
地図から地域を読む

作成者：山岸 智弘、小田 孝子

＊本教材案に出している資料は公開許諾は行橋市から受けている。



ここはどこだろう
か？

https://adeac.jp/yukuhashi-city/viewer/mp200010-200010/ezu_genpon/



「大橋村行事村宮市村見取図」（1868年）

＝大橋・行事の中心部
を描いた見取図。



何故、この３つの地区を混ぜてあるのか？

1889年：大橋村、行事村、宮
市村の合併。行橋町に。

1954年：行橋町と延永村、椿
市村、稗田村、今川村、泉村、
仲津村、今元村、蓑島村が合
併。行橋市に。

https://adeac.jp/yukuhashi-city/catalog/mp200010-200010



この資料についての素朴な疑問を挙げてみよう

ルール

•できるだけ「なぜ」を使おう。

•もちろん、「何」「いつ」などを使って
も良い。

☞ できたらメモをして共有。



この資料についての素朴な疑問を挙げてみよう

ルール

•地図のなかの赤のチェックポイントにカーソ
ルを合わせて、解説を読んで、疑問を挙げよ
う。
•社会科系の教科書（地理・歴史）などの記述
を参考にすると良い。副読本（郷土学習）の
記述を使っても良い。

https://adeac.jp/yukuhashi-city/viewer/mp200010-200010/ezu_kaisetsu/



この資料についての素朴な疑問を挙げてみよう

ヒント

•分からない単語はJapan Knowledgeや辞書を
使って引いてみよう。

•くずし字（地図のなかにあるぐにゃぐにゃし
た文字）がわからない場合、教員や司書さん
に聞いたり、miwoを使って調べてみよう。



ダメな問いの例

•この文字は何と書いてあるのか？

•なぜ、この地図には色が使われているか。

•すぐ想定できる問い。

•この地図資料からかけ離れた内容の問い。



素朴な疑問を調べるには…
•例えば…

（１）何故、こんな地図が作られたのか？

（２）何故、こんなに寺や神社があるの？

（３）何故、こんな地域がこんなに色々あっ
て栄えているの？

（４）何故、どのように色分けされている？



これらに答えるために

•受業で習った内容に接続する。

例：1868年に作られている。

＝明治維新の頃

それ以前＝江戸時代に作成開始のはず。

☞江戸時代に何があったか？

どういうことと関係しそうか？



これらに答えるために

•受業で習った内容に接続する。

☞江戸時代に何があったか？

どういうことと関係しそうか？

☞仮説：五街道・参勤交代などと関連？

江戸後期の動乱との関連？

これが本当に繋がるか証拠を見つける。



描かれた物のミクロな部分に注目するには…

☞ 次に、教科書などで出てきたキーワードや

関連事項について基礎的な内容を抑える。資

料集や辞典を使う。

☞ この地方のことも同時に見る。



教科書から…

•歴史（日本史）の教科書の記述を確認しよう！



描かれた物のミクロな部分に注目するには…

☞【続】行橋市の年表を見てみる。

https://adeac.jp/yukuhashi-city/timeline/tm000010

ざっくりとした情報を得る。

それを手掛かりにリンクをたどり、『市

史』を見てみる。



今回の資料からヒントとなる情報は…

キーワード
ゲット！



キーワードを使うと…

•中津街道が細川氏・小笠原氏によって
つくられていることが分かる。

•目的も大体わかる？

•街道沿いの他の地域からの情報も得ら
れるかも？



これらを駆使すると…（例）



これらを駆使すると…（例）



これらを駆使すると…（例）

•地図が作られた理由は？

•栄えた理由は？



より細部を理解するために…

•概説書、専門書

☞ 探し方は？ 図書館のシステムで検索。

☞ より具体的で意味が繋げられたかたちで

説明される。

例：『道路の日本史』（中公新書）

『日本の歴史』など。



例えば…

•中津街道についてであれば…

中津街道・小倉往来に関するキーワード

☞ きっと図書館の「郷土資料」分類

•時代についてであれば…

江戸時代なので…恐らく「210」番台？



より細部を理解するために…

•報告書

☞ 今回でいうと、『歴史の道調査報

告書』など。

☞ 概説書と繋げて考えてみる。



調べるのにつまったら…

•図書館へ

パスファインダー

レファレンスカウンターで質問



得た情報から問いを整理・立て直ししてみよう

•単純に「何故〇〇があるのか？」を膨らま
せよう。

•整理する際に、これまで得た情報で、もう
少し「かっこいい」問いにしてみよう。

＝具体的なものを通じて、すこし大

きなことを考える。



練習問題

•なぜこんなにこの地域が江戸時代・明治初
期に栄えているのか？を探すためにはどう
すればいい？
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