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過程 学習活動・ 内容 学習用キッ ト 内容 指導上の留意点

導　 入

（ 5） 分

１ 　 縄文土器を調べてみましょ う 。

①教壇に土器を並べます。

②グループごとに観察をします。
　 重さや色、 形などに注目させます。

③問） どのよう に使ったのでしょ う 。

④生徒の発表
⑤答） 土器の外面にスス、 内面におこ げ　

がついていますから、 鍋と し て使われ

たのでしょ う 。

縄文土器

★キッ ト 時代別セッ ト 03

その他

外面のススと内側の「 おこげ」 に気付かせます。

これは食物を調理した鍋という ことです。

縄文土器は、 全体に縦長で、 口の開いた形をしてい

ます。 これは、 焚き火の中に置き、 効率よく 熱を受

ける効果を狙った形なのです。

展　 開

（ 10） 分

２ 　 貝塚の貝を分類してみましょ う 。

①貝セッ ト をグループごとに配布します。
②分類マニュアルを用いて分類します。

③学習用キッ ト に付属し た図鑑や参考書

でさらに調べます。
　（ 海水の貝か淡水の貝か、 砂浜の貝か泥

海の貝か、 すんでいる気温などに着目

させます。

④わかったこ と をグループごと に発表し
ます。

★授業案セッ ト 1 -1

貝塚の貝
分類マニュアル

貝類の図鑑

貝セッ ト の貝は、 ほとんど海水産です。

埼玉県に海があったことに気付かせます。
これは干潟のよう な泥海にすむ貝が、 多いためです。

温暖化のため海水面が上昇し、 海水が川を伝って入
り 込みました。 低いと ころが海となったこと を理解

させます。

まとめ

（ 5） 分

縄文時代が、 今より も 暖かく 、 埼玉県に

も海があったことを確認します。

比較的暖かい海に棲むサルボウガイが、 埼玉県の貝

塚から出土します。

縄文時代が、 やや温暖な気候だったことを導きます。

⑴単元名

⑵学習用キッ ト の目標

縄文のむらから古墳のく にへ

縄文人が食べていた貝を調べて、 当時の食生活や生活環境について考えること 。

① 縄文土器を観察し て、使い方を考えまし ょ う 。
② 貝塚から どんな貝が出土し たのでし ょ う か。

分類マニュアルを使って調べてみまし ょ う 。

③ 貝塚の貝について、 すんでいる場所や大きさ など

を図書室やイ ンタ ーネッ ト で調べてみまし ょ う 。

そし て、 当時の人々がく ら し た気候や環境につい

て考えてみまし ょ う 。

小学校　 第６ 学年の内容

中学校　 歴史的分野

（ ２ ） ア（ ア）・（ シ）

Ｂ （ １ ） ア（ イ）

学習指導要領（ 社会） との関連

１ 貝塚の貝を調べよう

★授業案セッ ト 1 -1

★キッ ト 時代別セッ ト 03
岩の上遺跡（ 東松山市）

小学校第６ 学年社会科授業例

・ 貝塚の貝
・ 分類マニュアル
・ 貝類の図鑑

貝塚セッ ト
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〇貝の他に何を食べていたのでし ょ う〇縄文人や生活を描いてみまし ょ う

縄文時代のイ ヤリ ングやペンダント を観察

し 、 その他のアク セサリ ーについても 調べ、

当時の服装を再現しまし ょ う 。

縄文土器と 貝塚の貝を観察し、 土器が出現し

たこ と の意味や影響について考えてみまし ょ

う 。 ※インターネッ ト や図書館の活用も 考え

られます。

鳥や獣を狩る槍の先や矢の先端、 木の実や根

菜類をすり つぶす石の臼などを観察し 、 縄文

時代の食生活について考えてみましょ う 。

〇貝塚の貝を調べまし ょ う （ 短縮版）

縄文土器は、 日本人が初めて手に入れた煮炊きの

道具、「 鍋」でした。 食材を土器で煮ることによって、

危険な生食を避け、 安心して食べられるよう になり

ました。 また、 有害な成分もアク抜きで取り去り こ

とで、 自然界にある「 食べられるもの」 の種類と量

が一気に拡大しました。

また、 貝や魚などは煮て干すこ と で長期の保存

もできるよう になり 、 長距離を運び山と 海の民の

交易も始まり まし た。

いろんなものを安全に、 おいし く 食べられて、 し

かもその一部を保存して、 計画的に消費するよう に

なったので、縄文人は、定住的な暮らしをはじめ「 ム

ラ」 の誕生となったのです。

安定した生活は、文化や技術の伝承を容易にして、

まじないや宗教のよう な精神的なものに具体的な形

を持たせた「 土偶」 がつく られるよう になりました。

このよう に、「 土器のあるく らし 」 は日本人のラ

イフスタイルを一変させたのです。

貝塚からは、 砂をはきにく かったり 、 小さすぎて食用

に適さない貝も大量に出土します。 縄文時代の人々は貝

の身を食べるだけでなく 、 土器で煮込み出汁（ スープ）

をもと っていたのです。 なんと豊かな食事でし ょ う 。

皆野町の妙音寺洞穴からは、 ひどい虫歯の跡が残って

いる一万年前の縄文人骨が出土しました。 食材をやわら

かく 煮込みおいし く 食べ始めることで、 人間と虫歯の長

い戦いの歴史がはじまったのです。

写真パネル「 縄文人の虫歯」
　 　 　 　 　 　 　 　（ 授業案セッ ト 1 -1 に同梱）

こんな展開も・ ・ ・

★授業案セッ ト 1 -2
縄文アクセサリ ーセッ ト

★授業案セッ ト 1 -3
狩猟具セッ ト

る
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⑴単元名

⑶学習用キッ ト の目標

過程 学習活動・ 内容 学習用キッ ト 内容 指導上の留意点

導　 入

（ 5） 分

３ つの時代の遺物を観察します。

縄文・ 弥生・ 古墳時代の遺物が混じ っ
ています。 いつの時代のものか、 それ

ぞれ考えましょ う 。

別の班が観察し ている時間は、 班の中
で考えをまとめて下さい。

★授業案セッ ト 2 -1

縄文・ 弥生・ 古墳セッ
ト の実物資料（ 7 点）

ただ「 新しそう 」「 古そう 」 と いう のだけではなく 、「 な

ぜそう 思ったのか」 を言葉で表現しまし ょ う 。
各時代の特徴は、 下のキーワード を参照してく ださい。

縄文は「 狩猟採集」
弥生は「 新たな文化の伝播と農耕の開始」「 渡来人」

古墳は「 国の成立と様々な社会制度の整備」

展　 開
（ 10） 分

マグネッ ト 付き資料カード をテーブル
に並べて検討会をおこないます。

資料カード を黒板に貼って、 班ごと に
意見を発表しまし ょ う 。

マ グ ネ ッ ト 付き 資料
カード

時代別カード

班ごとに司会、 書記、 発表者などの役割を決めます。
なぜそう 考えたかを大切にしてく ださい。

それぞれの班の意見を尊重しましょ う 。

まとめ

（ 5） 分

先生が、 正解と解説を行って下さい。

正解と 解説は、 学習用キッ ト に同梱し
てあります。

石皿、 石臼、 埴輪は、 一部が無いこ と

を解説パネルで説明してく ださい。

時代別カード

解説パネル

資料を時代順に並べ替え、 資料と時代の特徴を学習して

下さい。

石鏃は弓矢の先につけたもの、 埴輪は腰から下が発見さ

れなかったもの、石皿は本来、楕円形だったことなど「 無

い部分」 を想像して考える力を養ってく ださい。

縄文のむらから古墳のく にへ

狩猟採集生活のムラ（ 縄文） から現代につながるクニ（ 古墳） までを資料を通じて考えること 。

縄文時代から古墳時代へ２

土器などを観察して、 いつの時代のものか考えましょ う

①グループごと に順番で土器などを観察する 。

②自席に戻り 、 それぞれいつの時代の遺物かを話し 合う 。

③検討結果を班ごと に発表。 キッ ト 同梱のマグネッ ト 付

きカード を黒板に貼る 。

小学校第６ 学年社会科授業例

小学校　 第６ 学年の内容

中学校　 歴史的分野

（ ２ ） ア（ ア）・（ シ）

Ｂ （ １ ） ア（ イ）

学習指導要領（ 社会） との関連

・ 実物資料
・ マグネッ ト 付き資料カード

・ 時代別カード

・ 解説パネル

教室レイアウト

授業の流れ

★授業案セッ ト 2 -1

縄文・ 弥生・ 古墳セッ ト

縄文
弥生

古墳

各班のテーブルを時代別に
仕切って「 検討会」 を！

縄文 弥生 古墳

テープ等で

仕切り

時代別
カード

マグネッ ト 付き遺物カード

安定したテーブルで「 観察
コーナー」 をつく る

観察コーナー

４ ～５ 人く らいの班に分か
れて着席

縄文・ 弥生・ 古墳時代の遺跡から出土した 7 つの遺物

★授業案セッ ト 2 -1

南部 25 時代別08

西部 25-2 西部 01

北部 21-1

南部 25-1
北部 29-2
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古墳時代の前半までは、「 ゆでる 」 や「 煮込む」

と いった調理方法だけでした。しかしその後、

家にカマド が登場し、「 蒸す」 と いう 調理方

法が始まり ました。 カマド の導入は、 少ない

燃料で調理が行える画期的な出来事でした。

土偶は、 個人やムラのまじないや祈り のため

に作られた土の人形です。 いっぽう 、埴輪は、

古墳に眠る権力者（ ク ニの王者・ 豪族） にさ

さ げられた土の造形物です。

〇竈（ カマド ） は調理方法の革命です〇土偶と埴輪の違いはどこでし ょ う〇奈良・ 平安時代も見てみましょ う

赤く 塗られた壺の肩に注目して下さい。 縄

の模様、「 縄文」 がついています。「 縄目の模

様があるから縄文時代！」 と答えてしまいが

ちですが、 これは引っかけ問題です。 関東地

方では、 古墳時代のはじめころまで土器に縄

文が施され続けたのです。

かつて、「 進んだ文化の弥生人が、 遅れた

縄文人を攻め滅ぼし た」 と いわれまし たが、

現在では、 否定されています。 私たちの先祖

は、 中国大陸や朝鮮半島の先進的な文物を受

け入れ、新しい時代をつく って行ったのです。

　 大陸から 仏教や文字が伝わり 、 地方でも

役所を中心と し た政治の仕組みが整ってい

きまし た。

　 東海地方に大規模な土器の工業地帯がつく

られ、 東日本一帯に流通が広がり ました。

こんな展開も・ ・ ・

正解

縄文時代

石鏃

鳥や獣を 狩る 弓

矢の先につけた

石の矢じり です。

石皿

壺

須恵器

埴輪

台付き甕

木の実や根

茎（ イモ） 等

を す り 潰し
た石器です。

種も みを 保存し た
壺です。 赤く 塗ら

れています。 赤は

魔除けの色、 神聖
な壺でした。

貴人の墓に並べられた

土の人形です。 死後の
世界や生前の暮らしを

再現したといわれてい

ます。 この埴輪は、 髪
を結った女性です。 貴

人に食物や器を捧げて

いるのでしょ う か。

縄文土器に比べ薄
く つく ら れていま

す。 米を 炊く のに

適し た形の鍋です。
五徳代わり の台が

つく こ と で熱効率

アッ プしました。

縄文土器

弥生時代

大陸や半島から

登り 窯で灰色の

土器を焼く 技術
が伝わり ました。

権力者に抱えら れた職人が、 限ら れた

窯場で生産し、 周辺の地域に運ばれま
した。「 国」ができ、現代に通じる「 工業」

と 「 流通」 のし く みが整ったのです。

★授業案セッ ト 2 -2★キッ ト 北部 31 -2 ★キッ ト 西部 27 -4

※ P.6 カマド セッ ト と一緒に

利用できます。

中空みみずく 土偶

（ レプリ カ）

灰釉陶器セッ ト 竈セッ ト

（ 甑と長胴甕・ 竈の構造パネル）

古墳時代

縄で付けた模様の
ある土器です。
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⑴単元名

⑵学習用キッ ト の目標

過程 学習活動・ 内容 学習用キッ ト 内容 指導上の留意点

導　 入

（ 5） 分

埴輪を掲示し 、「 これは何か」 と児童に

尋ねます。
埴輪は、 どのよう に使われまし たか。

どのよう な種類があり ますかなど、 復

習を含めて学習します。

人物埴輪（ 男女）

埴輪のパネル
（ 円筒・ 形象・ 埴輪列）

★キッ ト 北部 21-1

★キッ ト 北部 27

埼玉県内の古墳から出土した本物の埴輪という こと を伝

えてく ださい。
埴輪には、 円筒（ 円筒・ 壺形・ 朝顔形）、 形象（ 家・ 太刀・

人物・ 動物） などがあることを教科書・ 資料集などで確

認します。

観察のポイント は、「 どこが同じで、どこが違う か」 です。

展　 開

（ 10） 分

人物埴輪には、 男女があり ます。 よく

観察し 、 どれが男か、 どれが女か各自
が考えをまとめます。

男女の違いの「 根拠」 をグループで話
し合い、 発表します。

男女の違いが、 髪形に表現されています。 また、 耳や頸

のアクセサリ ーの表現、ひたいの櫛なども見どころです。

まとめ
（ 5） 分

髪型・ 装身具によって、 男女を表現し
ていたこ と 、 豪族や巫女、 馬子など職

業が表現されたことをまとめます。

埴輪が、 古墳時代の風俗や職業など社会・ 文化の復元に
役立つことを学習します。

縄文のむらから古墳のく にへ

人物埴輪の表現から男女や身分の違いを読み取り 、 当時の習俗を考えること 。

　 埴輪は、 古墳の周り に立て並べら れた土製の焼き

も のです。 豪族の住んだ家や刀、 冥界へ旅立つ船な

どがつく られたり 、 馬、 鹿、 猪、 犬、 鶏、 水鳥など

の動物が作ら れまし た。

　 また、 人物の埴輪には、 豪族、 巫女、 馬子、 農民、

鳥飼など、 さ まざまな職業の人が表現さ れまし た。

髪型やアク セサリ ーなどの表現で男女を作り 分けて

いまし た。

①髪型から 男女がわかり ます。

②手の仕草や行動から 職業や役　

　 割がわかり ます。

③片手をあげているのは、 馬の

手綱（ たづな） を引いている

からです。

④頭が尖っているのは、 三角形

の頭巾（ ずきん） をかぶって

いるから です。

埴輪の男と 女３

埴輪はどのよう なことに使われたのでし ょ う

小学校第６ 学年社会科授業例

小学校　 第６ 学年の内容

中学校　 歴史的分野

（ ２ ） ア（ ア）・（ シ）

Ｂ （ １ ） ア（ イ）

学習指導要領（ 社会） との関連

埴輪を観察して、 似ていると ころ、 違う と ころを話し合ってみまし ょ う

埴輪を観察すると………

馬を引く 男性 祈り をさ さげる女性 冠をかぶった男性

ミ ズラを結った男性
ツボを頭に乗せる女性

★キッ ト 北部 27

★キッ ト 北部 21 -1
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〇博物館に行ってみよう〇古墳に埴輪がならべられたころ

【 埼玉県立さ きたま史跡の博物館】

行田市に所在する 「 埼玉古墳群」 は、 国の特

別史跡です。 史跡公園には、 前方後円墳８ 基

と 大型円墳１ 基が残さ れています。 公園内の

史跡の博物館では、 古墳群から出土した貴重

な資料が見学できます。

【 カマド の利用】

外国の先進文化を日本列島に伝えた渡来人た

ちは、「 カマド 」 と いう 新し い調理技術も 伝

えました。 これによって煮炊き具や調理方法

に変化が生じ ました。「 米を蒸す」 方法が一

般化し、「 おこわ」 を食べ始めたのです。

埴輪は、 ５ 世紀中ごろになると 人物や動物等

を表現した埴輪が盛んにつく られ、 古墳に並

べられます。 被葬者の生前の様子を再現した

と も 、「 あの世」 の生活を表現し たと も いわ

れます。 写真は、 馬形埴輪の一例です。

〇ほかにもこんな埴輪が

埴輪は造形物です。 そのため、 作り 手（ 工人） の主観に

基づいて作られました。 しかし 、 考古学者は、 そこから多

く の情報を読み取り 、 社会の復原を試みるのです。

例えば、 器を捧げ持つ仕草の埴輪や琴を奏でる表現の埴

輪は、 当時の儀礼やマツリ の様子を復元していきます。

また、 人物埴輪の頸や耳に表現されたアクセサリーや髪

型は、 マツリのときの役割や晴れの日の服装や持ち物など

の研究に役立ちます。

頭に壺をのせた埴輪は、 ひたいに櫛をさした女性の埴輪

です。 世界各地の民族事例をみると 、 水を壺に入れ、 頭

に乗せて運ぶのは、 一般的に女性と さ れています。

人物埴輪に表現さ れる男女の違いは、 主に頭部の髪型

に現れます。 左の埴輪には、 顔の両側、 耳の脇におさ げ

髪のよう な表現があり ます。 こ れは当時の男性の髪型

「 美
み ず ら

豆良」 を表現し たものです。 また右の埴輪には、 長い

髪を頭上で一度束ね、 前後に折り 返し、 中央を紐でしばっ

たこの髪型は、 女性の特長を表し ています。「 髷
まげ

」 が表現

されています。

こんな展開も・ ・ ・

★授業案セッ ト 3 -1 ★授業案セッ ト 3 -2

馬形埴輪 カマド セッ ト
たく さ んの

埴輪に会い
にいこう ！
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文字と 国づく り４

過程 学習活動・ 内容 学習用キッ ト 内容 指導上の留意点

導　 入

（ 5） 分

木簡を読もう ★授業案セッ ト 4 -1

木簡レプリ カ

木簡の文字（ プリ ント ） を配布。 木簡レプリカを掲示。

奈良時代、 紙は貴重なため、 木が代わり に使われたことを説明。

問） これは漢字練習帳です。 何が書かれていますか。
答）「 有」 や「 是」 など文字を一字ずつ板書。

問）「 十月」 を連続して書いていますが、 何という 字ですか。

答）「 有」 と書かれています。 みなさんも偏と旁を別々に練習し
ていませんか。

展　 開
（ 10） 分

硯を古い順に並べてみよう 硯（ 飛鳥・奈良・平安・室町・
幕末）

さまざまな硯を机の上に置き、 さわって硯を確認する。
問） 古い順に並べてみましょ う 。

答） 順番を班ごとに発表し 、 その理由も答える。

→円形からチリ 取り形へ、焼き物から石へ、四角から長方形へ。 　

中国の各王朝で流行した形を日本が取り 入れたことを解説。
問） この硯はすべて埼玉県から出土し まし た。 ここから何がわ

かるでしょ う か。

答） 文字の読み書きができる人が、 時代とともに増えました。
→江戸時代には、 庶民も寺子屋で学習し 、 出版文化を担った。

まとめ

（ 5） 分

文字の学習が、 国家の意思伝

達、 社会の発展に役立った。

離れた人と 人とが、 意志を伝達するには、 文字が有効です。 と

く に奈良時代、 天皇や国家が意思を地方へ伝達するため、 文字
を活用しました。 だから役人の子供は、 文字を学習したのです。

天皇中心の国づく り

木簡や硯などから、 当時の文字が果たした役割について考える。

木簡を読もう

この木簡が出土した北島遺跡

木簡は、 紙が貴重だった時代、 紙の代

わり に文字を記し た木の札です。 おも に

文書や手紙、 帳簿、 伝票、 つけ札などと

し て用いら れまし た。

当時、 消し ゴムはあり ませんでし たか

ら 、 間違える と 、 ナイ フで削って除きま

し た。「 削除」 は、 こ こ から きています。

こ の木簡は、 帳簿や文書などの使命を

終えたのち、 子供の手習いと して用いら

れた「 習書木簡」 です。

表の中央にきれいな「 是」 と 「 長」 が

あます。手本と なった字です。「 是」と「 長」

は形が似ており 、 書き分けが難し かった

のでし ょ う 。 何度も 練習し ている様子が

わかり ます。

また、裏の連続し て書かれた「 十月」は、

「 有」 を分解し て練習し た跡です。 奈良

時代の子供の家庭学習の様子が、 と ても

よ く わかる木簡です。

こ の木簡は、 熊谷市にある スポーツ文化公園から 出土し まし た。

いまは、 熊谷ド ームと なっています。 こ の遺跡は、 県内最大級の遺

跡で、 弥生時代の水田やムラ の跡、 古墳時代と 奈良から 平安時代の

豪族の家、 古墳などが発見さ れまし た。 こ の木簡は、 豪族の屋敷の

大きな井戸の中から 出土し ました。 使い終わって後、 二つに折ら れ

て捨てられました。

⑴単元名

⑵学習用キッ ト の目標

小学校第６ 学年社会科授業例

小学校　 第６ 学年の内容

中学校　 歴史的分野

（ ２ ） ア（ イ）・（ シ）

Ｂ （ １ ） ア（ ウ）

学習指導要領（ 社会） との関連

手本の「 是」 と「 長」

（ 表） （ 裏）

★授業案セッ ト 4 -1

「 有」 の練習

木簡レプリカ
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〇お坊さん発見 〇ハンコが押されている〇チーズが奈良に運ばれた

【 天皇の都へ木簡を付けた特産物が集まる 】　

「 蘇」 は、 ミ ルク を煮詰めて発酵さ せた古代

のチーズです。 こ の土器に蘇が入れられまし

た。 どこ の国の献上品か、 明示するため、 木

簡が付けられました。

【 全国に仏教が広まる 】　

僧侶が、 修行で托鉢をすると きに用いた鉢で

す。 お経を唱え、 信者の家や路地に立ち、 食

料や生活に必要なものをいただき、 この鉢に

入れました。 僧侶は、 文字の普及に大きな役

割を果たしました。

【 ハンコ行政の始まり 】

土器や瓦などに木製の印が押さ れています。

数十点に一点、 数量や製品を管理する ため、

木製の印が押さ れました。 多く は、 名前や役

所名、 地名などの一字が、 押さ れました。

　 手本を見ながら絵師の子供が、 馬の絵を描い

ています。 かたわらには、 長方形のスズリ と 墨

があり ます。 机の上には、スズリ 箱が見えます。

『 絵師草子』　 宮内庁三の丸尚蔵館所蔵

『 日本の絵巻 11 長谷雄草紙 絵師草紙』

　 昭和 63 年 2 月 20 日発行 中央公論社から複写転載

日本は、 古来、 中国からさまざま

な文物を取り入れました。 漢字文化

もそのひとつです。と く にスズリ は、

中国で流行した形や材質が、 積極的

に取り入れられました。 さて、 スズ

リ の側面や縁には、 仏教や神話を題

材と し た蓮や鳥獣などが、 繊細な

タ ッ チで描かれることがあります。

目を凝らすと 、 思いがけない模様

が発見できるかもしれません。

スズリ を古い順に並べてみよう

形や材質は異なり ま すが、 こ の 4 点は、 す

べてスズリ です。 触る と 墨をすったと こ ろが、

ツルツルし ています。 現代のスズリ を思い浮か

べ、 古い順に並べてみまし ょ う 。

墨と 筆は、 飛鳥時代の初め、 いまの北朝鮮に

あった高句麗国から 来た曇徴（ どんちょ う ） に

よって伝えら れたと さ れています。 　 スズリ も

こ のこ ろ、 中国（ 隋・ 唐） から 伝わり まし た。

日本では、 隋や唐で流行っていた円形のスズリ

を真似て、 焼き物のスズリ がつく ら れまし た。

その後、 唐でチリ 取り の形をし た石のスズリ

が流行り だすと 、 平安時代、 日本でも 焼き物の

スズリ が使われるよ う になり ます。

鎌倉時代以降、 中国から 石を削ってスズリ を

作る技術が日本に伝わると 、 滋賀県や山口県で

石のスズリ がつく ら れるよ う になり まし た。

江戸時代になる と 、 寺子屋など庶民の学習熱

が高まり 、紙、墨、筆、そし てスズリ の需要が、

加速度的に増えていきます。

最初は、 大王の書記官だけが文字を理解して

いました。 次第に貴族、 役人、 僧侶、 武士、 そ

し て庶民に文字は広まり まし た。 スズリ は、 そ

う し た識字層や識字率を知る 格好の素材なの

です。

こんな展開も・ ・ ・

チリ 取り の形に

四角く なって

絵師の子供のパネル

長方形になって

現代とほぼ変わり ません

奈良

平安

鎌倉

江戸

★授業案セッ ト 4 -2 ★授業案セッ ト 4 -3 ★授業案セッ ト 4 -4

ハンコが押された
土器片

文字の拡大

文字の反転

押されたハンコは、 左
右が逆の文字でした

仏鉢 蘇の壺と木簡 刻印土器

★授業案セッ ト 4 -1 硯
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過程 学習活動・ 内容 学習用キッ ト 内容 指導上の留意点

導　 入

（ 5） 分

問）「 何に使われたのでしょ う か」

グループごとに検討し 、 発表する。

答） お茶を飲んだ茶碗です。

★授業案セッ ト 5 -1

天目茶碗（ 現代のご飯茶碗

に近い。）

ご飯茶碗ではなく 、「 お茶」 を飲む茶碗であること

をつたえます。 また、 現在の湯呑み茶碗との違いを

実感させます。

展　 開

（ 10） 分

問）「 現代の湯飲み茶碗と、 どこ が違う

のかでし ょ う 。」、「 飲んだお茶の種類を
考えてみましょ う 」

答） 各種の茶のサンプルを見せ、 正解は

抹茶と導きます。

問）「 どんな場面で抹茶を飲んだのでしょ

う 」
答） 茶の湯や茶道を引き出します。

「 抹茶」「 煎茶」「 紅茶」「 ウー

ロン茶」「 ほう じ茶」
の実物を見せる。

「 茶の湯」 茶臼、 茶釜等の
茶道具を見せる。

お茶の種類によって飲み方を解説します。

室町文化に起源をもつ「 茶の湯」 が、 茶道と して現

在にも受け継がれていることを学習します。

まとめ

（ 5） 分

普通のお茶との違いを理解し 、 茶道を通

じて室町文化の一端が、 今日まで継続し

ていることを学習します。

また、 茶道以外にどのよう なものが、 現
代に伝わっているか考えてみましょ う 。

日本の伝統文化が、 長い歴史の中で、 培われ継続さ

れてきたことを学習します。 また、現在のよう な「 お

茶」 が普及するは、 江戸時代以降です。 江戸時代の

遺跡からは、 急須や湯呑みなどが、 普遍的に出土す
るよう になり ました。

今に伝わる室町文化

「 茶の湯」 に関連する出土資料に触れ、 現在との類似点、 相違点を実感すること 。

⑴単元名

⑵学習用キッ ト の目標

抹茶は、 粉末のお茶です。 その製法

は、 まず覆いをかけて育てたお茶の葉

を、 摘んですぐに蒸し そのまま乾燥さ

せ、 それを茶臼で引いて作り ます。

抹茶には、 お茶だけに含まれる 「 テ

アニン」 と いう お茶だけに含まれるア

ミ ノ 酸の一種が多く 含まれます。 テア

ニンは、 リ ラ ッ ク ス効果や集中力を高

める効果があると いわれています。

現在の茶道では、「 茶碗」、「 茶
ちゃしゃく

杓」（ 抹

茶をすく う 匙）、「 棗
なつめ

」（ 抹茶の入れ物）、

「 水
みずさ し

差」「 建
けんすい

水」（ 湯や水を捨てる ため

の容器） 等が使われています。

なかには、 国宝も あり ます。「 名
めいぶつ

物」

（ 由緒をも つ茶道具） は、 ステータス・

シンボルでしたから 、 武将はこ ぞって

獲得に熱狂しまし た。

どんなお茶を飲んでいたのかな？

⇒抹茶を飲んでいました！

武士と 茶の湯５

抹茶の道具抹茶とはこんなお茶

小学校第６ 学年社会科授業例

小学校　 第６ 学年の内容

中学校　 歴史的分野

（ ２ ） ア（ オ）・（ シ）

Ｂ （ ２ ） ア（ ウ）

学習指導要領（ 社会） との関連

天目茶碗 天目茶碗

茶釜

★授業案セッ ト 5-1

茶
ちゃせん

筅

茶杓

茶
ちゃきん

巾

茶碗

抹
茶

煎
茶

紅
茶

ウ
ー
ロ
ン
茶

ほ
う
じ
茶

・ 天目茶碗・ 茶釜

・ 茶道具（ 現代の茶碗・ 茶筅・ 茶杓・

茶巾）
・ 茶葉のサンプル（ ５ 種類）

茶の湯セッ ト
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江戸時代の遺跡からは、 さ まざまな形や意匠

の急須や湯呑みが大量に出土し 、 なかには店

の屋号が入れられた製品も あり ます。 江戸時

代には煎茶が普及し、 庶民にも 喫茶文化が広

がり ました。

戦国時代の寺院跡から出土した中国製の青磁

の碗です。 中国で碧色は、 君子の色でしたの

で、青磁も 宝器と さ れました。東アジアの国々

で青磁は用いられ、 日本でも 茶の湯の発展と

と も に「 唐物」（ 舶来品） と し て、 珍重さ れ

たのでした。

茶臼は、 抹茶を挽いた石臼です。 凸型の下臼

凹型の上臼を重ね合わせ、 上臼を回して乾燥

した茶葉を粉末に加工します。 粉末と なった

茶葉は、 下臼の溝を通って、 下に落ちる仕組

みです。 鎌倉時代以降、 石臼を用いて米や麦

を粉末にした粉食文化が盛んになり ました。

〇喫茶文化が庶民へ〇茶碗にはいろいろな器があり ます〇挽いたお茶

鎌倉時代から戦国時代の寺院や武士の館跡を発掘調査すると、 茶碗や茶

臼などの茶道具が、 出土することがあり ます。 茶碗は、 つく りや形、 う わ

ぐすり の様子などから作られた年代や焼かれた窯が推定できます。

また、 石で作られた茶臼は、 どこの山の石を使っているか、 石の産地の

推定を行います。 そこから当時の茶道具の生産や流通といったことを研究

しています。

さ らに茶の湯の道具を通じて、 経済活動や社会構造についても研究を重

ねています。

茶は、 平安時代に中国大陸から 伝

わり まし た。 そのこ ろは、 宮廷や寺

院で儀式や病気のと き 、 僧侶や貴族

などが、 薬と して用いていました。

室町時代に禅宗が広がると と も に

お茶を飲む文化は、 僧侶や公家から

武士や裕福な町人へと 浸透し ていき

ます。そし て戦国時代、千利休によっ

て「 茶の湯」 が完成するのです。

茶は、 薬の効能と は別に「 お茶を

嗜む」 よ う になり ます。 さ ら に江戸

時代、 茶の葉を 煎った煎茶が普及

し 、 一般庶民も お茶を飲む機会が増

え、 お茶は日常的な飲み物と なり ま

し た。

「 日常茶飯事」 は、 お茶が食事に

欠かせない存在と なったこ と を示す

言葉です。

こんな展開も・ ・ ・

茶葉を茶臼
で挽く

茶会の様子　 　（ 狭山市教育委員会・ 狭山市立博物館提供）

★授業案セッ ト 5 -3 ★授業案セッ ト 5 -4★授業案セッ ト 5 -2

山茶碗 急須茶臼
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過程 学習活動・ 内容 学習用キッ ト 内容 指導上の留意点

導　 入

（ 5） 分

板石塔婆の銘文に年号を探しましょ う 。 ★授業案セッ ト 6 -1

板石塔婆

刻まれた文字に年号のあることを説明します。

年の表し 方には、「 西暦」「 和暦（ 年号・ 元号）」「 十干

十二支」 などがあり ます。 西暦は太陽暦、 和暦は太陰
暦です。

展　 開

（ 10） 分

年号を読み、 年表や資料集で板石塔婆

の建てられたころの出来事や社会につ
いて調べて、 発表しましょ う 。

年号・ 西暦対象表パネル

（ 年表・ 資料集）　

日本の暦は、 明治 6 年（ 1873） 1 月 1 日から太陽暦を

用いていますが、 それまでは太陰暦でし た。 また、 大
化元年（ 645） 年以来、「 令和」 まで年号が用いられて

います。

まとめ

（ 5） 分

発表のまと めを行い、 ほかにどのよう

なもの（「 こんな展開も 」 に例示） に年

号があるか、 考えさせましょ う 。

木簡の模型 年号の書かれた史料は、 歴史を復元するう えでと ても

重要です。 出来事や社会の動きが、 時系列的に把握で

きるからです。
中学校社会では、 西暦と 世紀のかかわり についても学

習しますので、 活用く ださい。

武士と民衆の生活

板碑の年号を年号・ 西暦対照表から調べ、 さ らに年表や資料集でそのころの出来事や社会につい

て調べることができる。

⑴単元名

⑵学習用キッ ト の目標

板碑に刻まれた年号から …６

石に刻まれた年号を調べてみよう

小学校第６ 学年社会科授業例

小学校　 第６ 学年の内容

中学校　 歴史的分野

（ ２ ） ア（ エ）（ オ）・（ シ）

Ｂ （ ２ ） ア（ イ）（ ウ）

学習指導要領（ 社会） との関連

こ れは、 板石塔婆（ 板碑） と いう 供

養のための石造物です。 おも に、 中世

の武士たちが、 先祖の供養のために建

てまし た。

墓地に行く と 、 石のお墓の後ろに木

の板が建っていま す。 それが塔婆で

す。 亡く なった人を埋葬した上に建て

る 「 墓石」 ではあり ません。

鎌倉時代から 江戸時代の初めにかけ

ては、 未来永劫、 願いが続く よ う に石

で作ら れまし た。 亡く なった人を埋葬

し た上に建てる墓石ではあり ません。

こ の板石塔婆は、 埼玉県小川町や長

瀞町を中心に作ら れ、 県内に広く 分布

し ています。 近く のお寺や神社などに

建っているかも し れません。

「 文明十一天」 と 刻まれています。

文明 11 年の こ と で す。 西暦で は、

1479 年と なり ま す。 15 世紀、 室町

時代のこ と です。

京の都では、 足利義尚が室町幕府の

第 9 代征夷大将軍と なっていまし た。

いっぽう 、　 関東では武士が各地に

館を構え、 領地争いを繰り 返し ていま

し た。

こ
こ
に
仏
を
表
す
文
字
（
梵
字
）

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
年
号
が

刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

★授業案セッ ト 6 -1 ・ 板石塔婆

・ 解説パネル
・ 年号・ 西暦対照表パネル

板石塔婆セッ ト
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神社の鳥居には、 奉納さ れた年号が書か

れています。 一番古い鳥居を探してみま

し ょ う 。

石碑や石仏にも 年号が刻まれています。

建てられた時代や目的を調べてみましょ う 。

〇校外学習や修学旅行で： 町のあちこちに残されている昔の「 年号」と 、その時代について調べてみまし ょ う 。

板石塔婆の材料は、 緑泥石片岩、 通称「 青石」 です。 堆

積岩の一種で、 力を加えると板のよう に薄く 剥がれる（ 板

状節理） ことから、 庭石などに利用されています。

現在も小川町では採掘されていますが、 緑泥片岩は嵐山

町・ 小川町・ 寄居町・ 長瀞町・ 本庄市等に広がっています。

これらの地域は、「 武蔵七党」 と 呼ばれた有力武士が、 勢

力を張っていた地域であるたことは偶然ではあり ません。

と ころで、 板石塔婆の表面には、 石ノ ミ で削った跡が、

キャタピラの跡のよう に残っています。600年前の石工が、

小さな道具で一つ一つ削った跡から、 石工の仕事を想像し

てみてく ださい。

なお、 南北朝時代の板石塔婆には、 南朝方、 北朝方の年

号が刻まれたことから、 これを建てた武士が、 どちらの勢

力にかかわっていたのかなどを知ることができます。

板石塔婆のルーツは、 お寺の五重塔や三重塔などの「 仏

塔」 です。 本来は、 シャカの骨を納める建物でした。 上部

の三角形（ 山形） や、その下の平行線は、その名残り です。

平安時代末、 シャカの死後、 仏法が衰え、 末法の世とな

り ました。 そこで死後、 阿弥陀如来が住む極楽浄土に生ま

れ変わこと を願う 「 浄土信仰」 が、 隆盛を極めたのです。

板石塔婆の建立は、 この信仰に深く 結びついたのです。

やがて徳川幕府が政権を取り 、 社会が安定し てく ると 、

板石塔婆を建立する文化は衰え、 消滅し まし た。 し かし 、

その伝統は、 お寺の墓地に立つ木製の塔婆となって、 現代

にまで引き継がれています。

なお、 長瀞町の野上下郷（ 秩父鉄道武州樋口駅近く ） に

は、 日本最大（ 高さ 5.37 ｍ） の板石塔婆が建っています。

こんな展開も・ ・ ・

板
碑
解
説
パ
ネ
ル

年
号
・
西
暦
対
照
表
パ
ネ
ル

「
元
文
五
申
年
」

「
寛
政
九
龍
集
丁
巳
」
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過程 学習活動・ 内容 学習用キッ ト 内容 指導上の留意点

2019 年５ 月 「 古代から教室へのメ ッセージ」 ★キッ ト 北部 21 -1

★キッ ト 北部 27

社会科

学習用キッ ト の埴輪を見たり、 触ったり して観察し、 スケッ チを

作成します。

大きさ や色など、 気付いたこ と 、 気になったこ と などを余白に
メ モします。（ 考古学者も観察記録を余白に書いています。）

2019 年９ 月 粘土埴輪の製作 美術科 スケッ チを基に陶芸用粘土で埴輪を製作します。 手などが取れな
いよう に丁寧に作り ます。 製作にあたり、 陶芸指導などの学習支

援を行っている民間会社の協力を得ました。

2019 年 11 月 展示①「 郷土を描く 美術展」 （ 美術科） 2019 年 11 月 30 日・ 12 月１ 日「 第 54 回郷土を描く 美術展」 中

央展示会（ 本庄東小学校体育館） の会場に実物の埴輪・ 児童によ

るスケッチ・ 立体作品の三者が展示されました。

参加者からは好評をいただきました。

2020 年１ 月 展示②八潮市立資料館 （ 社会科・ 美術科） 2020 年１ 月 11 日～ 3 月 10 日　 八潮市立郷土資料館のロビーに埴

輪の写真・ 児童によるスケッチ・ 立体作品を展示いただけました。

児童は、作品が資料館に展示されることをとても喜んでいました。

① 2019 年５ 月。「 古代から 教室へのメ ッ セージ」の一環と して、

学習用キッ ト の埴輪を観察し てスケッ チし 、 気がついたこ

と ・ 感じ たこ と を自由に書き 込む「 観て・ 描いて探る 古代

の謎」 の授業を行いまし た。

出来上がったスケッ チを「 設計図」 と し て、 陶芸用の粘土で埴

輪を作ってみるこ と になり まし た。

② 2019 年９ 月。 実際に埴輪の製作を行いまし た。 学校等を対

象に学習支援をおこ なっている民間会社の協力を受け、 埼玉

県埋蔵文化財調査事業団の職員も 製作指導に参加し まし た。

粘土板を芯にし た新聞紙に巻き付け、 細かなパーツをそこ に取

り 付けます。 個性的な埴輪たちが、 続々と 誕生しまし た。

八潮市立中川小学校第６ 学年における活用例

埴輪をつく ってみよう

～図画工作の授業～

７

★キッ ト 北部 21 -1　 北島遺跡（ 熊谷市）
★キッ ト 北部 27　 　 小前田古墳群（ 深谷市）

小学校　 第５ 学年及び第６ 学年の内容

中学校　 第１ 学年の内容

Ａ 表現（ ２ ） イ

Ａ 表現（ ２ ） ア（ ア）

学習指導要領（ 図画工作・ 美術） との関連
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１ 時限目： 埴輪について学びまし た。

２ 時限目： 実物資料の埴輪を観察し まし た。

３ 時限目： 粘土で「 現代の埴輪」 をつく り ました。

　 　 乾燥だけで固まる 「 はにわ粘土」 を使用しまし た。

４ 時限目： つく った埴輪の鑑賞会と 校内に展示し ました。

１ 時限目： 自分のマーク をデザインし ました。

２ 時限目： 所属や自分の人柄を考えアイ ディ アを広げました。

３ 時限目： 縄文時代のアク セサリ ーの鑑賞です。

　 　 視点①古代と 現代の共通点をさ ぐ り ます。

　 　 　 　 ②生活の中のデザイ ンや装飾について考えます。

　 　 　 　 ③円を活かし たデザイ ンと し ます。

４ 時限目： 円を活かし たマーク のデザイ ンを完成さ せます。

５ 時限目： 缶バッ チを作り まし た。

〇川口市立榛松中学校１ 年生 〇川口市立安行東中学校１ 年生

土偶と埴輪の違いはどこでし ょ う 。 土偶は縄文時代（ 約 16000 ～ 2300

年前） に作られ、 個人や集団の祭祀（ まつり ・ まじない） に用いられたも

のです。 人物像を土偶と言い、犬やカメ の形をしたものを「 動物形土製品」

といいます。

埴輪は古墳時代（ 約 1700 ～ 1300 年前） に、 権力者の墓である古墳に

立てることを目的に作られました。 人物や馬・ ニワト リ といった動物、 盾

や太刀といった武器をかたどった「 形象埴輪」 を複数組み合わせて、 死後

の世界や生前の生活、 儀礼の場面などを表現する群像です。 このほかに古

墳の盛土をいく 重にも取り 囲んだ「 円筒埴輪」 が、たく さん作られました。

③ 2019 年 12 月。『 郷土を描く 美術展』 の中央展示

会が、 本庄市の本庄東小学校で開催さ れ、 中川小

学校児童の作品も 展示さ れまし た。 会場の一角に

特設スペースを設け、モデルの埴輪と 児童のスケッ

チ、 製作した埴輪が並べられまし た。

　 絵画の展示会でし たが、 参加者たちの眼を引いてい　

　 ました。 その後、 児童が製作し た埴輪は、 八潮市立

　 資料館のロビーでも 展示さ れまし た。

こんな活用事例も ・ ・ ・

★キッ ト テーマ別セッ ト 01　 装身具★キッ ト 北部 21 -1
★キッ ト 北部 27




