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第 １ 学 年 社 会 科 学 習 指 導 案

１ 単 元 「 東 ア ジ ア の な か の ヤ マ ト 王 権 」

２ 指 導 観
○ 小 学 校 で の 歴 史 学 習 で は ， 人 物 を 中 心 に 時 代 の 特 色 を 大 ま か に 理 解 す る 学 習 を 行 っ

て き た 。 中 学 校 の 歴 史 的 分 野 で は ， 時 代 の 特 色 と 大 き な 歴 史 の 流 れ を 学 習 内 容 に 位 置
付 け ， 人 物 や 文 化 遺 産 を 学 習 内 容 習 得 の 手 段 と し て 学 習 を 展 開 し て い く 。 新 学 習 指 導
要 領 で は ， 古 代 ま で の 学 習 に お い て ， 我 が 国 の 特 色 を 世 界 の 動 き と の 関 連 に 着 目 し て
と ら え さ せ る こ と が ポ イ ン ト と な っ て お り ， と り わ け 中 国 や 朝 鮮 半 島 な ど 近 隣 諸 国 と
の 関 係 を 中 心 に み て い く 必 要 が あ る 。

本 単 元 の ね ら い は 東 ア ジ ア 情 勢 を ふ ま え て 聖 徳 太 子 の 政 治 や 大 化 の 改 新 が 大 王 天， （
皇 ） 中 心 の 中 央 集 権 国 家 を め ざ し て い た こ と を 理 解 す る こ と で あ る 。 ま た 本 単 元 は 大
王 中 心 の 中 央 集 権 国 家 確 立 の 契 機 と な る 箇 所 で あ り ， さ ら に 今 後 唐 の 律 令 制 度 を 取 り
入 れ た 本 格 的 な 古 代 国 家 成 立 に よ っ て 中 央 集 権 が 定 着 し て い く １ つ の ポ イ ン ト と な る
部 分 で あ る 。

○ 本 学 級 の 生 徒 は ， 学 習 態 度 が 良 好 で ， 教 師 の 話 に 耳 を 傾 け ， 与 え ら れ た 課 題 に 対 し
て ま じ め に 取 り 組 む 。 し か し ， 徐 々 に で は あ る が 学 級 内 で の 生 徒 の 個 人 差 が 生 じ ， 授
業 に 集 中 で き ず に 意 欲 を 失 い か け て い る 生 徒 も で て き て い る 。 事 前 ア ン ケ ー ト に よ れ
ば ， 社 会 科 に お い て ， 歴 史 的 分 野 の 方 が 地 理 的 分 野 よ り 好 き だ と 答 え た 生 徒 が 大 多 数
を 占 め て い る 。 学 習 に 対 し て は 意 欲 的 で あ り ， 教 師 の 発 問 に 対 し て は 発 言 す る 生 徒 が
多 い 反 面 ， 社 会 的 な 思 考 を 伴 う 内 容 に は 苦 手 意 識 を も つ 生 徒 も み ら れ る 。

○ 指 導 に あ た っ て は ， 前 時 ま で に ， 渡 来 人 に よ っ て 古 墳 を 築 く 技 術 や 鉄 な ど が 伝 え ら
れ ， 各 地 の 豪 族 は 朝 鮮 半 島 の 百 済 な ど と つ な が り の あ っ た ヤ マ ト 王 権 と 結 び つ き を 強
め た こ と を す で に 学 習 し て い る 。 こ の よ う な 既 習 事 項 を ふ ま え ， 聖 徳 太 子 の 政 治 や 大
化 の 改 新 の ね ら い が 天 皇 （ 大 王 ） 中 心 の 中 央 集 権 国 家 を め ざ し た も の で あ る こ と を 理
解 さ せ た い 。 そ の た め に ま ず ， 推 古 天 皇 の 摂 政 と し て 登 場 し た 聖 徳 太 子 の 行 っ た こ と
の そ れ ぞ れ の 政 治 的 意 図 を 各 種 資 料 を も と に 考 え さ せ た い 。 十 七 条 憲 法 の 制 定 ， 冠 位
十 二 階 の 実 施 や 遣 隋 使 の 派 遣 な ど ， 国 内 に お い て も 対 外 的 に も 政 治 の 安 定 を 目 指 し て
取 り 組 ん だ こ と に 気 づ か せ た い 。 ま た 聖 徳 太 子 が 導 入 し た 仏 教 が 契 機 と な っ て 初 め て
の 仏 教 文 化 で あ る 飛 鳥 文 化 が お こ り ， 今 後 我 が 国 の 文 化 の 根 幹 と な っ て い く こ と も 理
解 を 図 り た い 。 次 に 太 子 の 死 後 ， 中 大 兄 皇 子 と 中 臣 鎌 足 が 理 想 と す る 中 央 集 権 の 実 現
に 向 け て 強 大 な 権 力 を 持 つ 蘇 我 氏 を 排 除 し ， 天 皇 親 政 を 確 立 さ せ た こ と を 歴 史 漫 画 等
の 資 料 を 使 用 し て 理 解 を 図 り た い 。 さ ら に 改 新 後 の 東 ア ジ ア の 情 勢 変 化 に 伴 い ， 唐 と
新 羅 の 連 合 軍 の 来 襲 に そ な え つ つ も 一 方 で は 唐 の 律 令 制 度 を 取 り 入 れ ， そ れ を 基 盤 と
し て 天 皇 中 心 の 中 央 集 権 制 度 と そ の 組 織 を 確 立 し て い っ た こ と に も 着 目 さ せ た い 。

最 後 に ， 授 業 の 終 わ り に は 自 己 評 価 カ ー ド に 本 時 の 取 り 組 み を 振 り 返 っ て 評 価 を 記
入 さ せ ， 次 時 の 学 習 へ と つ な げ て い き た い 。 ま た ， 本 時 の 学 習 内 容 の 復 習 と し て ， 歴
史 ワ ー ク の 問 題 を α ノ ー ト に す る よ う に 指 示 を し ， 基 礎 ・ 基 本 の 内 容 の 定 着 化 を 図 り
た い 。

３ 単 元 目 標
観 点 評 価 規 準

○ 巨 大 古 墳 の 出 現 に 関 心 を も ち ， そ の 背 景 を 積 極 的 に 調 べ よ う
社 会 的 事 象 へ の と す る 。

関 心 ・ 意 欲 ・ 態 度 ○ 唐 に つ い て 興 味 を も っ て 調 べ る こ と が で き る 。

○ 古 墳 時 代 に 介 在 し た 鉄 の 役 割 に つ い て 考 え る こ と が で き る 。
社 会 的 な ○ 聖 徳 太 子 の 政 治 や 改 新 政 治 の ね ら い を ， 当 時 の 国 内 や 東 ア ジ

思 考 ・ 判 断 ア の 情 勢 を ふ ま え て 考 え る こ と が で き る 。
， 。○ 大 化 の 改 新 後 の 日 本 の よ う す に つ い て 考 え る こ と が で き る

○ 資 料 か ら 古 墳 が 日 本 の ど こ に 集 中 し て い る か を と ら え 説 明 で
資 料 活 用 の き る 。
技 能 ・ 表 現 ○ 東 ア ジ ア の 各 地 域 間 の 関 係 を 説 明 で き る 。

○ 古 墳 の 技 術 は 渡 来 人 が 伝 え ， 被 葬 者 は 豪 族 で あ る こ と を 理 解
し て い る 。

○ 大 化 の 改 新 に よ っ て ， 天 皇 （ 大 王 ） 中 心 の 中 央 集 権 国 家 を め
社 会 的 事 象 に つ い て ざ し た こ と が 理 解 で き る 。
の 知 識 ・ 理 解 ○ 唐 ・ 新 羅 の 来 襲 に 備 え ， 山 城 や 水 城 を 築 い た こ と を 理 解 し て

い る 。
○ 朝 鮮 半 島 と の つ な が り が ヤ マ ト 王 権 の 権 力 維 持 に 重 要 だ っ た

こ と を 理 解 し て い る 。
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４ 単 元 の 指 導 ・ 評 価 計 画 単 元 の 配 当 時 間 ： ３ 時 間
※ 「 指 導 上 の 留 意 点 」 に お け る ① ② ③ ： ３ つ の 授 業 改 善 の ポ イ ン ト に 係 る 手 だ て

① 「 教 え る こ と 」 と 「 学 ば せ る こ と 」 を 区 別 し た 手 だ て
② 学 習 過 程 の 要 所 で 「 考 え を 書 く こ と 」 を 大 切 に し た 手 だ て
③ 学 習 し た こ と の 「 ま と め 」 と 「 ふ り 返 り 」 を 徹 底 し た 手 だ て
● ： 家 庭 学 習 の 課 題 を 生 か し た 手 だ て

※ 「 評 価 規 準 （ 評 価 方 法 」 に お け る 観 点）
関 ： 社 会 的 事 象 へ の 関 心 ・ 意 欲 ・ 態 度 思 ： 社 会 的 な 思 考 ・ 判 断
資 ： 資 料 活 用 の 技 能 ・ 表 現 知 ： 社 会 的 事 象 に つ い て の 知 識 ・ 理 解

（ ）次 時 学 習 活 動 ・ 内 容 指 導 上 の 留 意 点 評 価 規 準 評 価 方 法
１ １ ○ 古 墳 の 出 現 に つ い て ① 前 方 後 円 墳 の 写 真 を 提 示 し ， 関 巨 大 古 墳 の 出 現 に 関，

そ の 背 景 を 考 え る 。 ど の よ う な 技 術 や 目 的 で 建 造 心 を も ち ， そ の 背 景
・ 古 墳 の 巨 大 化 さ れ た か を 考 え さ せ る 。 を 積 極 的 に 調 べ よ う
・ 豪 族 の 存 在 と す る 。
・ 前 方 後 円 墳 の 出 現 (様 相 チ ェ ッ ク )

① 古 墳 は 渡 来 人 の 技 術 で 築 か 知 古 墳 の 技 術 は 渡 来 人
れ ， 被 葬 者 （ 豪 族 ） の 富 と 権 が 伝 え ， 被 葬 者 は 豪
力 の 大 き さ の 象 徴 で あ る こ と 族 で あ る こ と を 理 解
に 気 付 か せ る 。 し て い る 。

(発 言 チ ェ ッ ク )
○ 古 墳 か ら の 出 土 す る ① 鉄 が 農 具 や 武 器 と し て 使 用 さ 表 資 料 か ら 古 墳 が 日 本

鉄 製 品 の 使 い み ち を れ ， 朝 鮮 半 島 か ら も た ら さ れ の ど こ に 集 中 し て い
考 え る 。 た こ と を 理 解 さ せ る 。 る か を 説 明 で き る 。

(発 言 チ ェ ッ ク )
○ 朝 鮮 半 島 の 国 々 と 倭 ① 朝 鮮 半 島 と つ な が り の あ る ヤ 思 古 墳 時 代 に 介 在 し た

の 関 係 を 理 解 す る 。 マ ト 王 権 の 力 が 強 く な っ た こ 鉄 の 役 割 に つ い て 考
と を 理 解 さ せ る 。 え る こ と が で き る 。

③ 自 己 評 価 カ ー ド に 本 時 の 授 業 (発 言 チ ェ ッ ク )
の 振 り 返 り を 記 入 さ せ る 。 知 朝 鮮 半 島 と の つ な が

● α ノ ー ト に ワ ー ク の 問 題 を す り が ヤ マ ト 王 権 の 権
る よ う に 指 示 す る 。 力 維 持 に 重 要 だ っ た

こ と を 理 解 で き る 。
(プ リ ン ト 分 析 )

２ １ ○ 聖 徳 太 子 の 政 治 に ● 家 庭 学 習 で 聖 徳 太 子 に つ い て
つ い て 理 解 す る 。 調 べ た こ と を 確 認 す る 。

・ 冠 位 十 二 階 の 制 度 ① 豪 族 間 の 争 い の 中 で 聖 徳 太 子
・ 十 七 条 の 憲 法 が 権 力 を 掌 握 し て い っ た こ と
・ 遣 隋 使 （ 小 野 妹 子 ） を 知 る 。

本 ・ 仏 教 の 導 入 (法 隆 寺 ) ② 聖 徳 太 子 の 政 治 改 革 の ね ら い 思 聖 徳 太 子 の 政 治 や 改
を ， 東 ア ジ ア 情 勢 と 関 連 付 け 新 政 治 の ね ら い を ，
て 理 解 さ せ る 。 当 時 の 国 内 や 東 ア ジ

ア の 情 勢 を ふ ま え て
。時 ○ 大 化 の 改 新 に つ い ① 中 央 集 権 国 家 を 実 現 す る た め 考 え る こ と が で き る

て 理 解 す る 。 に は 強 大 化 し た 蘇 我 氏 を 排 除 (発 言 チ ェ ッ ク )
・ 蘇 我 氏 の 強 大 化 し な け れ ば な ら な い こ と を
・ 中 央 集 権 国 家 の 確 立 理 解 さ せ る 。

，・ 中 大 兄 王 子 ・ 中 臣 鎌 ③ 日 本 に お い て ， 蘇 我 氏 の 存 在 知 大 化 の 改 新 に よ っ て
足 が 中 央 集 権 国 家 の 成 立 を 阻 ん 天 皇 （ 大 王 ） 中 心 の

で い た こ と に 気 付 か せ る 。 中 央 集 権 国 家 を め
。③ 自 己 評 価 カ ー ド に 本 時 の 授 業 ざ し た こ と が わ か る

の 振 り 返 り を 記 入 さ せ る 。 (様 相 チ ェ ッ ク )
● α ノ ー ト に ワ ー ク の 問 題 を す

る よ う に 指 示 す る 。
３ １ ○ 東 ア ジ ア 諸 国 の 関 係 ① 大 化 の 改 新 後 の 東 ア ジ ア の 情 関 唐 に つ い て 興 味 を も

の 変 化 を 理 解 す る 。 勢 の 変 化 と 日 本 の 動 き を 理 解 っ て 調 べ る こ と が で
・ 唐 の 成 立 さ せ る 。 き る 。
・ 白 村 江 の 戦 い (様 相 チ ェ ッ ク )
・ 山 城 ， 水 城 の 建 築 ① 日 本 は 中 国 と 対 立 し て 争 っ た 思 大 化 の 改 新 後 の 日 本

が 敗 退 し ， 国 内 整 備 に 取 り か の よ う す に つ い て ，
。か っ た こ と を 確 認 さ せ る 。 考 え る こ と が で き る

(発 言 チ ェ ッ ク )
③ 百 済 の 知 識 や 技 術 に よ り ， 山 表 東 ア ジ ア の 各 地 域 間

城 や 水 城 が 築 か れ た こ と を 確 の 関 係 を 説 明 す る こ
認 さ せ る 。 と が で き る 。

(発 言 チ ェ ッ ク )
③ 自 己 評 価 カ ー ド に 本 時 の 授 業 知 唐 ・ 新 羅 の 来 襲 に 備

の 振 り 返 り を 記 入 さ せ る 。 え ， 山 城 や 水 城 を 築
い た こ と を 理 解 し て
い る 。
(プ リ ン ト 分 析 )
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５ 本 時 平 成 ２ ２ 年 ９ 月 日 （ 曜 日 ） 第 校 時 計 画 ３ 時 間 中 の ２
第 １ 学 年 教 室 に て

（ １ ） 本 時 の 主 眼
○ 聖 徳 太 子 の 政 治 や 大 化 の 改 新 政 治 の ね ら い を ， 当 時 の 国 内 や 東 ア ジ ア の 情 勢 を ふ ま

え て 考 え る こ と が で き る 。 （ 社 会 的 な 思 考 ・ 判 断 ）

（ ２ ） 本 時 の 指 導 観
前 時 ま で に 生 徒 は ， 大 陸 か ら 海 を 渡 っ て 日 本 に 集 団 で 移 住 し た 渡 来 人 に よ っ て 多 く

の 技 術 が も た ら さ れ ， ヤ マ ト 王 権 は 朝 鮮 半 島 の 国 々 と の 間 に 密 接 な 関 係 が あ る こ と を
学 習 し て い る 。

本 時 は ， 聖 徳 太 子 が 推 古 天 皇 の 摂 政 と し て 登 場 し ， 天 皇 （ 大 王 ） 中 心 の 政 治 ， い わ
わ ゆ る 中 央 集 権 の 実 現 を め ざ し て い く よ う す を 学 習 す る 。 豪 族 の 対 立 や 東 ア ジ ア 情 勢
の 変 化 な ど の さ ま ざ ま な 困 難 な 状 況 の 中 で ， ど の よ う に し て 理 想 の 政 治 を 実 現 し て い
っ た か を 資 料 等 を も と に 考 え さ せ た い 。

ま た ， 聖 徳 太 子 の 死 後 ， 中 大 兄 皇 子 や 中 臣 鎌 足 ら に よ っ て 行 わ れ た 大 化 の 改 新 に よ
。っ て 本 格 的 な 中 央 集 権 が 確 立 し て い っ た こ と を 資 料 を 使 用 し て 生 徒 の 理 解 を 図 り た い

最 後 に ， 本 時 の ま と め を 行 い ， 自 己 評 価 を 行 わ せ る こ と に よ り 今 日 学 習 し た 内 容 を 確
実 に 整 理 さ せ る と と も に ， 復 習 と し て ワ ー ク の 問 題 練 習 を α ノ ー ト に さ せ る こ と で ，
さ ら な る 知 識 ・ 理 解 の 着 実 な 定 着 を 図 り た い 。

（ ３ ） 準 備
教 師 ･･ ･教 科 書 ， 自 己 評 価 カ ー ド ， 歴 史 人 物 写 真 ， 資 料 プ リ ン ト ， 歴 史 漫 画
生 徒 ･･ ･教 科 書 ， ノ ー ト ， ワ ー ク ， 学 習 プ リ ン ト

６ 過 程
学 習 活 動 ・ 内 容 指 導 上 の 留 意 点 評 価 規 準 評 価 方 法 形 態 配 時（ ）

１ 前 時 ま で の 復 習 を 行 う ③ 日 本 （ 倭 ） と 朝 鮮 半 島。
・ 日 本 と 朝 鮮 半 島 の 関 係 の 関 係 を 確 認 す る 。 全 体 ７

の 確 認 ● 聖 徳 太 子 の 写 真 を も と
２ 本 時 の め あ て を 確 認 す に 導 入 を 行 う 。

る 。

め あ て ： な ぜ 聖 徳 太 子 の 政 治 や 大 化 の 改 新 は 天 皇 中 心 の 政 治 を め ざ し た の だ ろ
う か 。

３ 聖 徳 太 子 の 政 治 に つ い
て ま と め る 。 ① ② 聖 徳 太 子 の 政 治 に つ 全 体 ５

い て 知 っ て い る こ と を
・ 冠 位 十 二 階 出 し 合 う 。
・ 十 七 条 憲 法 ① 蘇 我 氏 と 物 部 氏 の 対 立 思 ： 聖 徳 太 子 の 政 治 や 班 １ ０
・ 遣 隋 使 (小 野 妹 子 ) の 中 で 聖 徳 太 子 は 政 治 改 新 政 治 の ね ら い
・ 仏 教 の 導 入 を 行 っ た こ と を 理 解 さ を ， 当 時 の 国 内 や

４ 資 料 を 読 み ， 遣 隋 使 を せ る 。 東 ア ジ ア の 情 勢 を
派 遣 し た 背 景 を 考 え る ② な ぜ 遣 隋 使 が 必 要 で あ ふ ま え て 考 え る こ 全 体 １ ０。

っ た か を 考 え さ せ る 。 と が で き る 。
５ 資 料 か ら 聖 徳 太 子 が め （ 発 言 チ ェ ッ ク ）

ざ し た 政 治 に つ い て 考 ② 聖 徳 太 子 が 理 想 と し た
え る 。 政 治 と は ど の よ う な も

。の か を 考 え を 書 か せ る
（ 中 央 集 権 ）

６ 大 化 の 改 新 に つ い て 理 ① な ぜ 蘇 我 氏 を 排 除 し な 知 ： 大 化 の 改 新 に よ っ 全 体 １ ３
解 す る 。 け れ ば な ら な い の か を て ， 天 皇 （ 大 王 ）
中 大 兄 皇 子 ・ 中 臣 鎌 足 考 え さ せ る 。 中 心 の 中 央 集 権 国（ ）
・ 蘇 我 氏 の 強 大 化 家 を め ざ し た こ と
・ 中 央 集 権 国 家 の 確 立 が わ か る 。

（ 様 相 チ ェ ッ ク ）

７ 本 時 の ま と め を し ， 自 ● 家 庭 学 習 プ リ ン ト を 配 全 体 ５
己 評 価 を す る 。 布 す る 。

③ 自 己 評 価 カ ー ド に 授 業
の 振 り 返 り を 記 入 さ せ
る 。
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