多い。
②〔 〕○ 愛知県には300m以上の巨大な前方後円墳は存在しない。

きん き

③〔 〕○ 特に，近畿地方に，150m以上の前方後円墳が集まっている。

⑵ ①～⑧の〔 〕にあてはまることばを下の から選んで書きま
しょう。
この時代の近畿地方には，力の大きな〔 〕① 豪族（王） たちが

やまと

早くから現れ，それぞれのくにを治めていた。その中で，大和地方
に，より大きな力をもつ国が現れた。この国の中心になった王を，

せい ふ

〔 〕
おおきみ てんのう

② 大王（天皇） といい，この国の政府を〔 〕
やまとちょうてい や ま とせいけん

③ 大和朝廷（大和政権）と
よぶ。この政府は，5～6世紀ごろには，〔 〕

きゅうしゅう

④ 九州 地方か
したが ちゅうごく ちょうせん

ら東北地方南部までの豪族や王たちを従えた。このころ中国や朝鮮半島
から，漢字や〔 〕⑤ 仏教 などの新しい文化が伝わった。
また，〔 〕⑥ 8 世紀ごろには，〔 〕

こ じ き

⑦ 古事記 や

〔 〕
に ほんしょ き

⑧ 日本書紀 といった書物が天皇の命令でつくられた。
きゅうしゅう や ま たいこく かんとう き ぞく おおきみ てんのう こ じ き

九州 邪馬台国 8 関東 貴族 大王（天皇） 古事記
やまとちょうてい や ま とせいけん に ほんしょ き

仏教 大和朝廷（大和政権） 豪族（王） 5～6 日本書紀

⑶ 渡来人について〔 〕にあてはまることばを書きましょう。また，渡
来人が伝えた技術を書きましょう。
渡来人…〔 〕とらいじん と読みます。〔 〕中国 や

〔 〕朝鮮半島 から日本列島へわたってきて住みついた人です。
ようさん

建築，土木工事，焼き物，養蚕，はた織り，
か じ

鍛冶 など
渡来人が伝えた技術…

用語解説

古墳
3～7世紀ごろに各地で勢
力を広げ，くにをつくりあ
げた王や豪族の墓のこと。
古墳から当時のすぐれた土
木技術がわかるとともに，
その大きさや副葬品などか
ら，古墳にほうむられた人
物の力の大きさが想像され
ます。

愛知の●●

愛知県の古墳（前方後円墳）
あおつか

青塚古墳（犬山市）
だん ぷ さん

断夫山古墳（名古屋市）
しらとりづか

白鳥塚古墳（名古屋市）
など

NHK for School HP
「大仙古墳」

ヒント！

⑵ ⑥⑦⑧の問題は，教科
書P.21「神話に書かれた
国の成り立ち」を読んで答
えましょう。見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310010_00000
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１ 聖徳太子の政治
いえがら こうせき

⑴ 役人の位を12段階に分けて，家柄に関係なく能力や功績で役人を取
り立てるしくみを何といいますか。 〔 〕

かん い じゅう に かい

冠位十二階

⑵ 政治を行う役人の心構えを示したものを何といいますか。

〔 〕
じゅうしちじょう けんぽう

十七条の憲法
げんそん

⑶ 聖徳太子が建てた，現存する世界最古の木造建築を何といいますか。

〔 〕
ほうりゅう じ

法隆寺

たい か かいしん

２ 大化の改新と天皇の力の広がり
なかとみのかまたり

⑴ 中臣鎌足とともに大化の改新を行った人物の名前を書きましょう。

〔 〕
なかのおおえのおうじ

中大兄皇子

⑵ 天皇から政治に参加できるなどの特権をあたえられた，力の強かった
ごうぞく

豪族を何といいますか。 〔 〕
き ぞく

貴族

⑶ 8世紀の初めに定められた国を治めるための法律を何といいますか。

〔 〕
りつりょう

律令

な ら だいぶつ

３ 奈良の大仏づくりと仏教の広がり
しょう む

⑴ 聖武天皇について，①～④の〔 〕にあてはまることばを下の
から選んで記号で書きましょう。

とう こうてい

聖武天皇は，唐（中国）へ使者である〔 〕① ウ を送り，皇帝中心
の政治の仕組みや〔 〕② エ を学ばせた。日本に持ち帰られた文化や

とうだい じ ほうもつ

品物の一部は，東大寺にある〔 〕③ ア の宝物からうかがうことがで
きる。
聖武天皇は，日本に正式の仏教を広めるために中国から〔 〕④ イ

そう

というすぐれた僧を招いた。
しょうそういん がんじん けんとう し

ア 正倉院 イ 鑑真 ウ 遣唐使 エ 大陸の文化

こくぶん じ

⑵ 聖武天皇が，国分寺や大仏を建てることを命じたわけを「仏教」とい
うことばを使って書きましょう。
例 仏教の力で社会の不安をしずめ、国を治めようとしたから。など

用語解説
けんずい し

遣隋使
ずい

隋（中国）に小野妹子らを
遣隋使として派遣すること
により，政治の仕組みなど
大陸文化を積極的に取り入
れようとしました。

NHK for School HP
「中大兄皇子と中臣鎌足」

愛知の●●

三河国分尼寺
豊川市には，聖武天皇の命

こくぶん に じ

令で作られた国分尼寺が
残っています。

豊川市HP
「よみがえる天平の遺産
三河国分尼寺跡史跡公園」

ヒント！

⑵ 聖武天皇の時代は，全
さいがい

国各地で災害や反乱が起こ
るなど，社会全体に不安が
広がっていました。

教科書（歴）
P.24～43

日本の歴史
てん のう き ぞく

2 天皇中心の国づくり／ 3 貴族のくらし
２

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310017_00000
https://www.city.toyokawa.lg.jp/smph/saijibunka/bunka/bunkazai/mikawakokubukoen/yomigaerutenpyo.html
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⑶ 資料からわかることとして，正しいものには○を，まちがっているも
のには×を〔 〕の中に書きましょう。

▲全国から集められた人や物資〈東京書籍：新しい社会6年 歴史編（R6）〉

①〔 〕○ 大仏づくりで，のべ260万人以上の人々が働いた。
②〔 〕× 大仏づくりでいちばん多く使われた金属は，すずである。
③〔 〕○ 働く人や金属は，九州や四国からも集められた。
④〔 〕× 平城京は，現在の京都府にあった。

へいあん

４ 平安時代の文化
①～⑦の〔 〕にあてはまることばを下の から選んで書きましょう。

ちょうてい

都が平城京から平安京に移された平安時代になると，朝廷の政治の一
部を〔 〕① 貴族 が動かすようになった。〔 〕① は，

け まり

〔 〕
しんでんづくり

② 寝殿造 のやしきでくらし，和歌や蹴鞠などを楽しんだ。
平安時代には，漢字からできた〔 〕③ かな文字 を使うことで，
自分の気持ちなどを細かく表現できるようになり，朝廷に使える女性た

げん じ ものがたり

ちは，多くの文学作品を作った。〔 〕
むらさきしき ぶ

④ 紫式部 は源氏物語を，
せいしょう な ごん

清少納言は〔 〕
まくらのそう し

⑤ 枕草子 を書いた。
ゆうがなくらしのなかで，〔 〕

じゅう に ひとえ

⑥ 十二単 とよばれる貴族の
女性の服装も生み出された。このように朝廷を中心にして，美しく，は
なやかな〔 〕⑦ 日本風の文化 が生まれた。

しんでんづくり や ま と え

豪族 寝殿造 武士 大和絵
かな文字 貴族 日本風の文化 中国風の文化
じゅう に ひとえ むらさきしき ぶ お ぐらひゃくにんいっしゅ まくらのそう し

十二単 紫式部 小倉百人一首 枕草子

華厳宗大本山 東大寺の公式HP
「東大寺キッズ」

NHK for School HP
「紫式部・清少納言～国風文化の誕生～」

用語解説
ねんちゅうぎょう じ

年中行事
たん ご せっ く

正月の行事や端午の節句，
七夕など，平安時代の行事
には現在まで続いているも
のもあります。

見
本

https://www.todaiji.or.jp/kids/
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120260_00000
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１ 武士の世の中の始まり
げん じ はん い へい し

⑴ 源氏の勢力範囲に青色，平氏の勢力範囲に赤色をぬりましょう。
源氏… 平氏… （⬅は源氏の進路）

ひらいずみ
平泉

倶利伽羅峠の
戦い

く　り　か　ら　とうげ

（1183）

や しま
屋島の戦い（1185）

ふ　じ　がわ
富士川の
戦い（1180）

き   そ
木曽

いつくしまじんじゃ
厳島神社

だんの うら
壇ノ浦の戦い（1185）

いち　の たに
一ノ谷の戦い（1184）

ふくはら
福原 いしばしやま

石橋山の戦い（1180）

かまくら
鎌倉

きょうと
京都

はん い

▲1183年ごろの源氏と平氏の勢力範囲

⑵ 源氏と平氏に関する次の問いに答えましょう。
だいじょうだいじん

① 武士としてはじめて太政大臣の地位についた人物はだれですか。

〔 〕
たいらのきよもり

平清盛
ほうじょう とうごく かんとう

② 北条氏や東国（関東地方）の武士とともに，平氏をほろぼそうとし
たのはだれですか。 〔 〕

みなもとのよりとも

源頼朝
いち の たに や しま

③ ②の弟で，一ノ谷の戦いや屋島の戦いに勝ち，平氏をほろぼしたの
はだれですか。 〔 〕

みなもとのよしつね

源義経
ちょうてい

④ ②の人物が武士のかしらとして朝廷に命じられた役職は何ですか。

〔 〕
せい い たいしょうぐん

征夷大将軍（将軍）
ばく ふ

⑤ ②の人物が幕府を開いた場所はどこですか。

〔 〕
かまくら

鎌倉

おん ほうこう

⑶ 鎌倉時代の「ご恩と奉公」の関係について，〔 〕にあてはまること
ばを書きましょう。

① ご恩……手がらをたてた武士には，新しい〔 〕
りょう ち

領地
をあたえました。

② 奉公……戦いが起こると〔 〕
かまくら

いざ鎌倉 とかけつけ，幕府
のために命をかけて戦いました。

兵庫県立歴史博物館
「絵解き源平合戦図屏風」

NHK for School HP
「源頼朝～ご恩と奉公～」

用語解説
かまくらばく ふ

鎌倉幕府
みなもとのよりとも

朝廷から認められ，源頼朝
が鎌倉に開いた幕府のこと
で，武士による政治の仕組
みをつくりあげました。

ヒント！

ご
恩

奉
公

幕府

戦い

武士

領地役目

（将軍）

（御家人）

〈東京書籍：新しい社会6年 歴史編（R6）〉

教科書（歴）
P.44～63

日本の歴史
むろ まち

4 武士の世の中へ／ 5 今に伝わる室町文化
２

見
本

https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/digital_museum/etoki/
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120227_00000
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げん

２ 元の大軍がせめてくる
げんこう

⑴ 元寇について，①～⑤の〔 〕にあてはまることばを下の から
選んで書きましょう。

元という国をつくったモンゴルは，日本を従えようと使者を何回も
しっけん しりぞ

送ってきた。執権の〔 〕
ほうじょうときむね

① 北条時宗 は，この要求を退け，主
に〔 〕

きゅうしゅう

② 九州 の武士を集めて，元との戦いに備えた。武
士たちは，元軍の集団戦術や〔 〕③ 火薬兵器（てつはう） などに苦しみな
がら，領地などの恩賞を得るために必死で戦った。そのことを，

ばく

〔 〕
いっしょけんめい

④ 一所懸命 という。元軍を追い返すことができたが，幕
ふ ご け にん

府は，活やくした御家人に新しい〔 〕⑤ 領地 をあたえる
ことができなかった。

きゅうしゅう ほうじょうまさ こ

暴風雨 火薬兵器（てつはう） 九州 北条政子
ほうじょうときむね いっしょけんめい きょう と

北条時宗 一所懸命 京都 領地

⑵ 元寇の後，武士が幕府に不満をもつようになります。そのわけを書き
ましょう。

げん

例 命がけで元と戦った御家人たちに対して，幕府は新しい領地をあた
おん ほうこう

えることができず、ご恩と奉公の関係がくずれたため。など

むろまち

３ 室町時代の文化
①～⑦の〔 〕にあてはまることばを下の から選んで書きましょう。

あしかがよしみつ

3代将軍足利義満は，京都の北山に〔 〕
きんかく

① 金閣 を建てた。
よしまさ

8代将軍足利義政は，京都の東山に〔 〕
ぎんかく

② 銀閣 を建てた。
とう ぐ どう

②のすぐ近くにある東求堂は〔 〕
しょいんづくり

③ 書院造 という部屋のつ
しょう じ

くりになっている。この部屋は，たたみがしきつめられ，障子やふすま
で仕切られており，現在の和室につながっている。
中国から〔 〕

すいぼく が

④ すみ絵（水墨画） のえがき方が伝えられた。

〔 〕
せっしゅう

⑤ 雪舟 は，この絵を芸術として，大成させた。
かん あ み ぜ あ み

足利義満の保護を受けた，観阿弥・世阿弥の父子によって伝統芸能で
ある〔 〕

のう

⑥ 能 が大成された。
民衆などの生活を題材にして，せりふに日常の会話を用いて演じられ
る〔 〕

きょうげん

⑦ 狂言 が民衆の間に広まった。
しょいんづくり ちゃ ゆ せっしゅう きょうげん きんかく しんでんづくり

書院造 茶の湯 雪舟 狂言 金閣 寝殿造
すいぼく が ぎんかく のう

すみ絵（水墨画） 銀閣 能 お祭り

NHK for School HP
「北条時宗～元との戦い～」

ヒント！

⑵ 元を追い返すことはで
きましたが，元の領地をも
らうことはできませんでし
た。

愛知の●●
いなり

豊川稲荷
日本三大稲荷の一つで知ら
れる豊川稲荷は，室町時代
に建てられました。

京都国立博物館
「雪舟、涙で鼠を描く」

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120207_00000
https://www.kyohaku.go.jp/jp/learn/home/dictio/kaiga/55sesshu/
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だいみょう

１ 戦国大名の登場
①～⑥の〔 〕にあてはまることばを下の から選んで書きましょう。

〔 〕
むろまちばく ふ

① 室町幕府 がおとろえると，〔 〕② 戦国大名 と
よばれる各地の武将が，自分の支配する土地を守るための〔 〕

しろ

③ 城
をつくり，勢力を争う戦国の世となりました。戦いは各地で繰り広げら
れ，こうした時代は15世紀の半ばから，〔 〕④ 100 年ほどにわたっ

はっ

て続きました。その後，〔 〕⑤ 天下統一 に向けて大きな力を発
き お だ のぶなが とよとみひでよし

揮したのは，〔 〕
ながしの

⑥ 長篠の戦い に勝利した織田信長と豊臣秀吉で
した。

てっぽう あ づちじょう しろ ながしの

国 鉄砲 安土城 城 長篠の戦い（※）
むろまちばく ふ

100 200 天下統一 室町幕府 戦国大名

したらがはら

（※ 長篠の戦いは，現在は「長篠・設楽原の戦い」ともよばれている。）

２ ヨーロッパ人の来航
⑴ キリスト教の広がりについて①～⑤の〔 〕にあてはまることばを下
の から選んで書きましょう。

戦国大名が日本の各地で戦っていたころ，ヨーロッパ人がアジアに進
出していた。日本にもスペインや〔 〕① ポルトガル といった国
から〔 〕

せんきょう し

② 宣教師 や貿易船がやってきて，ヨーロッパの進
んだ文化や品物をもたらした。〔 〕③ フランシスコ・ザビエル は，日本

か ご しま

に〔 〕
てっぽう

④ 鉄砲 が伝わった数年後に鹿児島に来て，西日本
をまわりながら〔 〕⑤ キリスト教 の教えを広めた。〔 〕⑤ を信
じる戦国大名も現れた。

キリスト教 仏教 中国 フランス ポルトガル イタリア
せんきょう し てっぽう きぬ

宣教師 戦国大名 フランシスコ・ザビエル 鉄砲 絹織物

なんばん

⑵ 南蛮貿易で東南アジアからもたらされたものに○を，日本から輸出さ
れていたものに△を〔 〕の中に書きましょう。

しっ き

①〔 〕○ 鉄砲 ②〔 〕△ 金や銀 ③〔 〕△ 漆器などの工芸品
き いと

④〔 〕○ 火薬 ⑤〔 〕○ 生糸や絹織物

NHK for School HP
「戦国大名」

NHK for School HP
「鉄砲伝来」

豆知識

西洋風のパンは，1543年
たねがしま ひょうちゃく

種子島に漂着したポルトガ
ル人によって，鉄砲ととも
に日本へやってきました。

ヤマザキHP
「鉄砲とともに日本へやってきたパン」

教科書（歴）
P.64～75

日本の歴史
せん ごく てん か とう いつ

6 戦国の世から天下統一へ
２

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005403059_00000
https://www.yamazakipan.co.jp/stylebook/pan-history/chapter/index03.html
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005403060_00000
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３ 織田信長
①～⑨の〔 〕にあてはまることばを下の から選んで書きましょう。

お わり あい ち す る が しずおか

織田信長は，尾張（愛知県）に生まれ，27才のときに駿河（静岡県）
の今川氏の大軍を〔 〕

おけはざ ま

① 桶狭間の戦い で破って，全国にその名を知られ
たけ だ き ば たい

るようになった。〔 〕② 長篠の戦い では，武田氏の騎馬隊にそなえて，
ば ぼうさく

木のさく（馬防柵）を作ったり，大量の〔 〕③ 鉄砲 を使ったり
して勝利した。〔 〕③ をそろえるための資金は，〔 〕

さかい おおさか

④ 堺（大阪府） な
しょうぐん あしかが

どの商業都市を支配したことで手に入るようになった。また，将軍の足利
きょう と

氏を京都から追放して〔 〕⑤ 室町幕府 をほろぼした。京都に近い安
し が きょてん

土（滋賀県）に〔 〕⑥ 安土城 を築き，天下統一に向けた拠点にし
た。さらに，仏教勢力を武力で従える一方で，〔 〕⑦ キリスト教 を保
護し，学校や教会を建てることを許した。
また，〔 〕⑥ の城下町ではだれでも商売ができ（〔 〕

らくいち らく ざ

⑧ 楽市・楽座 ），
市場の税や関所をなくすなど，これまでのしくみを大きく改めて商業や
工業をさかんにした。
しかし，信長は天下統一の途中，京都の〔 〕

ほんのう じ

⑨ 本能寺 で，家来
あけ ち みつひで じ がい

の明智光秀におそわれて自害した。
らくいち らく ざ おけは ざ ま

長篠の戦い 鉄砲 安土城 楽市・楽座 桶狭間の戦い
さかい おおさか ほんのう じ

堺（大阪府） 本能寺 キリスト教 仏教 室町幕府

４ 豊臣秀吉
①～⑥の〔 〕にあてはまることばを下の から選んで書きましょう。

豊臣秀吉は，尾張（愛知県）の身分の低い武士の子として産まれ，

〔 〕① 織田信長 に仕えて有力な武将となった。秀吉は〔 〕① に
そむいた明智光秀をたおし，その後，全国の大名を次々とたおし

〔 〕② 天下統一 をなしとげた。秀吉は，〔 〕
おおさかじょう

③ 大阪城 を
築き，政治の拠点とした。〔 〕

けん ち

④ 検地 を行い，土地の広さや
よしあし，耕作している人物などを調べ，収入を確かなものにした。そ
の一方で，〔 〕

かたながりれい

⑤ 刀狩令 を出し，百姓から刀や鉄砲などの武器
はんこう

を取り上げて反抗できないようにした。
ちゅうごく みん せいふく

〔 〕② を成しとげた秀吉は，中国（明）を征服しようと2度にわたっ
て〔 〕

ちょうせん

⑥ 朝鮮 に大軍を送った。しかし，秀吉が途中で病死し，
日本軍は引き上げた。

おおさかじょう ちょうせん けん ち たけ だ しんげん

大坂城 朝鮮 武士 天下統一 検地 武田信玄
ちょうにん たいわん かたながりれい

町人 織田信長 台湾 江戸城 刀狩令

愛知の●●
の だ じょう

野田城の伝説
しんしろ

現在の新城市にあった野田
城には，城内から聞こえる

さそ

笛の音に誘われた武田信玄
ひ なわじゅう そ げき

が，火縄銃で狙撃されたと
いう伝説が残っています。

復元された木のさく
（馬防柵）〈新城市〉

NHK for School HP
「織田信長～天下統一を目指した武将～」

NHK for School HP
「豊臣秀吉～武士が支配する世へ～」

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120209_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120210_00000
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とくがわいえやす

１ 徳川家康
①～④の〔 〕にあてはまることばを下の から選んで書きましょう。

み かわ あい ち だいみょう

徳川家康は三河（愛知県）の小さな大名の子として産まれ，周辺の大
いまがわ お だ ひとじち ひでよし てん か とう

名であった今川氏や織田氏の人質にされていた。家康は，秀吉の天下統
いつ

一のもとで，関東の有力な大名となった。秀吉の死後，天下分け目の戦
いといわれた〔 〕

せきがはら

① 関ケ原 の戦いで自分に反対する大名たち
ちょうてい

を破り，全国支配を確かなものにした。1603年，家康は朝廷から

〔 〕
せい い たいしょうぐん

② 征夷大将軍 に任じられ，〔 〕
え ど

③ 江戸 に幕府を
ひでただ しょうぐん おおさか じん

開いた。その後，息子の秀忠に将軍をゆずり，1615年，大阪の陣で豊
めつぼう

臣家を滅亡させた。引退後も力をもち，75歳で病死するまで，
き そ

〔 〕④ 250 年以上続く幕府の基礎を固めた。
かんぱく きょう と せい い たいしょうぐん おけは ざ ま

関白 京都 征夷大将軍 桶狭間
せき が はら え ど

350 250 関ケ原 江戸

２ 大名配置
しんぱん ふ だい と ざま

⑴ 親藩大名は赤色，譜代大名は黄色，外様大名は青色をぬりましょう。

毛利（萩）
もう り 　はぎ

加藤（熊本）
か とう　くまもと

前田（金沢）
まえ だ　 かなざわ

佐渡
さ　ど

日光
にっこう

日光
にっこう

江戸
え　ど

江戸
え　ど

井伊（彦根）井伊（彦根）
い　い 　ひこ ねい　い 　ひこ ね 伊達（仙台）伊達（仙台）

だ　て 　せんだいだ　て 　せんだい

松平（福井）
まつだいら　ふく い

徳川（和歌山）
とくがわ  　わ  か  やま

徳川（水戸）
とくがわ  　み   と堺堺

さかいさかい

新居新居
あら　いあら　い

大阪大阪
おおさかおおさか

京都京都
きょうときょうと

下田下田
しも　だしも　だ

島津（鹿児島）
しま づ　　か　ご　しま

長崎
ながさき

奈良奈良
な　らな　ら

徳川（名古屋）
とくがわ  　な　ご　や

25～40万石未満 10～25万石未満40万石以上
ごく

（1石は約180L）
こく

▲1632年ごろの大名配置の様子

⑵ 上の資料について書かれた次の文を読んで，正しいものには○を，ま
ちがっているものには×を〔 〕の中に書きましょう。
①〔 〕× 徳川家の親せきは5つである。

②〔 〕○ 江戸や京都の周りには，親藩大名や譜代大名が多い。

③〔 〕○ 江戸から遠く離れた所に外様大名が多い。

愛知の●●

岡崎城
現在の岡崎市にある岡崎城
は，徳川家康が生まれた城
です。

NHK for School HP
「徳川家康～戦国から江戸へ～」

用語解説

親藩大名
徳川家の親せき
譜代大名

古くからの徳川家の家来
外様大名

関ヶ原の戦い後に徳川家に
従った大名

愛知の●●
お わ り

尾張徳川家
現在の愛知県西部を中心に
支配していた尾張徳川家は，
親藩大名の一つでした。

NHK for School HP
「江戸幕府のしくみ」

教科書（歴）
P.76～89

日本の歴史
え ど ばく ふ

7 江戸幕府と政治の安定
２

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120211_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310080_00000
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３ 将軍による支配の安定
次の資料は，幕府が大名に対してつくったきまりです。この資料を見て，
次の問いに答えましょう。

さんきんこうたい

一 ●大名は，毎年4月に参勤交代すること。近ごろは，参勤交代の
人数が多すぎるので，少なくすること。

しろ とど

一 自分の領地の城を修理する場合，届け出ること。
しょうぐん けっこん

一 将軍の許可なしに，大名の家どうしで結婚してはいけない。
したが

一 ●すべて幕府の法令に従い，全国どこでもそれを守ること。
いえみつ

（●印は，家光の時代に加えられた）

⑴ このきまりのことを何といいますか。〔 〕
ぶ け しょはっ と

武家諸法度
⑵ 参勤交代について，正しいものには○を，まちがっているものには×
を〔 〕の中に書きましょう。
①〔 〕× 徳川家康が将軍のころ，参勤交代の制度が整えられた。
②〔 〕○ 幕府は大名の妻と子を人質として，常に江戸のやしきに住まわ

せた。
③〔 〕○ 大名は領地と江戸に1年おきに住んだ。

ひゃくしょう

４ 江戸時代の百姓の生活
①～④の〔 〕にあてはまることばを書きましょう。
百姓は，〔 〕

な ぬし しょう や

① 名主（庄屋） とよばれる有力者を中心に，自分たちで
はん

〔 〕② 村 を運営した。幕府や藩は〔 〕② のまとまりを利用し，
しゅうかく

〔 〕
ご にんぐみ

③ 五人組 というしくみをつくらせて，収穫の半分にもなる重
おさ やく

い〔 〕
ねん ぐ ぜい

④ 年貢（税） を納めさせたり，いろいろな役（力仕事）をさせ
たりした。こうした中でも百姓は，農具を改良したり肥料を工夫したり
して，農業技術を進歩させた。

さ こく

５ 鎖国にいたるまでの様子
正しいものには○を，まちがっているものには×を〔 〕の中に書きま

しょう。
①〔 〕○ 江戸幕府は，初めは外交をさかんにしようとして，大名や商人

に許可状をあたえて外国との貿易を保護した。
せんきょう し

②〔 〕× 外国の貿易船に乗って日本に来た宣教師たちにより，仏教の信
者が増え，幕府の命令に逆らうものが出てきた。
しまばら あまくさいっ き え ふ

③〔 〕○ 島原・天草一揆をきっかけに，絵踏みを行ってキリスト教信者
きび

を見つけ出し，いっそう厳しく取りしまった。
ちゅうごく ながさき

④〔 〕× 中国とアメリカに限り，長崎における貿易船の出入りを許可した。
ち いき

⑤〔 〕× 鎖国の間，長崎以外の地域は外国との交流はなかった。

NHK for School HP
「参勤交代」

用語解説

身分
ひゃくしょう

江戸時代には武士や百姓，
町人などの身分が固定化し
武士を中心とする身分制が
定着しました。

百姓85%

町人 5%
武士 7% 公家、僧、神官

など　1.5%
1.5%

百姓や町人とは別に、身分上
厳しく差別されてきた人々

▲江戸時代（終わりごろ）
の身分ごとの人口の割合

〈東京書籍：新しい社会6年 歴史編（R6）〉

NHK for School HP
「江戸時代の農村のくらし」

NHK for School HP
「キリスト教の禁止と鎖国」

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310086_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310790_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310164_00000
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１ 町人に広がる文化と新しい学問
⑴ 人物と関係の深い文や資料を線で結びましょう。

ちかまつもん ざ え もん

近松門左衛門

•

うたがわひろしげ

歌川広重

•

もとおりのりなが

本居宣長

•

すぎ た げんぱく

杉田玄白

•

い のうただたか

伊能忠敬

•

•

東海道の名所風景をえが
うき よ え とうかいどう ご じゅう

いた浮世絵「東海道五十
さんつぎ

三次」は旅にあこがれる
人々の心をとらえました。

•

•

ばく ふ

全国の測量を幕府に命じ
られ，日本地図を作りま
した。

•

•

古くからの日本人の考え
こくがく

方を研究する国学者で，
こ じ き でん

「古事記伝」という書物
を完成させました。

•

•

歴史上の物語や実際に起
か ぶ き

きた事件を題材に歌舞伎
じょう る り きゃくほん

や人形浄瑠璃の脚本を書
きました。

•

•

らんがく

西洋の学問である蘭学を
学び，オランダ語の医学

かいたいしん

書をほん訳し，「解体新
しょ

書」を出版しました。

•

•

•

•

•

•

※4

⑵ 次の文章を読み，正しいものには○を，まちがっているものには×を

〔 〕の中に書きましょう。
①〔 〕× 浮世絵は多色刷りで値段が高く，あまり広まらなかった。

ちょうにん ひゃくしょう

②〔 〕○ 力をつけた町人や百姓が観光をかねてお寺や神社へお参りの旅
に行けるようになった。
さ こく

③〔 〕× 鎖国を続けていた日本は，江戸時代の中ごろになっても洋書の
輸入が厳しく禁じられていた。

てら こ や

④〔 〕○ 江戸時代の日本は，町や村にも多くの寺子屋とよばれる教育機
わりあい

関ができ，文字が読める人の割合が高い国だった。

用語解説

東海道五十三次の宿場町
え ど きょう と

東海道は江戸時代の京都と
しゅく

江戸を結ぶ道で，53の宿
ば あい ち

場町がありました。愛知県
も通っており，いくつかの
宿場町があります。

JR東海ツアーズHP
「東海道五十三次の宿場町を巡ろう！」

※1〈早稲田大学演劇博物館〉

※2〈人形浄瑠璃文楽「曽根崎心中」〉

※3〈早稲田大学図書館〉

※4〈内藤記念くすり博物館〉

ヒント！

⑵ 平和が続き，社会が安
定してくると，武士以外の
人々の中にも，文化や学問
に親しむ人が現れました。

教科書（歴）
P.90～101

日本の歴史
ちょう にん

8 町人の文化と新しい学問
２

※1

※2

※3

見
本

https://travel.jr-central.co.jp/service/tokaido53/
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２ 人々のくらしと新しい時代への動き
いっ き

⑴ 百姓一揆の件数が200件以上起きた年のグラフを赤色でぬりましょう。
（件）
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⑵ 上のグラフから読み取れることがらとして正しいものを2つ選び，

〔 〕の中に○を書きましょう。
①〔 〕○ ききんが起こったり，物価が上昇したりすると，一揆の件数が

増える。
②〔 〕一揆の件数が最も多かったのは1860年代である。
③〔 〕○ 一揆が200件以上起きた時期が3回ある。

⑶ 百姓一揆や打ちこわしが全国各地で起こるようになると，人々はどの
ばく ふ はん

ようなことに気づくようになりましたか。「幕府や藩」ということばを
使って書きましょう。

ばく ふ はん

例 幕府や藩に社会の問題を解決する力がなくなってきていること。
など

⑷ ①～⑤にあてはまることばを下の の中から選んで書きましょう。

▲左の人物が起こした反乱の様子
〈大阪歴史博物館〉

〈大阪城天守閣〉

おおしおへいはちろう

人物名① 大塩平八郎
ひ はん

まちの人々を救おうとしない〔 〕② 役人 たちを批判し，〔 〕
おおさか

③ 大阪
はんらん

で反乱を起こしました。そして〔 〕④ 大商人 から米などを取り上げて，

〔 〕⑤ 苦しんでいる人々 に分けあたえようとしました。
まえ の りょうたく かつしかほくさい

前野良沢 裕福な人々 大商人 葛飾北斎 役人
おおしおへいはちろう おおさか

江戸 大塩平八郎 大阪 苦しんでいる人々 農民

用語解説

百姓一揆
はんこう ねん ぐ

農民の反抗運動。重い年貢
などが原因で農民の生活が

りょうしゅ

苦しくなり，領主や役人，
じ ぬし こうげき

地主などを攻撃しました。

用語解説

打ちこわし
じょうしょう

米の不足や，米の値段上昇
によって，生活に苦しむ
人々が，米屋・酒屋などを
おそいました。

ヒント！

⑶ このころ，大きなきき
んや物価の上昇によって，
人々の生活が苦しくなると
いう社会問題が起きていま
した。しかし，幕府や藩は，
これを十分に解決すること
ができませんでした。

愛知の●●
わたなべ か ざん

渡辺崋山
み かわのくに た はらはん

三河国田原藩（現在の田原
はん し らんがくしゃ たか の

市）の藩士で蘭学者。高野
ちょうえい

長英らとともに，幕府の鎖
ひ なん

国政策を非難したためにと
しょばつ

らえられ，処罰されました。

公益財団法人崋山会HP
「崋山の生涯」

見
本

https://www.kazankai.jp/kazan_lifetime.php
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わか ばく ふ

１ 若い武士たちが幕府をたおす
⑴ ①～⑦の〔 〕にあてはまることばを下の の中から選んで書き
ましょう。

人物名① ペリー

1853年〔 〕
がっしゅうこく

② アメリカ合衆国 の
ぐんかん

使者・〔 〕① が4せきの軍艦を率いて

〔 〕
うら が

③ 浦賀 へ来航し，大統領の手紙を
幕府にわたして〔 〕④ 開国 を求めました。
1854年〔 〕⑤ 日米和親 条約を
結び国交を開いたことで〔 〕

さ こく

⑥ 鎖国
の状態が終わり，1858年にはアメリカと
の間に〔 〕⑦ 日米修好通商 条約を結
び，外国との貿易が始まりました。

さ こく ながさき

イギリス 日米修好通商 鎖国 長崎 ペリー
うら が がっしゅうこく さかもとりょう ま

開国 浦賀 アメリカ合衆国 坂本龍馬 日米和親

⑵ 1854年，幕府が条約を結び国交を開いた理由を書きましょう。
ぐんかん たいほう

例 ペリーの強い態度と軍艦や大砲の大きさにおどろいたから。など

⑶ ①～⑦の〔 〕にあてはまることばを書きましょう。

NHK for School HP
「明治と文明開化」

横浜開港資料館HP
「現場たんけん・

ペリーが横浜にやってきた」

愛知の●●

ええじゃないか
けいおう み かわ

慶応3（1867）年7月，三河
のくにあつ み ぐん む ろ むら とよ

国渥美郡牟呂村（現在の豊
はし い せ じんぐう

橋市）で，空から伊勢神宮
のお札が降ってきたという
話が広がりました。人々は，
「ええじゃないか，ええ

おど

じゃないか」と歌い踊りま
した。

※1〈西郷南州顕彰館〉

※2〈山口県立山口博物館〉

霊山歴史館
「幕末維新クイズ」に挑戦してみよう！

教科書（歴）
P.102～115

日本の歴史
めい じ

9 明治の国づくりを進めた人々
２

さいごうたかもり

人物名① 西郷隆盛
おお く ぼ としみち

人物名③ 大久保利通
さつ ま はん

② 薩摩 藩 ④ 薩摩 藩
ちょうしゅう どうめい とうばく

・長州藩と同盟を結び，倒幕運動で
やくわり

大きな役割を果たした。
めい じ

・明治政府の指導者になったが，後に
さつ ま

辞任して薩摩に帰った。

・〔①〕とともに倒幕運動の中心と
なった。
・明治政府の指導者として，近代日本
の方向を定めた。

き ど たかよし

人物名⑤ 木戸孝允
ちょうしゅう

⑥ 長州 藩

・倒幕運動の中心となり，明治政府の
指導者になった。
ご か じょう ご せいもん

・五箇条の御誓文を作成したことで有
名。

※1

〔 〕①〔 〕③〔 〕⑤ たちは新し
い政府をつくる運動を始めました。
このような動きにおされた15代
しょうぐん

将軍の〔 〕
とくがわよしのぶ

⑦ 徳川慶喜
せいけん ちょうてい

は，1867年に政権を朝廷に返し，
え ど

江戸幕府は終わりを告げました。

※2

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310795_00000
https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/pks/ryozen/quiz01.html
http://www.kaikou.city.yokohama.jp/kids/kids01.html
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豆知識

２ 明治新政府の改革
⑴ 右の資料は1868年に定

ほうしん

められた政治の方針です。
これを何というでしょうか。

〔 〕
ご か じょう ご せいもん

五箇条の御誓文

だれ

⑵ これは，誰の名で定められましたか。 〔 〕
めい じ てんのう

明治天皇

⑶ 明治政府の行った改革について，①～⑤にあてはまることばを下の
の中から選んで書きましょう。

社会のしくみ
はいはん ち けん

① 廃藩置県
全国の藩をなくし，新たに県や
府を置き，政府が任命した役人
に治めさせた。

文 化
がくせい

② 学制
6才以上の男女が小学校に通う
ことが定められた。

ちょうへいれい

③ 徴兵令
20才になった男子に，3年間軍
隊に入ることを義務づけた。

ふ こくきょうへい

富国強兵
ち そ かいせい

④ 地租改正

ねん

国の税を，農民が米で納める年
ぐ

貢から，土地の持ち主が現金で
納めるやり方に変えた。

しょくさんこうぎょう

⑤ 殖産興業
とみおか

富岡製糸場をはじめとする，国
かんえい

が運営する官営工場を開いた。

しょくさんこうぎょう ぶんめいかい か はいはん ち けん

殖産興業 文明開化 廃藩置県
ち そ かいせい ちょうへいれい めい じ てんのう がくせい

地租改正 徴兵令 明治天皇 学制

じ ゆうみんけん

３ 新しい世の中と自由民権運動
人物と関係の深いことがらを線で結びましょう。

ふくざわ ゆ きち

福沢諭吉
いたがきたいすけ

板垣退助
い とうひろぶみ

伊藤博文
おおくましげのぶ

大隈重信
• • • •

• • • •
板垣退助と日本で

ないかく

初めての政党内閣
を組織した。

す

「学問のすゝめ」
という本を書いた。

初代内閣総理大臣
に任じられた。

政府の指導者だったが，
政府を去り，国会開設
の要望書を出した。

ヒント！

⑵ 明治新政府軍は，江戸
幕府の政治を批判し，誰を
尊いものとして考えていた
のでしょう。

愛知の●●

廃藩置県と愛知県
1871年（明治4年）に廃藩

あい ち

置県後，愛知県は12の県
に分かれました。その後，
な ご や ぬか た

名古屋県と額田県にな
り，1872年（明治5年）に
現在の愛知県となりました。
愛知県ができてから150年
になるのを記念して2022
年に「あいち県民の日」が
できました。

おうべい

欧米の文化を取り入れる
欧米にわたり，進んだ文化
や考え方を学んだ福沢諭

つ だ うめ こ しぶさわえいいち

吉・津田梅子・渋沢栄一ら
によって，日本の近代化は
大きく進歩しました。福沢

きゅう

諭吉は旧一万円札，津田梅
子は新五千円札，渋沢栄一

しょうぞう

は新一万円札の肖像画の人
物としても知られています。

かい ぎ

一 政治のことは，会議を開き，みんなの意
見を聞いて決めよう。

せいさく

一 みんなが心を合わせ，国の政策を行おう。
一 みんなの志がかなえられるようにしよう。
一 これまでのよくないしきたりを改めよう。
一 新しい知識を世界に学び，国を栄えさせ
よう。

見
本
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１７.５億円
日清戦争

日露戦争８.４万人

１０８.９万人

２４.1 万人 １.３万人 ２.０億円

兵力 戦死者 戦費

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

（倍）

〈日清戦争と日露戦争の比かく（日本）〉
※日清戦争の数値を１とした場合

にっしん にち ろ

１ 条約改正と日清・日露戦争
おうべいしょこく

⑴ 日本が江戸時代の終わりに欧米諸国と結んだ不平等条約について，正
しいものを2つ選び，〔 〕の中に○を書きましょう。

ほうりつ

①〔 〕○ 外国人の罪を，日本の法律でさばくことができない。
②〔 〕安い外国製品の関税を高くすることができる。

ほうりつ さいばんしょ

③〔 〕罪をおかした外国人を，日本の法律・裁判所でさばくことがで
きる。

けん り みと

④〔 〕○ 輸入品にかける税金を自由に決める権利が認められない。

⑵ ①～③の〔 〕にあてはまることばや人名を書きましょう。
時代 年 できごと
江戸

明治

1853
1854
1858
1868
1883
1886
1889
1894

1904
1911

うら が

ペリーが浦賀に来る
日米和親条約を結び開国する
日米修好通商条約を結ぶ

い しん

明治維新
ろくめいかん ぶ とうかい

鹿鳴館で舞踏会などが開かれる
〔 〕① ノルマントン号 事件が起きる

ていこくけんぽう はっ ぷ

大日本帝国憲法を発布する
〔 〕

む つ むねみつ

人名② 陸奥宗光 がイギリスとの条約の
一部を改正する
日清戦争が始まる（～95）
日露戦争が始まる（～05）
〔 〕

こ むらじゅ た ろう

人名③ 小村寿太郎 が条約改正を達成する
こうしょう

⑶ 明治政府が諸外国に行った条約改正の交渉が，なかなか進まなかった
理由を書きましょう。
例・日本の近代化がおくれていたから。

おうべいしょこく

・欧米諸国と対等な立場ではなかったから。など

⑷ 右のグラフを見て，正しいものを２つ選び，

〔 〕の中に○を書きましょう。
①〔 〕日清戦争の戦費は，日露戦争の8倍

以上かかった。
②〔 〕○ 日露戦争の戦死者は，日清戦争より

多かった。
③〔 〕○ 日露戦争の兵力は，日清戦争の4倍

以上となった。

NHK for School HP
「治外法権の撤廃」

用語解説

鹿鳴館
とうきょう と ひ び や

東京都日比谷につくられた
建物。西洋の人をまねいて，
ダンスパーティーなどを行
い，日本の近代化を示し，
条約改正の交渉を有利に進
めようとしました。

ヒント！

⑶ 不平等条約を結んだ相
手，アメリカやイギリス，
オランダ，フランス，ロシ
アは世界の中でも特に大き
な力をもっていました。

愛知の●●
ぐん と とよはし

軍都だった豊橋
強い軍隊をつくるという明
治政府のもとで，豊橋市に

へいしゃ えんしゅうじょう

陸軍の兵舎や演習場ができ
ました。ここから軍隊が日
清戦争や日露戦争へ出動し
ました。

教科書（歴）
P.116～127

日本の歴史

10 世界に歩み出した日本
２

見
本

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310797_00000
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２ 世界へ進出する日本
⑴ 人物名と写真や関係の深い文を線で結びましょう。

•
戦場にいる弟を思う詩を
発表し，戦争に反対する
気持ちを表した。

•

れんめい

国際連盟の事務局次長を
務め，日本と外国との間
で理解を深めることに力
をつくした。

•
へび毒の研究で注目され，

おうねつ

アフリカで黄熱病を調査
研究した。

•
社会の変化の中でなやみ
苦しむ人々のすがたを小
説に表現した。

• •

• •

• •

• •

の ぐちひで よ
野口英世 •

に と べ いなぞう
新渡戸稲造 •

ひ ぐちいちよう
樋口一葉 •

よ さ の あき こ
与謝野晶子 •

⑵ 条約改正や医学の発展を通して，世界における日本の地位はどうなり
ましたか。
例・日本の国際的地位が向上した。
・欧米諸国と対等な立場になった。など

３ 生活や社会の変化
5枚の写真を参考にして，①～⑤の〔 〕にあてはまることばを書きましょう。

1925年に〔 〕① ラジオ 放送が始まりました。電車やバスなどの

〔 〕② 交通 も整備され，都市を中心に生活の〔 〕③ 洋風
化が進みました。

ひらつか ち ょ う いちかわふさ え しん ふ じんきょうかい

平塚らいてうや市川房枝らは，新婦人協会を設立し，〔 〕④ 女性
けん り しゅうしょく けっこん

の権利を守ることをうったえました。就職や結婚などで差別されてきた
人々は〔 〕

ぜんこくすいへいしゃ

⑤ 全国水平社 をつくり，差別をなくす運動をしました。

用語解説
きたざとしばさぶろう

北里柴三郎
は しょうふう

破傷風という病気の治療の
しかたを発見しました。ま

でんせんびょう

た，伝染病の研究所を設立
し，野口英世などの若い医
師を育てました。新千円札

しょうぞう

の肖像画の人物としても知
られています。

※1〈台東区立一葉記念館〉

愛知の●●
お ぶち し

小渕志ち
せい し ぼうせき

1880年代，製糸業と紡績
業がさかんになりました。

ぐん ま

1847年群馬県に生まれた
小渕志ちは，1985年に豊
橋市に製糸工場をつくりま

たままゆ つむ

す。そこで玉繭から糸を紡
ぐ方法を開発し，東三河の
製糸業の発展に大きな功績
をあげました。

ヒント！

⑵ このころの日本は，医
みと

学などの分野で国際的に認
められるようになってきま
した。

パナソニックキッズスクールHP
「タイムマシン作戦」

※1

見
本

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/pks/timemachine.html
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１ 戦争が世界に広がる
⑴ ①～⑥にあてはまることばを下の の中から選んで書きましょう。

年 できごと
1931

1933
1937
1939

1941
1945

まんしゅう こうげき

満州にいた日本軍が中国軍を攻撃し〔 〕
まんしゅう じ へん

① 満州事変
が起こる

れんめい だったい

日本が国際連盟を脱退する
にっちゅう

日中戦争が始まる
ドイツとイギリスやフランスが戦争になり，
〔 〕② 第二次世界大戦 が始まる

しんじゅわん

日本がハワイ真珠湾を攻撃し，〔 〕
たいへいよう

③ 太平洋戦争 が始まる
8月6日に〔 〕

ひろしま

④ 広島 ，8月9日に〔 〕
ながさき

⑤ 長崎 に，
げん し ばくだん

アメリカ軍によって原子爆弾が落とされる
8月15日に日本は〔 〕

こうふく

⑥ 降伏 し，戦争が終わる

ながさき まんしゅう じ へん な ご や たいへいよう とうきょう

長崎 満州事変 名古屋 勝利 太平洋戦争 東京
ちょうせん ひろしま こうふく

第二次世界大戦 ナンキン事件 朝鮮戦争 広島 降伏

0 250 500 750
（万人）
1000

中国
朝鮮

インドシナ
（今のベトナム）
ジャワ

（今のインドネシア）

フィリピン
ビルマ

（今のミャンマー）

日本

［各国の政府が発表した推定死亡者数］

ソビエト連邦ソビエト連邦ソビエト連邦
れんぽうれんぽうれんぽう

モンゴルモンゴルモンゴル 満州国満州国満州国
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1932年 3 月の日本軍の勢力範囲
1941年12月の日本軍の勢力範囲
1943年 1 月の日本軍の勢力範囲

⑵ 上の資料を見て，正しいものには○を，まちがっているものには×を

〔 〕の中に書きましょう。
①〔 〕○ 日本軍の勢力が最も広がったのは1943年である。
②〔 〕× 戦争による推定死者数は，日本が最も多い。
③〔 〕× 日本軍の勢力は中国全土に広がった。
④〔 〕○ 中国の推定死者数は日本の3倍以上である。

⑶ 日本の勢力が中国大陸とは逆方向の太平洋にまで広がった理由を書き
ましょう。

し げん

例 石油などの資源を得るため。など

用語解説

国際連盟
1920年（大正9年）に世界
の平和と国際協力を目的と
してつくられました。
1933年，日本は満州への
しんりゃく ひ なん

侵略について各国から非難
を受け，国際連盟を脱退し
ました。

愛知の●●
とよかわかいぐんこうしょう

豊川海軍工廠
き じゅう だん

海軍が戦争で使う機銃や弾
がん

丸を作るために，豊川市に
大きな工場がつくられまし
た。たくさんの人が働いて

ひろしま げんばく

いましたが，広島に原爆が
落とされた次の日，豊川海

ばくげき

軍工廠も爆撃され，2500
人以上が亡くなりました。
その多くが10～20代の若
者でした。

豊川市HP
「豊川海軍工廠平和公園」

ヒント！

⑶ 世界中が不景気になり，
会社や工場がつぶれて生活
に苦しむ人々が多くなりま
した。このままでは日本が
ほろびると主張する人々も
いました。日本は，勢力を
のばして，何を得たかった
のでしょうか。

教科書（歴）
P.128～155

日本の歴史

11 長く続いた戦争と人々のくらし／ 12 新しい日本，平和な日本へ
２

はん い

▲日本の勢力範囲 ▲第二次世界大戦の推定死亡者数見
本

https://www.city.toyokawa.lg.jp/smph/saijibunka/bunka/bunkazai/kaigunkousyouiseki.html
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２ 民主主義による国を目指して
⑴ 敗戦後の日本について，正しいものを2つ選び，〔 〕の中に○を書
きましょう。

せんりょう

①〔 〕ドイツなどの連合国軍に占領された。
②〔 〕○ 民主主義国家としての再出発を目指した。
③〔 〕戦争が終わり，食べ物に不自由することが無くなった。

かいかく

④〔 〕○ 戦後改革とよばれる多くの改革を行った。

⑵ ①～⑨にあてはまることばを下の の中から選んで書きましょう。

せんきょ

選挙制度
満25歳
以上の男子

さんせいけん

〔 〕① 女性 の参政権が
みと
認められる

農地
じ ぬし

大地主と
こ さく

小作農家
小作農家も自分の
〔 〕② 農地 がもてる

学校教育
小学校
6年間

〔 〕③ 小 学校6年，
〔 〕④ 中 学校3年の9年間

年 できごと
1946
1956
1964
1970
1972

けんぽう

〔 〕⑤ 日本国 憲法が公布される
か めい

日本が〔 〕⑥ 国際連合 への加盟を認められる
東京〔 〕⑦ オリンピック ・〔 〕⑧ パラリンピック が開かれる

ばんこくはくらんかい

日本万国博覧会が開かれる
アメリカに統治されていた〔 〕

おきなわ

⑨ 沖縄 が日本に復帰する

戦
後
改
革

ていこく

国際連合 大日本帝国 女性 農地 小 オリンピック
おきなわ

沖縄 中 パラリンピック 日本国

３ これからの日本を考えよう 0～14 才

15～64 才

65 才以上
14000
　万人
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［昭和 22］
80
［平成 2］ ［令和 2］

［総務省資料］

しょう  わ へい せい れい　わ

▲少子高齢化と人口の減少
〈東京書籍：新しい社会6年 歴史編（R6）〉

⑴ 右の資料を見て，正しいものに○を，
まちがっているものに×を〔 〕の中
に書きましょう。

わりあい

①〔 〕○ 0～14才の割合は年々減って
いる。

②〔 〕× 人口が一番多いのは1980年
である。

③〔 〕○ 40年ほど前から65才以上の割合は増え続けている。

⑵ これから日本はどのような国を目指していったらよいのでしょうか。
学んだことをもとにあなたの考えを書きましょう。

こうれい か ほ しょう

例・少子高齢化に対応した社会保障のある国
へんけん

・差別や偏見のない国 ・災害に強く、助け合える国 など

用語解説

大地主と小作農家
小作農家は，自分の土地を
持たず，大地主から土地を
借りて農業をしていました。
しゅう かく こ さくりょう

収穫したものから小作料を
はら

払い，残りのお金で生活し
ていました。

愛知の●●
い せ わん

愛知県と伊勢湾台風
1959年（昭和34年）に全

ひ がい

国的な被害をおよぼした台
たかしお

風。愛知県では特に高潮に
よって3200名以上の死
者・行方不明者を出すなど，
大きな被害を受けました。

内閣府HP
「みんなで減災」

ヒント！

⑵ 日本の文化や技術は世
界で認められ，世界にこう
けんしています。しかし，
解決しなければならない問
題もたくさんあります。ど
のような問題を解決し，ど
のような社会を目指してい
けばよいのでしょうか。

見
本

https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h25/73/past.html


28

時代 主なできごと

日
本
の
国
の
成
り
立
ち

貴
族
の
世
の
中

武
士
の
世
の
中

縄
文
時
代

弥
生
時
代

古
墳
時
代

奈
良
時
代

平

安

時

代

鎌
倉
時
代

室

町

時

代

安
土
桃
山
時
代

江

戸

時

代

１万年前
ごろ

２３００
年前

５７

２３９

５９３

６０４
６０７
６０７
６３０
６４５

７１０
７１２
７２０
７５２
７５４
７９４

８６６
８９４
９０１

１０１６

１０５３
１０８６

１１６７
１１８５
１１９２

１２２１

１２６８
１２７４

１３３３
１３３８

１３９７
１４０４

１４６７

１４８９

１５４３
１５４９
１５７３
１５７５
１５８５
１６００
１６０３
１６１２
１６１５
１６１５
１６３５
１６３７
１６３９

１８３３

〇かりや漁をしてくらす
●土器がつくられ始める

●縄文土器が使われる

●弥生土器が使われる
●米づくりと金属器が大陸から伝わる

小さな「くに」が各地にできる
倭奴国王が中国に使いを送る

邪馬台国の女王卑弥呼が中国に使者を送る

●各地に古墳がつくられる
大和朝廷が国土の統一を進める
大仙古墳ができる
●漢字や織物の技術が中国から伝わる
●大陸文化が広がる

●仏教が伝わる
〇蘇我氏の勢いが強くなる
聖徳太子が摂政となる

十七条の憲法を定める
小野妹子を遣隋使として隋に送る
●法隆寺が建てられる
遣唐使がはじまる
大化の改新がはじまる

奈良（平城京）に都を移す
●古事記ができる
●日本書紀ができる
●東大寺の大仏ができる
●唐の僧鑑真が日本に来る
京都（平安京）に都を移す

藤原氏が初めて摂政になる
遣唐使を廃止する
菅原道真が九州へ追放される
●かな文字は広まり，日本風の文化が育つ
〇荘園がふえ，地方の反乱が相次ぐ
●『枕草子』や『源氏物語』ができる
藤原道長が摂政になる
〇藤原氏がはなやかなくらしをする
〇武士が力をもちはじめる
●平等院鳳凰堂ができる
院政が始まる

平清盛が太政大臣になる
平氏がほろびる
源頼朝が征夷大将軍となる

承久の乱が起こる
●新しい仏教が広まる
北条時宗が執権になる
元が攻めてくる（文永の役…１２７４，弘安の役…１２８１）

鎌倉幕府がほろびる
足利尊氏が幕府を開く
〇南朝と北朝の対立が続く
●足利義満が金閣をたてる
明との貿易をはじめる
〇農民の団結が強くなる
●民衆の文化が発展する
応仁の乱が起こる（～１４７７）
〇以後１００年ほど国がみだれる
●足利義政が銀閣をたてる

●ポルトガル人が鉄砲を伝える
●ザビエルがキリスト教を伝える
織田信長が室町幕府をほろぼす
長篠・設楽原の戦いがおこる
豊臣秀吉が関白になる
関ヶ原の戦いがおこる
徳川家康が江戸幕府を開く
幕府がキリスト教を禁止する
豊臣家がほろびる
武家諸法度が定められる
徳川家光が参勤交代を制度化する
島原・天草一揆がおこる
鎖国が完成する

●大阪を中心に町人文化が栄える

●蘭学や国学がさかんになる
●江戸を中心に町人文化が栄える
●寺小屋が広まる
天保の大ききんがおこる（～１８３９）
〇農民の一揆や打ちこわしが多くなる

卑弥呼（２世紀末～３世紀前期）

聖徳太子（５７４～６２２）
小野妹子（６世紀末～７世紀前期）

中臣鎌足（６１４～６６９）
中大兄皇子（６２６～６７１）

行基（６６８～７４９）
鑑真（６８８～７６３）
聖武天皇（７０１～７５６）

清少納言（１０世紀後期～１１世紀前期）
紫式部（１０世紀後期～１１世紀前期）
藤原道長（９６６～１０２７）

平清盛（１１１８～１１８１）
源頼朝（１１４７～１１９９）
源義経（１１５９～１１８９）

北条時宗（１２５１～１２８４）

足利義満（１３５８～１４０８）

雪舟（１４２０～１５０６）
足利義政（１４３６～１４９０）

ザビエル（１５０６～１５５２）
織田信長（１５３４～１５８２）
豊臣秀吉（１５３７～１５９８）
徳川家康（１５４２～１６１６）

徳川家光（１６０４～１６５１）

近松門左衛門（１６５３～１７２４）

本居宣長（１７３０～１８０１）
杉田玄白（１７３３～１８１７）
伊能忠敬（１７４５～１８１８）

ペリー（１７９４～１８５８）
歌川広重（１７９７～１８５８）

〔日本の歴史年表〕 ○は社会についてのできごと，●は文化についてのできごと，
青文字はこの地方のできごとを表しています。

よし ご
石器，骨角器などを使う（吉胡貝塚など）

うりごう
稲作がこの地方でも始まる（瓜郷遺跡など）

ふた ご
二子古墳がつくられる（現在の安城市）

しょうぼう じ
正法寺古墳がつくられる（現在の西尾市）
ま ごしなが ひ づか
馬越長火塚古墳がつくられる（現在の豊橋市）

北野廃寺が建てられる（現在の岡崎市）

ワタの種が伝えられる（現在の西尾市）（７９９）

お ののとうふう
小野道風が尾張国に生まれる（８９４）

尾張の国司の悪政を住人が訴える（９８８）

とこなめ
常滑のつぼが有名になる（１１２５）

あしかがよしうじ
足利義氏，三河の国の守護になる（１２２１）

たかうじ
足利一門の三河武士，尊氏を助けて戦う（１３３３）

三河武士のほとんどが細川方について戦う（１４６７）

おけはざ ま
桶狭間の戦い（１５６０）
三河一向一揆がおこる（１５６３）

や はぎ
矢作新川の工事が始まる（現在の西尾市）（１６０５）

名古屋の城下町，人数…５４，１１８人
家数…５，９８９軒（１６８４）

すけごうちょう
幕府の命令で，三河国助郷帳ができる（１７０１）

つ づき や こう
都築弥厚が明治用水づくりを計画する（現在の安城市）
（１８２７）
加茂一揆がおきる（１８３６）

どのようなことをした
のか説明できる歴史人
物に，赤色でしるしを
つけましょう。

見
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武
士
の
世
の
中

明
治
か

ら

の

世

の

中

戦
後
の

新

し

い

日

本

江
戸
時
代

明

治

時

代

大
正
時
代

昭

和

時

代

平

成

時

代

令
和
時
代

１８３７
１８５３
１８５４
１８５８
１８６６
１８６７
１８６８
１８６８

１８７１
１８７１
１８７２
１８７３
１８７７

１８８５
１８８９
１８９０

１８９４
１８９４

１９０４

１９１０
１９１１
１９１４
１９１８
１９１８

１９２０
１９２２
１９２３
１９２５

１９３１

１９３３

１９３７
１９３９

１９４１
１９４５
１９４５
１９４５

１９４６
１９４７
１９４９
１９５０
１９５１
１９５１
１９５２

１９５６

１９６４
１９６４
１９６５

１９７０
１９７２
１９７２

１９７８

１９８５

１９９３
１９９４
１９９５

１９９８
１９９８
２０００
２００２

２００４
２００５
２００８

２０１１

２０１９
２０２０
２０２１

大塩平八郎の乱がおこる
ペリーが浦賀（現在の神奈川県）に来る
日米和親条約を結び開国する
各国と修好通商条約を結ぶ
薩摩と長州が連合する
１５代将軍慶喜が政権を朝廷に返す（大政奉還）
明治維新 江戸を東京とする
五箇条の御誓文が出される

廃藩置県がおこなわれる
岩倉使節団が欧米諸国を視察する
●学校の制度ができる
徴兵令が出される 地租改正が行われる
西南戦争がおこる
〇自由民権運動がさかんになる
〇官営紡績工場ができる
伊藤博文が最初の内閣総理大臣となる
大日本帝国憲法が発布される
第１回帝国会議が開かれる
〇軽工業が発達する
領事裁判権の廃止に成功
日清戦争がおこる（～１８９５）

日露戦争がおこる（～１９０５）

〇重工業が発達しはじめる
韓国を併合する
条約改正を達成する
第一次世界大戦がおこる（～１９１８）
「米騒動」がおこる
政党内閣ができる
〇社会運動が高まる
国際連盟に加盟する
全国水平社の創立大会が開かれる
関東大震災がおこる
普通選挙法と治安維持法が定められる
〇世の中が不景気になり，失業者がふえる

満州事変がおこる
〇軍人の力が強くなる
国際連盟を脱退する

日中戦争がおこる（～１９４５）
第二次世界大戦がおこる（～１９４５）
〇言論や思想の取りしまりがきびしくなる
太平洋戦争を始める（～１９４５）
広島・長崎に原子爆弾が落とされる
ポツダム宣言を受け入れる〈降伏する〉
女性の参政権がみとめられる
〇日本の民主化が進む
日本国憲法が公布される
●６・３制の義務教育が始まる
●湯川秀樹がノーベル賞を受賞する
朝鮮戦争がおこる（～１９５３）
サンフランシスコ平和条約を結ぶ
日米安全保障条約を結ぶ
日本が独立を回復する

国際連合に加盟する

東海道新幹線が開通する
オリンピック・パラリンピック東京大会が開かれる
大韓民国と国交を回復する
〇公害が社会問題になる
●大阪で万国博覧会が開かれる
冬季オリンピック札幌大会が開かれる
沖縄が日本に復帰する

日中平和友好条約を結ぶ

男女雇用機会均等法が公布される

●法隆寺や姫路城が世界文化遺産になる
日本が子どもの権利条約を承認する
阪神・淡路大震災がおこる

「地球温暖化防止会議」が京都で開かれる
冬季オリンピック・パラリンピック長野大会が開かれる
九州・沖縄サミットが開かれる
サッカーのワールドカップが日本と韓国で開かれる

イラクの復興支援に自衛隊が派遣される
●愛知で万国博覧会が開かれる
野生復帰を目指して，トキが放鳥される

東日本大震災がおこる

天皇が退位し，元号が「令和」にかわる
新型コロナウイルス（COVID-19）の世界的流行・緊急事態宣言の発令
オリンピック・パラリンピック東京大会が開かれる

勝海舟（１８２３～１８９９）

西郷隆盛（１８２７～１８７７）
大久保利通（１８３０～１８７８）
木戸孝允（１８３３～１８７７）
明治天皇（１８５２～１９１２）
福沢諭吉（１８３４～１９０１）

板垣退助（１８３７～１９１９）
大隈重信（１８３８～１９２２）

伊藤博文（１８４１～１９０９）

陸奥宗光（１８４４～１８９７）
東郷平八郎（１８４７～１９３４）

小村寿太郎（１８５５～１９１１）

野口英世（１８７６～１９２８）

わたなべ か ざん
渡辺崋山（田原藩）が，西洋の学問を研究し幕府をひはん
したという理由でとらえられる（１８３７）

せいばつ

徳川慶喜が第二次長州征伐を行い，岡崎に立ちよる（１８６６）
お ふださわぎ
御札騒がおこる（現在の愛知県）（１８６７）
みの ぎ
蓑着騒動がおこる（現在の新城市）（１８７０）

愛知県ができる（１８７２）
せいぞう ぼう

宮島清蔵がガラ紡を始める（１８７７）
明治用水ができる（１８８０）
ささしま
笹島（名古屋）駅ができる（１８８５）

しょっ き
豊田佐吉が動力織機を発明する（１８９７）

豊橋市ができる（１９０６）

岡崎市ができる（１９１６）

名古屋放送局，ラジオ放送開始（１９２５）

愛知電鉄（名古屋鉄道の前身）
「神宮前－吉田」間が開通する（１９２７）

豊田自動織機製作所で自動車の商品化に着手する（１９３３）

まんしゅう
愛知県初の満州移民（１９３９）

豊川市ができる（１９４３）
三河地方に大地震がおこる（１９４５）
豊橋市，岡崎市などが空しゅうを受ける（１９４５）

こくせい
戦後初の国勢調査，愛知県の人口は約３１０万人（１９４７）
碧南市ができる（１９４８）
刈谷市ができる（１９５０）
挙母（ころも）市ができる（１９５１）
日本初の民間ラジオ放送が名古屋で始まる（１９５１）
安城市ができる（１９５２）
西尾市ができる（１９５３）
名古屋でテレビ放送が開始される（１９５４）
蒲郡市ができる（１９５４）
新城市ができる（１９５８）
挙母市が豊田市と名前を変える（１９５９）
伊勢湾台風で５，０００人以上の人が死ぬ（１９５９）
愛知用水ができる（１９６１）

豊川用水ができる（１９６８）
東名高速道路が開通する（１９６９）
知立市・高浜市ができる（１９７０）

平成の大合併が行われる（２００３～２０１０）
田原市ができる（２００３）
愛知で万国博覧会が開かれる（２００５）

みよし市ができる（２０１０）
生物多様性条約第１０回締約国会議（COP１０）が名古屋で開かれる（２０１０）
新東名高速道路（愛知県区間）ができる（２０１６）
先進国首脳会議が三重県で開かれる（２０１６）

県政１５０周年記念「愛知県民の日」ができる（２０２２）

〈日本にある世界遺産〉
白神山地 （1993年） 自然遺産
姫路城 （1993年） 文化遺産
法隆寺地域の仏像建造物

（1993年） 文化遺産
屋久島 （1993年） 自然遺産
古都京都の文化財

（1994年） 文化遺産
白川郷・五箇山の合掌造り集落

（1995年） 文化遺産
厳島神社 （1996年） 文化遺産
原爆ドーム（1996年） 文化遺産
古都奈良の文化財

（1998年） 文化遺産
日光の社寺（1999年） 文化遺産
琉球王国のグスク及び関連遺産群

（2000年） 文化遺産
紀伊山地の霊場と参詣道

（2004年） 文化遺産
知床 （2005年） 自然遺産
石見銀山遺跡と文化的景観

（2007年） 文化遺産
小笠原諸島（2011年） 自然遺産
平泉－仏国土（浄土）を表す建築・

庭園及び考古学的遺産群
（2011年） 文化遺産

富士山－信仰の対象と芸術の源泉
（2013年） 文化遺産

富岡製糸場と絹産業遺産群
（2014年） 文化遺産

明治日本産業革命遺産
製鉄・鉄鋼、造船、石炭産業

（2015年） 文化遺産
ル・コルビジェの建築作品
－近代建築への顕著な貢献－

（2016年） 文化遺産
「神宿る島」宗像・沖ノ島との
関連遺産群（2017年） 文化遺産
長崎と天草地方の潜伏キリシタン
関連遺産 （2018年） 文化遺産
百舌鳥・古市古墳群

（2019年） 文化遺産
奄美大島・徳之島・沖縄島北部
及び西表島

（2021年） 自然遺産
北海道・北東北の縄文遺跡群

（2021年） 文化遺産
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