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　グローバル化が進展し世界が急速に変化する中，日本
も少子高齢化による生産年齢人口の減少や，経済の立て
直し，エネルギー政策，領土問題や安全保障など，さま
ざまな課題を抱えています。
　将来を担う子どもたちは，こうした課題を乗り越え，グ
ローバル化する社会の中で言語や文化が異なる人々と主
体的に協働していく必要があります。そのためには，伝
統や文化を継承し，高い志や意欲を持つ自立した人間と
して，他者と協働しながら価値の創造に挑み，未来を切
り開いていく力が求められます。
　育鵬社の教科書は，日本の歴史と文化を語れる真のグ
ローバル人材を育成するための教科書です。生徒一人ひと
りが，日本の歴史に連なる存在であることに気づき，広
い視野に立って家族・地域社会・国家・国際社会と自分
との関係を学ぶことにより，自分の立ち位置を自覚できる構成・内容になっています。
　それにより，日本の国土と歴史に対する理解と愛情を深め，日本の伝統文化と他文化への理解を育み，国家
及び社会の責任ある形成者として必要な公民的資質の基礎を養います。

グローバルな視点から日本と現代社会を語れる教科書

特色 1　“公民の学習の流れが見える”教科書　基
礎的な知識･技能を習得するとともに，社会的事
象を自分事としてとらえられる内容構成で，公民
としての基礎的教養を育みます。
特色 2　「つかむ，調べる，まとめる」問題解決型
学習の教材配列　「つかむ→調べる→まとめる→
表現する」問題解決型学習の教材配列で，知識・
思考・判断・表現の一体化を図りました。

特色 3　段階的に多様な言語活動に取り組める章
構成　各章ごとに，学習の段階に応じた多様な言
語活動を掲載しています。
特色 4　多面的・多角的に考察する力を養う教材　
公民の学習内容と自分の人生や社会とのつながり
を感じられるような教材を充実させました。「現
代社会の見方や考え方の基礎」を習得し，物事を
多面的・多角的に考察する力を養います。

特色 5　現代社会の課題に主体的に向き合う多様
な教材　自分と社会との接点を自覚できるように
多様な教材を充実させました。自立した人間とし
て人々と主体的に協働する意欲と態度を養います。
特色 6　社会に参画する意欲と態度を育てる学習
の充実　主体的に社会に参画する意欲と態度，自
立して社会生活を営むために必要な力を，実践的
に身に付けられる学習を充実させました。

編集の基本方針 　「他人事」でなく「自分事」として現代社会をとらえられる！
　変化の激しい現代社会を生きる生徒が，持続可能な社会の形成者として積極的に社会に参画できる資質能力を
育てたい，との願いから，『新編　新しいみんなの公民』は編集されました。
　本書は，現代の日本の特色である少子高齢化，多文化共生，グローバル化，情報化，伝統文化の継承などの課
題について，生徒が生活目線で考え，判断し，考えを深められるように内容を構成しました。
　学習にあたっては，地理的分野や歴史的分野の学習を生かしつつ，習得した知識や技能，概念などを活用して，
考えをまとめたり深めたりする言語活動を重視しました。さらに，課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に
学ぶアクティブ・ラーニングの視点も取り入れ，社会的事象を自分事としてとらえ，主体的に判断し行動できる
生徒の育成を目指しました。

郷土に貢献し，世界で活躍できる人材を育てたい
　今年の夏は戦後70年の節目の年であり，また４年ぶりの教科書改訂の年でもあります。
育鵬社の『新しいみんなの公民』は，前回ご好評をいただきましたが，今回，全面的なバー
ジョンアップを行い，以前にもまして「学校の先生が教えやすく」「生徒の学ぶ意欲が高ま
る」教科書となりました。
　中学生は多感な年ごろであり，自分は何のために生きているのか，自分の将来像は何か
と，さまざまに模索している時期です。その時にあって，生徒が自らを見つめ直すことが
できる視点，つまり「自分の立ち位置」を確認できる教材を掲載しました。また，大局観を
養い，その上でディテール（細部）を把握できる教材を掲載しました。こうした様々な工夫
により，生徒は大きな興味・関心・意欲を持って各単元の学習に入れます。
　振り返ってみますと，戦後70年には教育の世界にも不毛なイデオロギーが持ち込まれた
時期がありました。こうした一面的な物の見方を排し，生徒が真に学ぶ意欲を高め，多面
的・多角的思考ができる人材となり，自らの故郷に貢献し，ひいては世界で活躍できるよ
うになることを願い編集しました。

川上　和久
明治学院大学教授。昭和32
年東京生まれ。東京大学文
学部社会心理学科卒。専攻
は政治心理学，戦略コミュ
ニケーション論。
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基礎的・基本的な知識や技能を
しっかり身に付ける

現代社会の見方や考え方を身に付け，
思考力・判断力・表現力を育む

課題に主体的に向き合い，
社会に参画する意欲と態度を養う
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1特色
　生徒が基礎的な知識･技能を習得できるように教材を充実させま
した。また，社会的事象を自分事としてとらえられる教材を各章
にバランスよく配置し，全体を構成しました。生徒の学習意欲を
高め，持続可能な社会を実現するための公民としての基礎的教養
を育みます。

p.4 「人生モノサシ」
p.10 「発見！　現代社会の特色」

など

“公民の学習の流れが
見える”教科書

ポイント

アクティブ・ラーニングの例

本書の基本構成

私たちを
取り巻く
課題

¹2011年３月11日，東日本大
だい

震
しん

災
さい

が発生。巨大津
つ

波
なみ

により多
くの街と人が飲み込まれ，１万5000人以上の死者，2000人以
上の行

ゆ く え

方不明者を出した。（宮城県岩
いわ

沼
ぬま

市）

⓾日本固有の領土である北
ほっ

方
ぽう

領
りょう

土
ど

は，ソ連とロシアに約70年
もの間，不法占

せん

拠
きょ

されている。日本の領土として確定した
1855年の日

にち

露
ろ

和
わ

親
しん

条約調印日の２月７日は，「北方領土の日」
と定められている。（北海道国

くな

後
しり

島
とう

）

♸東日本大震災による地震と津波により水素爆発を起こした
福島第一原子力発電所。その後，日本各地では原子力発電や
エネルギー政策のあり方について，さまざまな議論が行われ
ている。（福島県大

おお

熊
くま

町
まち

，2011年）

²「此
こ

処
こ

より下に家を建てるな」。明治と昭和の二度にわた
る三

さん

陸
りく

大
おお

津波で壊
かい

滅
めつ

的な被害を受けた岩手県宮
みや

古
こ

市の姉
あね

吉
よし

地
区は，その後，石

せき

碑
ひ

を建
こん

立
りゅう

。この石碑のとおり坂の上で暮ら
してきた家

か

屋
おく

は，東日本大震災の津波の被害をまぬかれた。

⓫日本固有の領土であるにもかかわらず，韓
かん

国
こく

が不法占拠し
ている竹

たけ

島
しま

。島根県では，1905年２月22日に県知事が所属を
明らかにする告

こく

示
じ

をしてから100周年に当たる2005年に，そ
の日を「竹島の日」と定めた。（島根県隠

お

岐
き

の島
しま

町
ちょう

）

♹神奈川県営初のメガソーラー。横浜スタジアム約2.5個分
の敷

しき

地
ち

に約8000枚の太陽電池パネルを設置し，一般家庭約
520軒

けん

分の電気を作ることができる。このような新しいクリー
ンエネルギー開発への取り組みが各地で行われている。

³三陸鉄道は東日本大震災で線路や駅などに大きな被害を受け
たが，2014年４月に完全復

ふっ

旧
きゅう

した。記念列車の出発を祝う地元
の人たち。三陸鉄道は2013年のNHK朝の連続テレビ小説『あ
まちゃん』の舞台にもなった。（岩手県大

おお

船
ふな

渡
と

市）

⓬尖
せん

閣
かく

諸
しょ

島
とう

沖の日本領海内に侵入し航行する中国の海洋監視船
（右端）から魚

うお

釣
つり

島
じま

（後方）を守る海上保安庁の巡
じゅん

視
し

船
せん

。沖縄
県石

いし

垣
がき

市は尖閣諸島が1895年1月14日に沖縄県に編入された日
を「尖閣諸島開拓の日」と定めた。（沖縄県石垣市，2012年）

♶日
にっ

経
けい

平均株価の終
おわり

値
ね

を示す電光ボード。日本経済の長期に
わたるデフレ化と景気低

てい

迷
めい

に対し，政府は，「大
だい

胆
たん

な金融政策」
「機

き

動
どう

的な財政政策」「民間投資を喚
かん

起
き

する成長戦略」という
「三本の矢」を打ち出した。（2014年）

⓭国連平和維持活動（PKO）で南スーダンで活躍する自衛
隊が設置した歩道橋を渡る子どもたち。日本は，国連を中心
とした国際社会の平和と安定を求める活動に対し，資金面だ
けでなく，人的な面でも協力している。（2013年）

⓼問題の早期解決をめざし，集会で北
きた

朝
ちょう

鮮
せん

への経済制裁を訴
える，拉致被害者家族連絡会の横田滋

しげる

さん（左），早
さ

紀
き

江
え

さ
ん夫妻。後方は13歳のときに北朝鮮に拉致された娘の横田め
ぐみさんの写真。（東京都千

ち

代
よ

田
だ

区，2005年）

♷2014年４月１日，消費税の税率が，５％から８％に上がっ
た。新しい運賃表を公表するＪＲ新

しん

宿
じゅく

駅。政府は，年間約
５兆円と見込む増税分を年金や医

い

療
りょう

，少子高齢化対策，子育
てなど社会保障分野にあてるとしている。

⓮J
ジャイカ

ICA（国際協力機構）は，日本の政府開発援助（ODA）
を一元的に行う実施機関として，発展途上国への国際協力を
行っている。（台風被害を受けたフィリピン・レイテ島で診

しん

察
さつ

をするJICAの医療チーム，2013年）

⓽老人ホームの１階に開所した保育園では，お年寄りと保育
園児との交流が好評だ（鹿児島県鹿児島市）。少子高齢化の
中で，安心して子どもを産み育てられ，お年寄り世代が生き
がいをもてる環境整備が求められている。

東日本大震災，少子高齢化，
拉
ら

致
ち

，領土問題……。どのよ
うな課題があるか確認しよう。

❶ ❷

➡
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1 保育所
2 駅の案内 10 うなぎ屋

12 和菓子店

13 インド料理の店

11 スーパーマーケット

3 学童保育

4 介護施設

発見！現代社会の特色
現代社会にはどのような特色が見られるか，私たち
の町を探検してみましょう。

■現代社会を右ページの上にある四つの特色か
ら整理すると，それぞれの写真はどの特色に
関係が深いか，番号を表に書いてみましょう。

現代社会にはどのような特色が見られ
るかを理解し，私たちはこの社会にど
のようにかかわっていく必要があるか
について学んでいきましょう。

夏祭りの神
み こ し

輿の担
かつ

ぎ手
が不足していたのです
が，最近，ボランティ
アの若者が入り，担ぎ
手が増えました。

学童保育はど
のような子ど
もたちのため
にあるのかな。

高齢者に対し
どのようなケ
アがなされて
いるのかな。

うちの学校は，オーストラ
リアの学校と姉妹校だよ。

仕事と子育ての両
立のためには，ど
ういうしくみが必
要なのかな。

駅の表示は日本語以外にどこの
国の言葉で書かれているかな。

年々，新しい
機種が発表さ
れているね。

最近は，スマート
フォンで映画やマ
ンガを見ている人
も見かけるわ。

商品の管理は
すべて機械で
行っているよ。

公共施設

まちかど

商店街

そろそろ，土
用の丑

うし

の日ね。

世界中から食材が輸入さ
れていることがわかるね。

このお店は江戸時代寛永年間
から開いているんだって。何
年間続いているのだろう。

あちらにはタイ料理の店
もある。最近，外国の料
理店が増えているね。

5 中学校

6 神社
7 携帯電話ショップ 9 ＤＶＤレンタル店

8 コンビニエンスストア

グローバル化（国際協調，国際分業など，国境をこえて世界との結びつ
きが強まること）➡p.12

情報化（情報通信技術の進歩により，社会が変化すること）➡p.14

少子高齢化（子どもの割合が減り，高齢者の割合が増えること）➡p.16

伝統と文化の継承と創造（古くから受け継がれてきた，生活の中での
考え方や習慣，信仰など）➡p.24～ 37

現
代
社
会
の
四
つ
の
特
色
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第３節　現代社会をとらえる見方や考え方

じ条件になるようにしたりするなど，さまざまな意味合いがあります。
　上の事例で，多くの時間を費

つい

やすことが無駄とすれば，じゃんけ
んやくじ引きで決めたほうが，短時間で効率的でしょう。しかし，
その決め方で選ばれた人はクラス劇にとって最良の人になっている
でしょうか。
　そこで，できる限りみんなが納得するように，十分に時間をかけ
て話し合い，その上で多数決をとって決めたほうが，公正になるか
もしれません。物事を合意にもっていくには，手続きの公正，機会
の公正，結果の公正に十分配

はい

慮
りょ

する必要があるでしょう。

人と人とが集まる社会では，みんなで協力しなが
ら物事を進めることがたくさんあります。でも，

ときには意見が異
こと

なってしまい，対立が生じて，まとまらないこと
もあるでしょう。
　例えば，家族で出かけようとするとき，遊園地やデパート，海水
浴や登山など，一人ひとりが行きたいところを主張して意見がまと
まらなければ，いつまでも出かけられません。
　このような対立が生じたときはどうすればいいのでしょうか。自分
の意見を主張することは大切ですが，おたがいが強く主張ばかりして
いるだけでは，意見が一

いっ

致
ち

しません。私たちは，一人ひとり異なる個
性をもった個人であるとともに，社会集団に属する人間でもあります。
　そのため，社会生活での物事の決め方はどうすることが望ましい
のか，考える必要があります。みんなが納得できるように，解決策
を話し合い，何らかの決定を行い，合意する努力をしていかなけれ
ばなりません。

合意する努力がされるとき，必要な考え方に効率と
公正があります。効率は無

む

駄
だ

を省
はぶ

くという考え方で
す。公正は不利益をこうむっている人をなくそうとしたり，みんなが同

1 対立から合意へ

　現代社会をとらえる基本的な見方
や考え方について学びましょう。

対立と合意

効率と公正

　身近な学校生活における問題を一つ取りあげて，グループで対立と合意，効率と
公正を用いながら考えてみましょう。

対立 合意公正

効率

「公正」は，合意への手続きについての公正さや，合意される内容の公正さについて検討します。
●手続きの公正…みんなが参加して決めているか，だれか参加できていない人はいないか。
●機会の公正……不当に不利益をこうむっている人はいないか。
●結果の公正……みんなにそれぞれ妥

だ

当
とう

な結果になるか。

　「対立」が生じた場合，多様な考
え方が集団の中でともに成り立つ
ことができるように，また，たがい
の利益が得られるように，なんらか
の決定を行い，「合意」にいたる努
力がなされます。

「効率」は，「無
む

駄
だ

を省
はぶ

く」という考え方で
す。合意される内容が，無駄を省く最

さい

善
ぜん

のものになっているかを検
けん

討
とう

します。

演技だけうまけ
りゃいいっても
んでもないだろ。

時間をかけてでも
演技のうまい人に
決めるべきよ。

もうじゃんけんでいい
じゃん。すぐ決まるし，
文句ないでしょ。

そんないいかげんな
決め方，よくないと
思います！

オーディション
する？

じゃあ，多数
決はどう？

①あなたなら，だれに任せるべきだと考
えますか？　その理由も考えましょう。
②自分の意見がはっきりしたら，隣の席
の人と話し合ってみましょう。
③次に，グループの人と話し合って，グ
ループで意見をまとめましょう。
④最後に，クラス全員で話し合ってみま
しょう。
⑤クラス全員での話し合いがまとまらな
い場合，まとめるためにどのような方
法を採ればよいでしょうか。

左の漫
まん

画
が

を見て，以下の①〜⑤に
ついて考えましょう。

だれにしよう……まだ決まっていな
かった，今度の文
化祭の劇主役をこ
の場で決めたいと
思います。

立候補者が３人い
ます。どういうや
り方で決めたほう
がいいかな？

■次の事例について，クラスメートとどうするべきか考えてみましょう。

Ａさん
・演技力抜

ばつ

群
ぐん

。
・芸能界デビューを果
たした芸能人の卵。
・しかし，芸能活動の
ためにときどき大切なときに，やむを
得ず文化祭の練習を休まなければなら
ないことがある。

Ｂさん
・学級委員長で統

とう

率
そつ

力
抜群。
・みんなからの信頼は
厚く，この人物に任

まか

せれば劇全体もうまく進行するにちが
いない。
・ただし，演技力に劣る部分がある。

Ｃさん
・真

ま

面
じ

目
め

が取り柄
え

。
・クラスでは目立たな
い存在だが，みんな
が嫌がる仕事を自ら
進んで引き受ける縁の下の力持ち。
・卒業を前に自ら立候補するも演技力は
未知数。

第3節 現代社会をとらえる見方や考え方

1イタイイタイ病訴訟で企業責任を追
及する患者代表ら（上，1973年）と，全面
解決の合意書を交わした企業社長と被害
者代表（下，2013年）

⬅p.18

➡p.166

　「人間は社会的な存在」といわれるように，さま
ざまな社会とかかわりをもたずには生きていけませ
ん。私たちは生まれるとまず家族，次に学校，部
活動，働き出せば職場などとかかわりをもちます。
　それから，普段，意識することは少ないでしょう
が，市町村や都道府県など私たちが住んでいる地
方の自治体，自分の国，さらには世界など，さまざ
まな社会とかかわりをもっているのです。
　私たちは，これらの社会を構成している一員で

　とはいえ，現実社会では理想どおりにいかない
ことが数多くあります。世界では，不平等や差別，
自由のない社会，劣

れつ
悪
あく
な環境での生活，さらに戦

争や飢
う
えに直面している人々も多くいます。

　日本でも，震
しん
災
さい
の被

ひ
害
がい
など大きな課題を抱えて

います。これらの課題を，私たちが自分にもかかわ
りのあることとして考え，解決のために努力してこ
そ，よりよい社会がつくられていくのです。
　理想の国や社会は自然に生まれてくるものでは

あると同時に，その社会を支えていく役割も担
にな
って

いるのです。
　この役割を果たすためには，基本的な知識や能
力が必要となります。知識や能力を身につけるには，
日本という国，都道府県・市町村などの地方自治体，
そして，国際社会の政治や経

けい
済
ざい
のしくみがどのよ

うになっているのかを知る必要があります。
　そのために私たちは公民の学習をするのです。
また，公民を学ぶことによって，社会を正しく見る
目を鍛

きた
え，何が正しくて何が間違っているかを判

断する能力を養うことができるのです。 

ありません。私たちが努力して実現させるものなの
です。
　私たちは社会科の公民を学び，知識とともに，
自分のためだけでなく，他者のため，公のために努
力する気持ちと，正しいと思ったことを実行する力
を身につけていきたいものです。
　そして，自分の幸福を求めると同時に，国と社
会を支えることのできる「公民」へと成長してい
きましょう。

5

10

5

10

なぜ「公民」を学ぶのか2 「公民」への成長3

　　　　　現代社会については，その特色と文化，見
方や考え方について学習します。（第１章）

　　　　　経済については，そのしくみと働きについ
て学習します。（第４章）

　　　　　政治については，日本国憲法と人権，日本の
政治のしくみと働きについて学習します。（第２・３章）

　　　　　国際社会については，そのしくみや，世界
の抱える問題について学習します。（第５章）

現代社会

経　済

政　治

国際社会

私

父母

子

子孫

家庭

家族

地域社会

国際社会

国家

郷土 日本 世界

歴 史

地 理

公 民

祖先

祖父母

在
現

来
未

去
過

時間的つながり＝タテ軸

地理・歴史・公民の概
がい

念
ねん

図

3なぜ「公民」を学ぶのか？2 なぜ「公民」を学ぶのか？
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　みなさんは社会科の学習で，これまで「地理」と「歴
史」を学んできました。
　右ページの球体の図を見てください。地理では，
私，家庭，郷土，日本，世界という「空間的ひろが
り（＝ヨコ軸

じく
）」から，日本と世界の現在を学びまし

た。
　歴史では，過去から現在，現在から未来に向かう
「時間的つながり（＝タテ軸）」から，日本の歴史を中
心に学びました。つまり歴史は，祖先から祖父母，
父母，いまを生きる私と未来の子孫へと向かう「い
のちのつながり」を学ぶことだともいえるでしょう。
　では，社会科のまとめとしてこれから学ぶ「公民」
とは，どのような学習なのでしょうか。

　アメリカの第35代大統領のケネディ（1917～63）
は，大統領就任演説でアメリカ国民に， 「国があなた
のために何をしてくれるかを問うのではなく，あな
たが国のために何ができるのかを問おう」と訴

うった
えた

ことがあります。 
　「公の民」と書く公民は，このように自分を国や社

会など公の一員として考え，公のために行動できる
人のことをいいます。 
　もちろん，私たちには個人として自由に生活し，
自分を表現し，幸福を追求していく権利がありま
す。これはとても大切なことです。 
　同時に，自分のことだけでなく，家族や友人，自
分の所属するグループ，地域社会，国，さらには恵
まれない状況にある人たちなどのことを思いやり，
そのために活動するということも大切なことです。
　また，社会にはさまざまな問題があります。それ
らの問題を自分にもかかわりのあるものとしてとら
え，みんなの幸福や利益のために問題を解決しよう
と努力することも大切です。
　つまり，自分以外のもののためにも，努力し活動
できる人が公民なのです。
　再び右ページの球体の図を見てみましょう。公民
は，空間的ひろがりと，おもに現在から未来に向け
た時間的つながりの中で，家族，地域社会，国家，
国際社会を学んでいく科目といえます。
　そして，この球体の図の中心には，みなさん一人
ひとりの「私」がいることを覚えておいてください。

なぜ「公民」を学ぶのか？

「公民」とは何か1

さあ，これから
「公民」を学び
ましょう。

「公民館」って
言葉は聞いたこ
とあるけど……。

「公民」って
何を学ぶの？

　上の図は，1歳分の年齢を４ミリ幅で示した「人
生モノサシ」です。この教科書で学ぶみなさんは中
学校３年生，★印がついたほぼ15歳のところを生
きています。
　みなさんがこれまで生きてきた人生をふり返っ
てみると，七五三の時にお宮参りをし，大

おお
晦
みそ
日
か
には

除
じょ
夜
や
の鐘

かね
を聞き，初もうでには神社に参拝したりし

た経験をもつ人がいるでしょう。みなさんは，この
ように日本の伝統文化と密接にかかわって生きて
おり，これからの人生でも同様です。
　この教科書の26～29ページには日本の伝統文化
が紹介されています。その項目を読み日本文化に
関心をもってほしいと思います。
　さてみなさんは，来春，義務教育の期間として
の中学校を卒業すると，社会人として働くことが
認められます。現在では，ほとんどの人がより高い
教育を受けるために高校や高等専門学校（高専）な
どに進学しています。さらに大学や専門学校に進
み，専門的な知識や資格を身につける人も少なく
ありません。この期間は，上の図❶の「学校教育
の時代」といえます。

　　　　　
　この公民教科書の学習には，みなさんの人生に
役立つ内容が数多く含まれています。
　自動車の運転を例にあげてみましょう。みなさん
は18歳になれば，国家資格としての自動車運転免
許を取得することができます。そのためには，運
転技術とともに道路交通法という「法律」やそれに
関連する規則を勉強し，試験に合格しなければな
りません。
　次に免許を取得して，実際に運転する状況を思
い浮かべてみましょう。車は道路を走ります。道
路には，信号や横断歩道が設けられ，また高速道
路なども整備されます。これらは，「政治」のはたら
きによるものです。
　運転する自動車を購入する際には，販売店と契

けい

約
やく
を結び代金を支払います。また，事故に備え保
険をかけます。これは「経

けい
済
ざい
」にかかわることです。

　さらに，海外で自動車を運転したいと思ったら国
際運転免許証が必要になります。条約を締

てい
結
けつ
して

いる国で手続きを行い交付されますが，こうした
条約などは「国際社会」に関連します。
　このように，自動車の運転ひとつをとっても「法

　この時代を終えると，みなさんは働いて収入を
得る❷の「社会人の時代」を迎えます。企

き
業
ぎょう
に就職

したり，公務員となって自治体や国の機関で仕事
をしたり，また家業を手伝い，それを継

つ
ぐ人，自分

で経営する人もいます。
　自分で生活できるようになると，多くの人は結婚
し家庭をもちます。子どもが生まれれば，子育て
に取り組む❸の「親の時代」が始まります。
　子どもが成長するにつれ，下の表のように多く
の教育費がかかるようになります。みなさんの保
護者もまた，このような負担をしてくれています。

律」「政治」「経済」「国際社会」が関連しますが，この
公民教科書では，こうしたことを学習できるのです。
　もう一度，上の人生モノサシを見てください。
　みなさんのこれからの人生と，この公民教科書
に関連する例として，少年法，選挙権，少子化，
裁判，年金，高齢化といった項目を記

しる
しています。

　これはあくまで一例です。これ以外にも自分に
関連すると思う項目をこの教科書から探し出して
みてください。

　　　　　　
　　　　
　さて冒

ぼう
頭
とう
に記したように，義務教育期間としての

中学校を卒業すると，人生の選択の幅が増え，自
分の進路をどうするかが問われてきます。
　これを考える上で参考になるのが，右側にある
【自分の過去・現在・未来シート】です。上の人生
モノサシを参考にしながら，このシートに事項を書
き込み，自分のすがたを思い描いてみましょう。
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1幼稚園から高校までの教育費

2大学に進んだ場合の教育費

人生モノサシと自分の人生 これからの人生と公民教科書

自分の将来設計

教育費はど
れくらいか
かるのかな。

【12はいずれも生命保険文化センター調査ほか】

この教科書には，
私たちのこれから
の人生にかかわる
ことが，たくさ
ん出ているよ。

そうよ。だから義務
　　　　教育の最後
　　　　の段階で公
　　　　民を学習す
　　　　るのよ。

①
学校教育の
時代

②
社会人の時代

③
親の時代

公民教科書
との関連
（一例）

人生モノサシ 15歳からの自分の過去・現在・未来
現在過去 未来

年齢
項目

自宅 下宿

大
学

国公立 499 808

私立文系 700 977

私立理系 830 1110

短期大学 365 510

（単位：万円）

国立
公立 私立

幼稚園 67 163

小学校 185 836

中学校 144 371

高　校 155 293

小　計 551 1663

（単位：万円）

4 人生モノサシ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

保育園や幼稚園誕
生

★

小学校 中学校 高校

高専

大学 大学院

義務教育の期間

学校教育を卒業し社会人となる

結婚（平均結婚年齢　男 31歳　女 29歳）

出産・子育て・家庭教育

少年法
➡p.65

選挙権
➡p.74,90

少子化
➡p.16

裁判
➡p.104～111

年金
➡p.162～165

高齢化
➡p.16

④高齢期
（平均寿命　男＝ 79歳、女＝ 86歳）

少子化と右はじに書
かれている高齢化の
関連を考えてみよう。

どんな時に裁判が
起きるのだろう。

お母さんが年金のこ
とを心配していたわ。

みなさんが，これ
までの人生で日本
の伝統文化にふれ
た経験は何かな。

選挙権を得るとどのよ
うなことができるかな。
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44 45第２章　私たちの生活と政治ー日本国憲法の基本原則ー 法の入り口

　当然のことですが，家族のだれもがケーキを公平に分
けてもらう，つまり，差別されることなく人として平等な
扱いを受ける権利をもっています。では，ケーキを人数で
等分すればよいでしょうか。家族にはそれぞれの立場の
違いや意見があります。それらにも配慮して分ける必要が
あるでしょう。
　このように，私たちが生活している社会は，さまざまな
立場や考え方の人により構成され，そのような人たちの活
動によって運営されています。しかし，運営のためには，

　第２章では，まず「法」に関する基本的な見方や考え方を学びます。
　次に法の中でもっとも上位にある日本国憲法の基本原則である，基本的
人権の尊重，国民主権，平和主義の主旨について学びます。特に基本的人
権については，社会に生きるさまざまな人々の人権を尊重するために，憲
法がどのように権利を保障しているのかを見ていきましょう。
　さらに，日本国憲法の課題や，改正する場合のしくみなどについても学
んでいきます。
　これらを理解し，国民主権を担う公民として生きるために，法の役割は
どのようになっているのかを考えていきましょう。

どのように運営するのか，また，問題が発生したときにど
のように解決するのか，それを調整するのは簡単ではあり
ません。社会の一人ひとりの権利を尊重し，それぞれの立
場や利害にも配慮しながら，できるだけ多くの人々が納得
できるような社会のルールをつくることが「法」です。「法」
は人々の機会の平等，手続きの公正を保障しながら，基本
的人権を守り，また結果としての平等にも配慮しています。
　第２章では，身近なきまりや学校でのルールではなく，
国が定める憲法や法律など「法」に関する基本的な見方や
考え方を身につけ，日本国憲法の内容について学んでいき
ます。

法の入り口
　今日はあなたの誕生日です。祖父母がプレゼントとしてケーキを買ってきてく
れましたが，そのケーキを見つけた弟がこっそり一部を食べてしまいました。で
は，そのケーキを家族みんなでどのように分けたらよいか，考えましょう。

1　ナイフを受け取ったあなたは，どのようにケーキを分けますか？　家族の意見を調整して，
みんなが納得すると思われるケーキの分け方を，下の絵に書き入れましょう。また，なぜその
ように分けたのか，理由を書きましょう。

2　クラスで，自分の考えた分け方と理由をそれぞれ発表しましょう。 

3　みんなの発表を参考にして，クラスで以下の観点について話し合いましょう。
　①家族全員の意見を聞き入れているか。聞き入れていない場合，なぜその意見を聞き入れなか

ったのか。
　②どのような理由だとだれもが納得するか。
　③どのような分け方だとだれもが納得するか。 

■下の漫
まん
画
が

を読んで，1～3の問いに答えましょう。

今日は中学３年生のあなたの誕生日

少し食べられてる！

お
か
あ
さ
ん

あ
な
た

お
ば
あ
ち
ゃ
ん

お
じ
い
ち
ゃ
ん

弟
・
ひ
ろ
ゆ
き

バースデーケーキ
を買ってきたぞ。

あっ，
ケーキ
がある！

わーいケーキだ！
どんなのかな……。

ただいまー。
おじいちゃん，
おばあちゃん，
こんにちは！

私はあまり食べら
れないから，少し
でいいわよ。

お誕生日
おめでとう！

ぼくも，もっと
食べたいよ～。

私はあまりお腹がすいてい
ないから，みんなで仲良く
分けて食べていいんだよ。

ひろゆきに
も少しは分
けてあげな
さいよ。

仕事で少し帰りが
遅くなるから，私
の分はみんなで分
けて食べなさい。

私はダイエット中
で糖分を控えてい
るから，少しにし
ておくわ。私の分
も食べなさい。

どうやって分け
ようかしら……。

お
と
う
さ
ん

①
②

③

④

⑤

とうぶん

❸命令・規則

❷法律
りつほう

憲法
❶
ぽうけん

せっかくケーキを買っ
てきてくれたおじい
ちゃんとおばあちゃん
にも気持ちよく食べて
もらいたいし……。

勝手に食べた
弟にも分ける
必要があるの
かしら……。

どうして法を学ぶの？ 法を学習するにあたって

1法の構成 ➡p.47

理由

第５章　私たちと国際社会の課題
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196 197第２節　持続可能な社会をつくるために
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10

15

地球温暖化が進むと，自然環境や生活環境に深刻
な影響をおよぼし，地球上の生態系を大きく変動

させるのではないかともいわれています。
　このような国境を超えた地球環境問題に対して，国際社会は1992
（平成４）年にブラジルのリオデジャネイロで国連環境開発会議（地
球サミット）を開き，約180か国が参加しました。
　この会議では，持続可能な開発に関するリオ宣

せん

言
げん

が採
さい

択
たく

され，地
球温暖化を防止するための気候変動枠

わく

組
ぐみ

条約に多くの国が調印し
ました。
　そして1997（平成９）年には，地球温暖化防止京都会議が開かれ，
地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排

はい

出
しゅつ

量の削
さく

減
げん

目標を定め
た京都議

ぎ

定
てい

書
しょ

が採択されました。2002年には南アフリカ共和国で「持
続可能な開発に関する世界首

しゅ

脳
のう

会議（環境開発サミット）」が開かれ
ました。
　しかし，各国のさまざまな利害を調整することは容易ではありま
せん。地球環境問題を重視する国々と，今後ますます工業化を進め
雇用と所得の拡大をめざす発展途

と

上
じょう

国
こく

などで，こうした問題への取
り組み姿勢に大きなちがいがみられます。それが国際社会の現実で
す。地球環境問題を改善するためには，国際協調をいっそう進めて
いくことが必要です。

現代の世界がかかえる深
しん

刻
こく

な問題のひとつが地
球環

かん

境
きょう

問題です。生命をはぐくむ環境が地球的規
き

模
ぼ

で汚
お

染
せん

され，自然が破
は

壊
かい

される現象が進行しています。
　工場の排煙や自動車の排ガスから出る窒

ちっ

素
そ

酸化物などによる強
い酸

さん

性
せい

の雨（酸性雨
う

）が森林被
ひ

害
がい

をもたらしています。地球をとりま
いて太陽からの紫

し

外
がい

線
せん

を吸
きゅう

収
しゅう

するはたらきをもつオゾン層
そう

は，フロ
ンガスによって破壊されています。
　また，無

む

秩
ちつ

序
じょ

な森林伐
ばっ

採
さい

，焼
やき

畑
はた

耕
こう

作
さく

などによる熱帯林の減少や砂
さ

漠
ばく

化
か

は，地球の気候に影
えい

響
きょう

をおよぼすと予測されています。そして，
石炭，石油などのエネルギー資

し

源
げん

は，二酸化炭素などの温室効果ガ
スを発生させ，地球温

おん

暖
だん

化につながるのではと指摘されています。
　これらの環境問題は，科学技術の発

はっ

展
てん

にともなって生み出された
大量生産，大量消

しょう

費
ひ

，大量廃
はい

棄
き

という現代の経
けい

済
ざい

や生活のあり方と
切りはなせません。
　快適さや便利さを追い求める現代の暮

く

らしは，地球の限りある資
源とエネルギーの大量消費により成り立っています。そうした経済
活動が地球的規模で拡

かく

大
だい

すればするほど，問題はさらに深刻化する
でしょう。

1 地球的規
き
模
ぼ
の

環
かん
境
きょう
問題

　地球的規模の環境問題について，
その原因や取り組みを考えてみまし
ょう。

第2節 持続可能な社会をつくるために

さまざまな
地球環境問題

持続可能な社
会へ向けて

4地球環境問題に関するおもな条約

■ワシントン条約　1973年
　絶

ぜつ

滅
めつ

のおそれのある野生動植物の種の
国際取引に関する条約。

■ラムサール条約　1971年
　特に水鳥の生息地として国際的に重要
な湿

しっ

地
ち

に関する条約。日本では釧
くし

路
ろ

湿
しつ

原
げん

などが指定されている。

■砂漠化対処条約　1994年
　深

しん

刻
こく

な干ばつ又は砂漠化に直面する国
（特にアフリカの国）において砂漠化に対
処するための国際連合条約。

1「トトロの森」（埼玉県所
ところ

沢
ざわ

市）　
日本では長い間，人々が雑木林を擁

よう

す
る里山の恵みを受けながら，生活して
いました。しかし，近年，雑木林が放
置され，荒廃するようになったため，
市民からの寄付金により森を買い取り，
保全する取り組みが行われています。

太
　陽
　　か
　　　ら
　　　　の
　　　　　光

熱

   熱
  の
 放
出

熱
 の
  放
   出

熱
を
吸
収

温室効果ガス
温室効果ガス

熱
を
も
っ
と
吸
収

熱

太
陽　

か　　
ら　　　

の　　　　
光　　　　　

約200年前の地球 現在の地球

産業革命の始まった頃の
二酸化炭素の濃度は

約280ppm
でした。

ppm：気体の容積比を示す単位で，100万分の１を表します。1m3の
大気中に1cm3の気体が含まれる場合は，1ppmとなります。

二酸化炭素の濃度は，
現在では
370ppm

を超えてしまいました。

総数
303億トン
（2010年）

中国
24.0％

アメリカ
17.7%

5.2
 %

5.4%

3.8
   %

京
都
議
定
書
削
減
義
務
国 

25.4
％

ロ
シ
ア

ドイツ 2.5%
カナダ 1.8% 日

　本イギリス 1.6%

韓国 1.9%
かんこく

イ
 ン
  ド

ブラジル 1.3%

オーストラリア
1.3％

その他
削減義務国

その他
27.5%

9.2％

【「世界国勢図会 2013/14」】

3地球温暖化のメカニズム

5地球環境問題に関する世界の動き

2中国の大気汚染を伝える
新聞記事（2013年）　被害は日
本にもおよんでいます。

地球温暖化は
何が原因なん
だろう。

6各国の二酸化炭素排出量　中国とアメリカの排
出量が世界の約40％を占

し

めますが，アメリカは先進
国で唯

ゆい

一
いつ

，京都議定書を離
り

脱
だつ

しており，中国は発展
途上国という理由から規制対象外となっています。

1967 日本で公害対
たい

策
さく

基本法
ほう

が制定
1971 日本で環境庁が設置される／ラムサール条約採

さい

択
たく

1972 国連人間環境会議
1973 ワシントン条約採択
1985 オゾン層保

ほ

護
ご

のためのウィーン条約採択

1992
国連環境開発会議（地球サミット）開

かい

催
さい

・リオ宣
せん

言
げん

採択，気候変動枠
わく

組
ぐみ

条約に各国が調印
1994 砂漠化対

たい

処
しょ

条約採択

1997
地球温暖化防止京都会議（ＣＯＰ３）
　・京都議

ぎ

定
てい

書
しょ

採択

2009

国連気候変動サミット
・「日本は排

はい

出
しゅつ

量を2020年までに1990年比で25％削
さく

減
げん

す
る」と鳩

はと

山
やま

由
ゆ

紀
き

夫
お

首
しゅ

相
しょう

が演説
ＣＯＰ15 開

かい

催
さい

（コペンハーゲン）
・温室効果ガス削減目標の義務づけ見送りに
※ＣＯＰ：国連気候変動枠組条約締

てい

結
けつ

国会議

日本と中国，
アメリカの排
出量を比べて
みましょう。
どのような違
いがあるでし
ょうか。

　環境を破壊してしまうような乱開発や，
その場しのぎの開発などをやめ，今，生
活している人々が利益を受けながら，将

しょう

来
らい
の世代も開発の恩

おん
恵
けい
を受けることので

きるような開発のことをいいます。

7持続可能な開発

　地球環境問題について，国際協調を進めていく上での課題について，80字以内
でまとめましょう。

8京都議
ぎ

定
てい

書
しょ

の内容

　①先
せん

進
しん

国
こく

は2008～2012年に，温室効果
ガスの総排出量を1990年に比べて全
体で少なくとも５％削

さく

減
げん

する。国別
では日本６％，アメリカ７％，EU
８％削減。

　②途
と

上
じょう

国
こく

に対しては，数値目標などの
新たな義務は導

どう

入
にゅう

せず。
　③排出量取引や，クリーン開発メカニ
ズムなど，国際的に協調して目標を
達成するためのしくみを導入。

　・対象ガス：二酸化炭素，メタン，一
酸化二窒

ちっ

素
そ

，ＨＦＣ，ＰＦＣ，ＳＦ６
　・吸

きゅう

収
しゅう

源
げん

：森林等の吸収源による温室
効果ガス吸収量を算入

➡p.200

208 第５章　私たちと国際社会の課題

□多国籍企業

□国際法

□ＮＧＯ・ＮＰＯ

□領土・領海・領空

□主権国家

□排他的経済水域

□愛国心

□日章旗（日の丸）

　・君が代

□国際連合

□安全保障理事会

□国連平和維持活動

　（ＰＫＯ）

□地域紛争

□自由貿易

□世界貿易機関

　（ＷＴＯ）

□ヨーロッパ連合

　（ＥＵ）

□外交

□国益

□政府開発援助

　（ＯＤＡ）

□国際協力機構

　（ＪＩＣＡ）

□地球温暖化

□持続可能な社会

学習のまとめ

重要語句の確認 下の図の，「国際協調，国際連合」「環境問題，食料問題，資源・エネルギー」「国防，国家主権」
のそれぞれに当てはまるものを，左側の重要語句から選んで入れましょう。

1

戦後，日本は国際社会に多大な貢
こう

献
けん

をしてきました。その柱となる政府開発援助（ＯＤＡ）につい
て，以下の問いに答えましょう。

⑴　日本は発展途上国に対して，どのような援助を行ってきたか，例をあげてみましょう。
⑵　近年，ＯＤＡはどのように見直されているでしょうか。以下の語句を使って説明しましょう。

2

あなたのクラスでは給食を残す人が多く，給食委員のあなたは困っているとします。そこで，給食
委員会では毎日残量を計測しました。その上で，クラスでこの問題を話し合ったところ，対立する
意見が出ました。このような給食の残飯問題に関して，以下の問いに答えましょう。

⑴　給食を残すことに関して，対立する意見が出たとありますが，どのようなものでしょうか。考
えてみましょう。
⑵　話し合いが行われ，クラスでは給食を食べ残すことは大きな問題であることが合意の上，理解
されました。クラスでは「給食完食運動」を行うことになりました（ただし，アレルギーの人な
どは除く）。どのようなことが話し合われて，みんなは合意にいたったのでしょう。以下の語句
を使って説明しましょう。

3

人類福祉の増大
ふく し

世界平和の
実現

よりよい社会
をめざして

【空間軸】
じく

国際協調

国際連合

国防
国家主権

環境問題

食料問題
資源・

エネルギー

【時間軸】

日
本
の
歴
史
・
伝
統
・
文
化

持
続
可
能
な
社
会
の
形
成

世界日本地域家庭

しゅけん

ち いき

過去

未来

飢
き

餓
が

　　　　　　　　不足　　　　　　　　日本　　　　　　　　食料輸入

国際社会　　　　財政　　　　国益　　　　技術　　　　知識　　　　国民参加型

国際協調，国際連合

国防，国家主権

環
かん

境
きょう

問題，食料問題，
資
し

源
げん

・エネルギー

しっかり覚えら
れたか，チェッ
クしましょう。

私は内
な い

閣
か く

総
そ う

理
り

大臣
「持続可能な社会」を築いていくための

国づくり構想を立てよう

　私たちは社会科の学習を通して，さまざまなことを学んできました。「地理」では
日本と世界の地理的な特色やそれぞれの関係について，「歴史」では世界の歴史を背

はい

景
けい

に日本の歴史の大きな流れについて学びました。そして「公民」では，現代の日本
社会の特色や，現代社会をとらえる見方や考え方を学習しました。
　では，これらを生かして，これから社会に加わる私たちが，持続可能な社会（将
来の世代が必要とするものを満たしつつ，現在の私たちの世代をも満足させる社
会）を築いていくという観点からよりよい社会をつくっていくためにはどうすれば
よいのでしょうか。
　そこで，あなたが内

ない

閣
かく

総
そう

理
り

大臣になったと仮定して，日本を持続可能な社会とし
てさらに発展させていくためには，どのような政策を実行したらよいかを考え，自
分の意見をレポートにしてまとめてみましょう。

社会科のまとめ

テーマを決めてレポートを作成しよう

政治の入り口 85第３章　私たちの生活と政治ー民主政治と政治参加ー84

　みなさんは「政治」について，どのようなイメージをもっ
ていますか。日頃のニュースに接していると，政治は政治
家だけが行っているものと思うかもしれません。しかし，
私たちの社会で，政治は身近なもので，重要な意味があ
ります。
　上の例では，どの案も救急車の足りない現状を改善す
ることを目的としていますが，そのための手段と対策費が
異なっています。このような場合，どれが正しく，どれが

　政治がうまく機能するためには，国も民主的な政治の
しくみを整えていくことが大切です。このため日本でも
国会では多数決の原理が採用され，また衆議院・参議
院の二院制となっています。さらに国会を中心に，内閣，
裁判所の三つの機関が三権分立としてバランスを保ち
ながら，民主的な政治を進めていくことになっています。
　これらの政治を通じて，国民の意

い

思
し

が反映されなが
ら，国民の権利や自由が守られていることを理解して，
学習に取り組んでいきましょう。

間違っているとはすぐには判断できません。
　みなさんが議員だとしたら，議会でいずれかの案に賛
成しなければなりません。その判断基準として，「効率」と
「公正」について考える必要があります。
　しかし，現実には，一つの基準を満たしても，他の基準
が満たされなくなることもあります。そのような場合に政
治が機能します。政治が法（憲法・法律・命令・規則など）
に基づきながら，社会集団での意見の違いや利害関係を
調整して，対立を緩和し，目的を達成していくのです。

政治の入り口
　ある市では救急車をタクシー代わりのように使う人が増加し，出動回
数も増え，しばしば緊急時に出動できないことが問題になっています。こ
の状況を改善するため，市では対策費として1000万円までかけることに
しました。市議会では各党から三つの案が出ています。あなたが市議会
の議員ならどの政党を支持しますか。

1　クラスでA党，B党，C党，それぞれの支持者に分かれましょう。

2　なぜその案を選ぶのか，その理由をのべましょう。

3　A党，B党，C党の支持者となって議論したり，それぞれの案についてディベートしてみま
しょう。

4　では，最後に多数決を採りましょう。これまでの意見を変えてもかまいません。

立法権
けん

国会

行政権
内閣
ないかく

司法権
裁判所
さいばんしょ

国 民
主権者
しゃけんしゃ

内閣総理大臣の指名
内閣の不信任決議

　　　　そう　り

裁判官の弾劾裁判
　　　　　　　　だんがい

違憲立法の審査
　い　けんりっぽう　　しん　さ

行政処分の違憲・違法審査
　　　　しょぶん

衆議院の解散
国会の召集決定

　　　ぎ　いんしゅう

しょうしゅう

最高裁判所長官の指名
裁判官の任命

選挙・請願
せんきょ　　せいがん

世論 国民審査
　せ　ろん

どうして政治を学ぶの？
政治を学習するにあたって

1三権分立のしくみ ➡p.96

理由

1000万円の救急車を１台購入すべきで
す。そうすれば，救急車が不足している
という要望に直接応えられます。１台増
えれば，これまでの問題をかなりカバー
できるはずです。

救急車の利用を有料にするしかありませ
ん。これにより，本当に必要な人だけが
利用するようになるでしょう。そのた
めに300万円で，車の料金表示のステッ
カーの作成や，有料化の告知PR，各家
庭への冊子の作成・配布などをします。

新たに救急車を購入するよりも，救急車
の適切な利用方法を市民のみなさまに理
解してもらいたい。そのために，講演会
やポスターなどで適切な利用を訴え，各
家庭には利用の手引書を配布するため
500万円をあてて，啓発に努めたい。

Ｂ党の意見に賛成です。救急車が１台増えても，市民の意識が変わらなければ，結局
また同じ問題が起きてしまいます。やはり，救急車をどのように利用すべきか，それ
を改めて市民のみなさんに理解してもらうように努めることが大切だと思います。

① ② ③

④

■下の①～④を読んで，1～4の問
いに答えましょう。

Ａ党，Ｂ党，Ｃ
党の案の長所と
短所をそれぞれ
書き出してみま
しょう。

自分が支持しない政党
の案の短所と思われる
箇所をあげて，議論を
してみましょう。

Ａ党の案はその場限りの
対応で，安易だと思いま
す。救急車が増えたこと
で，ますますタクシー代
わりに使う人が増えるよ
うに思えます。

Ｂ党の案の講演会やポス
ターや利用の手引書の配布
は，どれほどの効果がある
のでしょうか。それに，効
果が出るにしても，時間が
かかりすぎると思います。

Ｃ党の案は，確かに身勝手な
人が少なくなると思いますが，
お金にゆとりのある人しか，
救急車を利用できなくなって
しまいそうです。はたして，
それで良いのでしょうか。

多数決の結果，Ａ党の案（　　　）人，Ｂ党の案（　　　）人，Ｃ党の案（　　　）人と

なりました。よって，採用されるのは（　　　　　）党の案に決定いたします。

Ａ党の意見に賛成で
す。救急車が足りな
いのだから，やはり
救急車を増やすのが
もっとも早く問題を
解決できるのではな
いでしょうか。各家
庭に手引書を配って
も，どれほどの効果
があるか，疑問です。

Ｃ党の意見に賛成で
す。今までは無料
だったから，好き勝
手に使う人が出てき
てしまったのです。
利用が有料になれば，
どうしても必要な人
だけが使うでしょう
から，結果的に適切
な利用をするように
なるでしょう。

Ａ党の議員 Ｂ党の議員 Ｃ党の議員

経済の入り口 123第４章　私たちの生活と経済122

④ Ａ国（人口100人）
私たちは年収900万円です。
豊かな暮らしをしています。

50人

私たちは年収100万円です。
生活は厳しいです。

50人

Ｂ国（人口100人）
私たちはみんな年収300

万円です。とりあえず生
活していくぶんには困り
ません。

100人

① ② ③

遭難中 Ａ
国
の
王
様

Ｂ
国
の
王
様

そうなん

　みなさんは「経済」について説明してくださいといわれた
ら，何と答えますか。一般的に「経済」は，「さまざまな商品
の生産と消費を中心とする人々の活動のこと」と考えられ
ます。
　しかし，「経済」という言葉は，もともとは中国の古典の
中にある「経

けい

世
せい

済
さい

民
みん

」という言葉が起源といわれています。
これは，「世

よ

を経
おさ

め民
たみ

を済
すく

う」ことを意味しています。つまり，
「世の中には利害がぶつかり合い，対立することもありま

　第４章では，まず「豊かさ」とは何かについて考えます。
そして，身近な消費生活や，企業の生産活動から経済活
動の意義を理解していきます。
　活発な経済活動があって，私たちの豊かな生活は成り
立っています。国民は企業などに労働力を提供し，賃金
を得て，政府に税金を納めています。企業は国民などに
財やサービスを提供し，代金を得て，政府に税金を納め
ています。政府は，それら税金をもとに国民生活の向上の
ために，社会資本や公共サービスを提供しています。
　経済活動は，家計・企業・政府が相互に関連しながら
推進していることを学んでいきましょう。

す。しかし，その対立などを治めて，人々が苦しみから救
われ，幸せになる」ことであるといえるでしょう。
　そこで，上の例で考えてみます。Ａ国，Ｂ国にはそれぞ
れ，長所と短所がありそうです。みんなに配慮がなされて
いなければ公正な社会とはいえません。また，人々の働く
意欲を高めて，社会を運営する効率を上げていくことも重
要です。
　第４章では，経済のしくみを学びながら，「経世済民」の
世の中にするには，どのような社会を築いていけばよいの
かを考えていきましょう。

経済の入り口
　Ａ国とＢ国という二つの島国がありました。それぞれの国では経済活動
や国民の生活のあり方が大きく異なっているようです。あなたはどちらの
国民になりたいか，考えましょう。

1　あなたならどちらの国民になりますか。なお，一度入国したら，
別の国に移り住むことはできません。

2　なぜその国を選んだのか，理由を述べましょう。

3　Ａ国を選んだ人と，Ｂ国を選んだ人に分かれて議論したり，それぞれの国についてディベー
トをしましょう。

■下の漫画を読んで，1～3の問いに答えましょう。

　税金
　　財・サービス

労働力　
税金など　　

　代金

社
会
資
本
・
公
共
サ
ー
ビ
ス

社
会
資
本
・
公
共
サ
ー
ビ
ス

　賃金

企 業
き ぎょう

家 計

政 府

労働力など　代金

賃金など　財・サービス
ちんぎん ざい

どうして経済を学ぶの？

経済を学習するにあたって

1国民経
けい

済
ざい

の動き（経済の循
じゅん

環
かん

）➡p.156

このままでは
死んでしまう。

あっ，二つの島が見
えてきたぞ！上陸し
て助けてもらおう。

どちらの国の国民
になろうか……？

大変でしたね。
あなたを歓迎
します。

わが国は自由な
経済活動を認め
ているんです。

わが国はみんなが平
等に生活できるよう
に工夫しています。

ぜひ，わが国
の国民になっ
てください。

あなたは生き延びるために，どちらかの島国に上陸し，その国の国民になることにしました。

　A国（人口100人）：国民の半分が年収900万円で，残りの半分が年収100万円である。

　B国（人口100人）：すべての国民の年収が300万円である。

理由

国

Ａ国とＢ国の
国民はどちら
のほうが豊か
なのかな。

国全体として
は，どちらの
ほうが豊かな
のかしら。

A国は格差がかなり大
きいよ。B国はみんな
平等だから，私はB国
のほうがいいわ。

B国は頑張って働いてもみんな
と同じ給料かぁー。A国はお金
持ちになるチャンスがあるから，
僕はA国のほうがいいな。

二つの国のあり方につい
て，「経

けい

世
せい

済
さい

民
みん

」をヒン
トに考えていきましょう。

国際社会の入り口 173第５章　私たちと国際社会の課題172

　国際社会はたくさんの国家が集い構成されています。そ
のため，時にはさまざまな国がおたがいの利害や主張を一
致させることができずに衝突し，さまざまな問題を生じさ
せることがあります。
　上の例で考えましょう。国際社会では，上にあげた六つ

　世界平和を実現するためには，国際協調が欠かせ
ません。そのために，第５章では国際社会での日本
の役割を考えましょう。よりよい社会をめざし，持
続可能な社会を築くには，解決するべき課題に挑ん
でいく必要があります。３年間の社会科の学習全体
を通して習得した知識や技能を活用して，自分の考
えをまとめながら，学んでいきましょう。

の課題は多くの２国間であげられる大切な課題です。国
家間のたがいの主権（その国の考え方や権利など）を尊重
し，協力することで平和な国際社会は形成されます。
　国際協調の観点から，国家間の相互の主権の尊重と協
力，各国の相互理解，そして，民族間対立について，現
在および将来の人類がよりよい社会を築いていくために
解決すべき課題について学んでいきましょう。

国際社会の入り口
　もしあなたがＡ国の外交官としてＢ国と交渉するとしたら，
どのような活動をするか，考えてみましょう。

1　選択肢カードにある六つの課題を重要度や必
要度に応じて，ランキング（順位づけ）をして，
ピラミッド型に配置して自分自身のランキング
をつくりましょう。

2　次にみんなの意見をまとめ，クラスとしての
方針を決めてみましょう。

⑴まず，隣や近くの席の人と２人でひとつのラン
キングをつくってみましょう。 

⑵次に班（４～６人）をつくり，全員で一致する
ひとつのランキングをつくってみましょう。 

⑶クラス全体の意見を集約し，クラスのランキン
グをつくってみましょう。

■海を隔ててＡ国とＢ国があります。あなたはＡ国の外交官として，隣のＢ国との間の課題を解決
したいと考えています。Ａ国とＢ国との間には以下の六つの課題があります。どれも大切な課題
です。あなたなら，どの課題から優先的に取り組みますか。

人類福祉の増大
ふく し

世界平和の
実現

よりよい社会
をめざして

【空間軸】
じく

国際協調

国際連合

国防
国家主権

環境問題

食料問題
資源・

エネルギー

【時間軸】

日
本
の
歴
史
・
伝
統
・
文
化

持
続
可
能
な
社
会
の
形
成

世界日本地域家庭

しゅけん

ち いき

過去

未来

どうして国際社会を学ぶの？

国際社会を学習するにあたって

　Ｂ国との連
れん

携
けい

を強化し
て，貿易を拡大すること
による自国経済の発展

㋐

　Ｂ国に依
い

存
ぞん

している地
下資源やエネルギー資源
の輸入の見直し

㋓

　Ｂ国との間の文化交流
の促進による両国の相互
理解

㋑

　Ｂ国での大気汚染や河
川の汚染，砂漠化など環
境問題への支援

㋔

　Ｂ国内で問題になって
いる少数民族に対しての
人権侵害の解決

㋒

　Ｂ国と紛争に発展して
しまいそうな領土問題の
解決

㋕

選択肢カード

ランキングシート

1

2

3 3 3

2

もっとも重要なもの

理由を書こう
もっとも重要なものにこれを選んだ理由は……

次に重要なものにこれを選んだ理由は……

その次に重要なものにこれを選んだ理由は……

次に重要なもの

その次に　
重要なもの

選んだ理由を必ず発表で
きるようにしましょう。

　ランキングは，順位づけをしながら，あるテーマに
ついてのいろいろな考え方を，整理して学んでいきま
す。ここでは２国間の課題について，あとに示された
いくつかの選択肢を，もっとも重要なもの，次に重要
なもの，その次に重要なものの順番でならべて整理し
てみます。
　そして，自分の考えや相手のランキングへの疑問を
積極的に話し合いましょう。自分と違う意見や考え方
を聞くことによって，自分の考えを見直す機会にもな
ります。

ランキングで考えてみよう

①　自由に発言できる雰囲気をつくります。他の意見
を批判・攻撃せず，寛容な態度を心がけること。

②　意見をまとめるときは，多数決を採らずに，話し
合ってまとめるようにします。

③　ひとつの事象にさまざまな見方があることに気づ
くことが大切です。クラスメートの意見を聞くこ
とで，自分なりの答えを見つけましょう。

ランキングを行うときの注意点

人数が増えて
いくほど，意
見をまとめて
ひとつのラン
キングをつく
るのが大変だ。

無理やりにひとつ
の意見にまとめる
ことが目的ではあ
りません。さまざ
まな考え方を理解
しようとしたり，
受け入れたりして，
考えたかな？

多数決は時間をかけずに
決められるから，効率的
だけど，かんたんに少数
意見を切り捨ててしまう
と考えると，つねに公正
といえるかしら。

1よりよい社会をめざして

民主主義って
何だろう？

発見！現代社会の特色

口絵❶～❷

p.2～3

現代社会はど
う見えるの？

現代社会を見てみましょう！

現代社会をど
う見るの？

法の入り口

政治の入り口

経済の入り口

国際社会の入り口

豊かな暮ら
しとは何で
しょう？

世界平和のた
めに何ができ
るかな？p.10～11

p.38～39

p.4

p.44～45

p.84～85

p.122～123

p.172～173

社会科のまとめ

p.196～197

p.208 p.209

私たちを取り巻く課題

現代社会をとらえる見方や考え方

人生モノサシ

なぜ「公民」を学ぶのか？

「現代社会をとらえる見方や考え方」
の基礎として，「対立と合意，効率
と公正」について学習します。

各章末に設け，重要語句や基本的知
識の定着と，言語活動を行うための
課題を掲載して，思考力・判断力・
表現力を伸ばします。

生徒が社会科の学習を通して
学んできたことを生かして，
持続可能な社会を築いていく
ためのレポートをまとめます。

公民の学習内容と自分自身の人生とのかか
わりに目を向けられるよう工夫しています。

自分と社会との関わり
を認識し，公民を学習
する意欲を高めます。

問題意識をもって意欲的に毎時間の学習に取り組めるように，各章の導入には，
その章で学ぶことを自分事として考えるための［学習の入り口］を設けました。

本文ページ

学習のまとめ

１時間＝見開き2ページで，
学習のねらいに沿って，基礎
と基本の定着をはかります。



AB判 AB判B5判 B5判
3cm伸びる 3cm伸びる

6　新しいみんなの公民▪内容解説資料 　新しいみんなの公民▪内容解説資料　7

2特色

　生徒の学習に対する興味・関心を高め，内容の理解へと導く過
程を紙面に構成しました。「つかむ」ための資料，「調べる」ため
の資料，「まとめる」ための資料をバランスよく配置。１時間で資
料を効果的に使い問題解決できるような課題設定と，資料や調査
学習を通して「考え」「判断した」ことを自分なりの表現方法でま
とめるテーマ設定で，知識・思考・判断・表現の一体化を図りました。

p.46 「法と私たちの生活」
p.112「私たちと地方自治」

など

「つかむ，調べる，まとめる」
問題解決型学習の教材配列

ポイント

アクティブ・ラーニングの例

5

10

15

20

5

10

15

20
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いうことが，重要な課題となっています。
　日本のように食料自給率が低く，食料を輸入に依

い

存
ぞん

する度合いが
高い国では，食料を輸出している国が不作になれば，たちまちに食
料が手に入りにくくなります。食料を安定して供給するために，自
給力を強めるなどの対

たい

策
さく

が求められます。
　経済面では，企業が海外へ進出したり，多

た

国
こく

籍
せき

企
き

業
ぎょう

の活動が活発
になっているため，一国の政府での管理が困

こん

難
なん

になっています。一
つの国が経

けい

済
ざい

危
き

機
き

におちいると，世界的な不
ふ

況
きょう

を引き起こすことも
あります。また，競争力を高め，ますます豊かになっている国があ
る一方で，貧

ひん

困
こん

から抜
ぬ

け出せない国や競争力を失い豊かさにかげり
の出た国もあります。

真に望ましいグローバル化とは，国家間の違いが
なくなることではありません。異なった国民性を

もつ各国の国民が，お互いの文化を認めながらも，相互交流を図る
という「国際化」（インターナショナリズム）こそが，あるべきグロー
バル化といえるでしょう。
　各国の国民は，それぞれの国の歴史や伝統や文化を踏まえ，アイ
デンティティー（自分は何者であるかという意識）を確認しつつ，他
国との良好な関係を築いてゆく必要があります。そのような資質を
もった存在こそグローバル人材といえます。

私たちは日本にいながらにして，世界中の料理を
食べることができます。外国のブランド品を身に

つけ，海外のニュースを瞬
しゅん

時
じ

に知ることができます。
　現代の世界は，交通の発達と世界中に張りめぐらされたインター
ネットなど情

じょう

報
ほう

通信技術の進歩によって，ヒト・モノ・カネ・情報
などが，国境にとらわれることなく活発に行き交っています。世界
の国々は，政治的，経

けい

済
ざい

的，文化的，そして環
かん

境
きょう

的にも緊
きん

密
みつ

に結び
つくグローバル化の時代をむかえました。
　経済の面では，グローバル化が進むことによって，どの国も貿易
を活発に行い，自国で調達できないものや足りないもの，効率よく
生産できないものなどを補

おぎな

っています。
　日本のように，精

せい

密
みつ

な機械製品や電気製品を生産することにすぐ
れた国もあれば，石油などの天然資

し

源
げん

が豊富で，世界に大量供
きょう

給
きゅう

で
きる国もあります。各国がより得意な分野の商品を輸出し，他国か
らそうでない商品を輸入することを国際分業といいます。
　グローバル化によって国際分業の幅が広がり，各国間での自由な
貿易（自由貿易）が行われ，経済面での国際競争がいっそう活発にな
りました。

一方で，外国とさまざまな貿易問題が生じること
もあり，国民の経済と生活をどのように守るかと

　グローバル化によって，私たちの生活に見られる変化を話し合ってみましょう。

1 世界とかかわる私

　日本に生きる私たちは，どのよう
に世界との関係を築いていけばよい
のでしょうか。

進む
グローバル化

グローバル化
の課題

1世界文化遺産サグラダ・ファミリア（現在も建築中，右
上写真）の主任彫刻家，外

そと

尾
お

悦
えつ

郎
ろう

さん（スペイン・バルセロナ）
2外国人シェフに「だし」について教える料理人の村田

吉弘さん（右）（京都府京都市）
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アジア 30.0％

北米 37.8
西ヨーロッパ

15.6

8.0

オセアニア
6.5

アフリカ 0.7

中・東ヨーロッパ，
旧ソ連 0.7

中東 0.8

南米，南極

しょこく中米，
カリブ海諸国 0.9

【外務省「海外在留邦人数調査統計」】
ほうじん

（2012年）
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3海外で生活する日本人の数

5日本の食料自給率の推移

　私は母校の聖
せい

心
しん

という学校で，「日本人」というものを徹
てっ

底
てい

して教えられました。講堂で，お辞
じ

儀
ぎ

の仕方をよく練習
させられたものです。
　大学生のとき，アメリカに留学していた先生がすっかり
アメリカ風になって帰国されて，その先生とドアの前で一

いっ

緒
しょ

になったんですね。
　先生が「どうぞ」っておっしゃるの。レディーファース
トですね。私たちは男性優

ゆう

先
せん

と習っていますから，「いえい
え，どうぞ」と言ったんだけど，「いえいえ，どうぞ」と譲

ゆず

ら
ないの。私は気が短いものだから，「では」と言って先に廊

ろう

下
か

に出ちゃった。
　そうしたらイギリス人のお年寄りのシスターが見ていた

らしく，すごく
しか

られた。彼女らが言ったのは「To be 
international, be national.」ということでした。つまり，よ
い国際人になろうと思ったら，まずその国の人として立派
になりなさいと教えられたんです。
　人は一つの国家にきっちりと帰

き

属
ぞく

しないと，「人間」にも
ならないし，他国を理解することもできないんです。「地
球市民」なんていうものは現実的にあり得ない。むしろそ
れぞれの違

ちが

いを承
しょう

認
にん

して，相手が困
こま

ったときに手助けをす
るとか，違いを超えて相手を受け入れられる人がインター
ナショナルということだと思います。

（曽
そ

野
の

綾
あや

子
こ

著『夫
ふう

婦
ふ

口
こう

論
ろん

』から抜
ばっ

粋
すい

）

理解を深めよう

よき国際人であるためには，よき日本人であれ

他に海外で活躍
する日本人を探
してみよう。

グローバル
人材の育成

　食べ物が自分の国でどれだけ作られて
いるかを表す数字。国内の食料生産量を
国内の食料消

しょう
費
ひ
量
りょう
で割

わ
り，100を掛

か
けた

値
あたい
（％）です。

4食料自給率

❶　トヨタ自動車やソニーなど，複数の
国家にまたがって工場や研究機関などを
もち，世界的に活動している企業のこと。

❶

➡p.14

「授業が見える」
ページ構成だから，
学びやすくて授業
もしやすいね！

一緒に学ぶキャラクター達

本文は１授業時間に適した教材の分量を厳選し，１つのテーマにつ
いての学習内容を［１授業時間＝見開き２ページ］にまとめました。本文見開きの構成

学習の確実な定着

判型をAB判にし，幅を
見開きで約６cm広げま
した。図版や写真を
大きく見せて，豊
富に掲載できます。

教科書の幅が
広くなったか
　　ら，学習
　　の幅も広
　　がるね！

つ
　
か
　
む

調 

べ 

る

ま
と
め
る
・
表
現
す
る

調
べ
る

①生徒の興味・関心を高める
　導入資料
　見開きの冒頭には複数の資料を掲
載し，生徒が興味・関心を持って学
習できるようにしました。

②生徒に課題認識をさせる
　フキダシ
　導入資料を読み取る視点を提示し
ています。課題を主体的にとらえ，
生徒の学習をサポートします。

③学習のねらいがわかる
　［学習課題］
　見開きで「何を学ぶのか」を明確に
示して，生徒が見通しを持ちながら学
習を進めることができます。

④生徒が理解しやすい本文
　本文は現行本よりも，さらに平易な
言葉で制度やしくみ，社会的事象の
内容や事象間のつながりなどを丁寧
に説明しました。生徒が学習内容を
理解しやすいように工夫しています。

重要な語句の意味を簡潔に確
認できるようになっています。

図版資料には見開きごとに通し番号
を付け，先生が示しやすく，生徒も
確認しやすいように配慮しました。

⑤学習内容を深めるコラム
　学習内容の理解をより深める［理
解を深めよう］，多面的・多角的に
考える視点を提示する［考えよう］，
言語活動や調査などを促す［やって
みよう］といったコラムを随所に設
けて，学習に具体性や発展性をもた
せるようにしました。

⑥本文の理解を助ける図版資料
　写真や表・グラフ・図・コラムな
どを豊富に掲載し，本文内容を補足
し，理解を助けるよう配慮しました。

⑦学習内容を確認する
　［学習のまとめ］
　学習課題に対応し，授業のまとめ
や自宅学習等で，見開きで学習した
内容について理解できているか確認
したり，レポートや論述形式でまとめ
たり解釈したりするなど，多様な言語
活動に取り組めます。
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3特色
　各章の［章扉］→［学習の入り口］→［鉛筆マーク］→［やっ
てみよう］［考えよう］→章末の［学習のまとめ］と，学習の段階
に応じた多様な言語活動を掲載しました。習得した知識・技能を
活用して考えたり，判断したり，表現したりする力を育みます。

p.65 「法の下の平等」
p.95 「ディベートをやってみよう！」
p.107「裁判を傍聴しよう」

など

段階的に多様な言語活動に
取り組める章構成

ポイント

アクティブ・ラーニングの例

STEP 1 学習内容を象徴する資料を
紹介した章扉 STEP 3 思考力・判断力・表現力を育む

毎時間の言語活動（鉛筆マーク）

STEP 4 各章で学んだ学習内容の定着を
確認できる学習のまとめ

STEP 2 各章の学習の視点を培う入り口

　各章の扉には，その章の学習内容を象徴する資料を取
り上げました。広い視野から各章の学習内容をとらえ，
興味・関心を促すことにより，学習への意欲を高めます。

　本文見開きページでは，各時間の終わりに，見開きごとの［学
習のまとめ］（右ページ下の鉛筆マーク）を設けました。
１時間の学習内容を自分の言葉でまとめるだけでなく，問い方
にバリエーションを持たせ，社会的事象の意味，意義を解釈し
たり，事象間の関連を説明させるような言語活動に取り組めま
す。それにより，授業の最後や自宅学習などで無理なく生徒の
基礎的な言語力を身に付けられます。

　各章の導入に，その章の学習内容の趣旨を大きくとらえさせる［学習の入り
口］を設けました。言語活動に取り組むことにより，各章の学習内容への興味・
関心を促すとともに，広い視野から社会をとらえる力を養い，学習への意欲を
高めます。

私たちの生活と
現代社会第1章

1日本食レストランで寿
す

司
し

を食べる人たち（ドイツ・
マインツ）

2東日本大震災で被害を
受けた地域に伝わる獅

し

子
し

舞
まい

が集合した「獅子舞大会」
（宮城県石

いしの

巻
まき

市，2014年）

日本食のレストラ
ンは世界にどれく
らいあるのかな。

伝統文化を受け継
いでいくために，
私たちにできるこ
とは何だろう。

11発見！現代社会の特色10 第１章　私たちの生活と現代社会

1 保育所
2 駅の案内 10 うなぎ屋

12 和菓子店

13 インド料理の店

11 スーパーマーケット

3 学童保育

4 介護施設

発見！現代社会の特色
現代社会にはどのような特色が見られるか，私たち
の町を探検してみましょう。

■現代社会を右ページの上にある四つの特色か
ら整理すると，それぞれの写真はどの特色に
関係が深いか，番号を表に書いてみましょう。

現代社会にはどのような特色が見られ
るかを理解し，私たちはこの社会にど
のようにかかわっていく必要があるか
について学んでいきましょう。

夏祭りの神
み こ し

輿の担
かつ

ぎ手
が不足していたのです
が，最近，ボランティ
アの若者が入り，担ぎ
手が増えました。

学童保育はど
のような子ど
もたちのため
にあるのかな。

高齢者に対し
どのようなケ
アがなされて
いるのかな。

うちの学校は，オーストラ
リアの学校と姉妹校だよ。

仕事と子育ての両
立のためには，ど
ういうしくみが必
要なのかな。

駅の表示は日本語以外にどこの
国の言葉で書かれているかな。

年々，新しい
機種が発表さ
れているね。

最近は，スマート
フォンで映画やマ
ンガを見ている人
も見かけるわ。

商品の管理は
すべて機械で
行っているよ。

公共施設

まちかど

商店街

そろそろ，土
用の丑

うし

の日ね。

世界中から食材が輸入さ
れていることがわかるね。

このお店は江戸時代寛永年間
から開いているんだって。何
年間続いているのだろう。

あちらにはタイ料理の店
もある。最近，外国の料
理店が増えているね。

5 中学校

6 神社
7 携帯電話ショップ 9 ＤＶＤレンタル店

8 コンビニエンスストア

グローバル化（国際協調，国際分業など，国境をこえて世界との結びつ
きが強まること）➡p.12

情報化（情報通信技術の進歩により，社会が変化すること）➡p.14

少子高齢化（子どもの割合が減り，高齢者の割合が増えること）➡p.16

伝統と文化の継承と創造（古くから受け継がれてきた，生活の中での
考え方や習慣，信仰など）➡p.24～ 37

現
代
社
会
の
四
つ
の
特
色

政治の入り口 85第３章　私たちの生活と政治ー民主政治と政治参加ー84

　みなさんは「政治」について，どのようなイメージをもっ
ていますか。日頃のニュースに接していると，政治は政治
家だけが行っているものと思うかもしれません。しかし，
私たちの社会で，政治は身近なもので，重要な意味があ
ります。
　上の例では，どの案も救急車の足りない現状を改善す
ることを目的としていますが，そのための手段と対策費が
異なっています。このような場合，どれが正しく，どれが

　政治がうまく機能するためには，国も民主的な政治の
しくみを整えていくことが大切です。このため日本でも
国会では多数決の原理が採用され，また衆議院・参議
院の二院制となっています。さらに国会を中心に，内閣，
裁判所の三つの機関が三権分立としてバランスを保ち
ながら，民主的な政治を進めていくことになっています。
　これらの政治を通じて，国民の意

い

思
し

が反映されなが
ら，国民の権利や自由が守られていることを理解して，
学習に取り組んでいきましょう。

間違っているとはすぐには判断できません。
　みなさんが議員だとしたら，議会でいずれかの案に賛
成しなければなりません。その判断基準として，「効率」と
「公正」について考える必要があります。
　しかし，現実には，一つの基準を満たしても，他の基準
が満たされなくなることもあります。そのような場合に政
治が機能します。政治が法（憲法・法律・命令・規則など）
に基づきながら，社会集団での意見の違いや利害関係を
調整して，対立を緩和し，目的を達成していくのです。

政治の入り口
　ある市では救急車をタクシー代わりのように使う人が増加し，出動回
数も増え，しばしば緊急時に出動できないことが問題になっています。こ
の状況を改善するため，市では対策費として1000万円までかけることに
しました。市議会では各党から三つの案が出ています。あなたが市議会
の議員ならどの政党を支持しますか。

1　クラスでA党，B党，C党，それぞれの支持者に分かれましょう。

2　なぜその案を選ぶのか，その理由をのべましょう。

3　A党，B党，C党の支持者となって議論したり，それぞれの案についてディベートしてみま
しょう。

4　では，最後に多数決を採りましょう。これまでの意見を変えてもかまいません。

立法権
けん

国会

行政権
内閣
ないかく

司法権
裁判所
さいばんしょ

国 民
主権者
しゃけんしゃ

内閣総理大臣の指名
内閣の不信任決議

　　　　そう　り

裁判官の弾劾裁判
　　　　　　　　だんがい

違憲立法の審査
　い　けんりっぽう　　しん　さ

行政処分の違憲・違法審査
　　　　しょぶん

衆議院の解散
国会の召集決定

　　　ぎ　いんしゅう

しょうしゅう

最高裁判所長官の指名
裁判官の任命

選挙・請願
せんきょ　　せいがん

世論 国民審査
　せ　ろん

どうして政治を学ぶの？
政治を学習するにあたって

1三権分立のしくみ ➡p.96

理由

1000万円の救急車を１台購入すべきで
す。そうすれば，救急車が不足している
という要望に直接応えられます。１台増
えれば，これまでの問題をかなりカバー
できるはずです。

救急車の利用を有料にするしかありませ
ん。これにより，本当に必要な人だけが
利用するようになるでしょう。そのた
めに300万円で，車の料金表示のステッ
カーの作成や，有料化の告知PR，各家
庭への冊子の作成・配布などをします。

新たに救急車を購入するよりも，救急車
の適切な利用方法を市民のみなさまに理
解してもらいたい。そのために，講演会
やポスターなどで適切な利用を訴え，各
家庭には利用の手引書を配布するため
500万円をあてて，啓発に努めたい。

Ｂ党の意見に賛成です。救急車が１台増えても，市民の意識が変わらなければ，結局
また同じ問題が起きてしまいます。やはり，救急車をどのように利用すべきか，それ
を改めて市民のみなさんに理解してもらうように努めることが大切だと思います。

① ② ③

④

■下の①～④を読んで，1～4の問
いに答えましょう。

Ａ党，Ｂ党，Ｃ
党の案の長所と
短所をそれぞれ
書き出してみま
しょう。

自分が支持しない政党
の案の短所と思われる
箇所をあげて，議論を
してみましょう。

Ａ党の案はその場限りの
対応で，安易だと思いま
す。救急車が増えたこと
で，ますますタクシー代
わりに使う人が増えるよ
うに思えます。

Ｂ党の案の講演会やポス
ターや利用の手引書の配布
は，どれほどの効果がある
のでしょうか。それに，効
果が出るにしても，時間が
かかりすぎると思います。

Ｃ党の案は，確かに身勝手な
人が少なくなると思いますが，
お金にゆとりのある人しか，
救急車を利用できなくなって
しまいそうです。はたして，
それで良いのでしょうか。

多数決の結果，Ａ党の案（　　　）人，Ｂ党の案（　　　）人，Ｃ党の案（　　　）人と

なりました。よって，採用されるのは（　　　　　）党の案に決定いたします。

Ａ党の意見に賛成で
す。救急車が足りな
いのだから，やはり
救急車を増やすのが
もっとも早く問題を
解決できるのではな
いでしょうか。各家
庭に手引書を配って
も，どれほどの効果
があるか，疑問です。

Ｃ党の意見に賛成で
す。今までは無料
だったから，好き勝
手に使う人が出てき
てしまったのです。
利用が有料になれば，
どうしても必要な人
だけが使うでしょう
から，結果的に適切
な利用をするように
なるでしょう。

Ａ党の議員 Ｂ党の議員 Ｃ党の議員

経済の入り口 123第４章　私たちの生活と経済122

④ Ａ国（人口100人）
私たちは年収900万円です。
豊かな暮らしをしています。

50人

私たちは年収100万円です。
生活は厳しいです。

50人

Ｂ国（人口100人）
私たちはみんな年収300

万円です。とりあえず生
活していくぶんには困り
ません。

100人

① ② ③

遭難中 Ａ
国
の
王
様

Ｂ
国
の
王
様

そうなん

　みなさんは「経済」について説明してくださいといわれた
ら，何と答えますか。一般的に「経済」は，「さまざまな商品
の生産と消費を中心とする人々の活動のこと」と考えられ
ます。
　しかし，「経済」という言葉は，もともとは中国の古典の
中にある「経

けい

世
せい

済
さい

民
みん

」という言葉が起源といわれています。
これは，「世

よ

を経
おさ

め民
たみ

を済
すく

う」ことを意味しています。つまり，
「世の中には利害がぶつかり合い，対立することもありま

　第４章では，まず「豊かさ」とは何かについて考えます。
そして，身近な消費生活や，企業の生産活動から経済活
動の意義を理解していきます。
　活発な経済活動があって，私たちの豊かな生活は成り
立っています。国民は企業などに労働力を提供し，賃金
を得て，政府に税金を納めています。企業は国民などに
財やサービスを提供し，代金を得て，政府に税金を納め
ています。政府は，それら税金をもとに国民生活の向上の
ために，社会資本や公共サービスを提供しています。
　経済活動は，家計・企業・政府が相互に関連しながら
推進していることを学んでいきましょう。

す。しかし，その対立などを治めて，人々が苦しみから救
われ，幸せになる」ことであるといえるでしょう。
　そこで，上の例で考えてみます。Ａ国，Ｂ国にはそれぞ
れ，長所と短所がありそうです。みんなに配慮がなされて
いなければ公正な社会とはいえません。また，人々の働く
意欲を高めて，社会を運営する効率を上げていくことも重
要です。
　第４章では，経済のしくみを学びながら，「経世済民」の
世の中にするには，どのような社会を築いていけばよいの
かを考えていきましょう。

経済の入り口
　Ａ国とＢ国という二つの島国がありました。それぞれの国では経済活動
や国民の生活のあり方が大きく異なっているようです。あなたはどちらの
国民になりたいか，考えましょう。

1　あなたならどちらの国民になりますか。なお，一度入国したら，
別の国に移り住むことはできません。

2　なぜその国を選んだのか，理由を述べましょう。

3　Ａ国を選んだ人と，Ｂ国を選んだ人に分かれて議論したり，それぞれの国についてディベー
トをしましょう。

■下の漫画を読んで，1～3の問いに答えましょう。

　税金
　　財・サービス

労働力　
税金など　　

　代金

社
会
資
本
・
公
共
サ
ー
ビ
ス

社
会
資
本
・
公
共
サ
ー
ビ
ス

　賃金

企 業
き ぎょう

家 計

政 府

労働力など　代金

賃金など　財・サービス
ちんぎん ざい

どうして経済を学ぶの？

経済を学習するにあたって

1国民経
けい

済
ざい

の動き（経済の循
じゅん

環
かん

）➡p.156

このままでは
死んでしまう。

あっ，二つの島が見
えてきたぞ！上陸し
て助けてもらおう。

どちらの国の国民
になろうか……？

大変でしたね。
あなたを歓迎
します。

わが国は自由な
経済活動を認め
ているんです。

わが国はみんなが平
等に生活できるよう
に工夫しています。

ぜひ，わが国
の国民になっ
てください。

あなたは生き延びるために，どちらかの島国に上陸し，その国の国民になることにしました。

　A国（人口100人）：国民の半分が年収900万円で，残りの半分が年収100万円である。

　B国（人口100人）：すべての国民の年収が300万円である。

理由

国

Ａ国とＢ国の
国民はどちら
のほうが豊か
なのかな。

国全体として
は，どちらの
ほうが豊かな
のかしら。

A国は格差がかなり大
きいよ。B国はみんな
平等だから，私はB国
のほうがいいわ。

B国は頑張って働いてもみんな
と同じ給料かぁー。A国はお金
持ちになるチャンスがあるから，
僕はA国のほうがいいな。

二つの国のあり方につい
て，「経

けい

世
せい

済
さい

民
みん

」をヒン
トに考えていきましょう。

国際社会の入り口 173第５章　私たちと国際社会の課題172

　国際社会はたくさんの国家が集い構成されています。そ
のため，時にはさまざまな国がおたがいの利害や主張を一
致させることができずに衝突し，さまざまな問題を生じさ
せることがあります。
　上の例で考えましょう。国際社会では，上にあげた六つ

　世界平和を実現するためには，国際協調が欠かせ
ません。そのために，第５章では国際社会での日本
の役割を考えましょう。よりよい社会をめざし，持
続可能な社会を築くには，解決するべき課題に挑ん
でいく必要があります。３年間の社会科の学習全体
を通して習得した知識や技能を活用して，自分の考
えをまとめながら，学んでいきましょう。

の課題は多くの２国間であげられる大切な課題です。国
家間のたがいの主権（その国の考え方や権利など）を尊重
し，協力することで平和な国際社会は形成されます。
　国際協調の観点から，国家間の相互の主権の尊重と協
力，各国の相互理解，そして，民族間対立について，現
在および将来の人類がよりよい社会を築いていくために
解決すべき課題について学んでいきましょう。

国際社会の入り口
　もしあなたがＡ国の外交官としてＢ国と交渉するとしたら，
どのような活動をするか，考えてみましょう。

1　選択肢カードにある六つの課題を重要度や必
要度に応じて，ランキング（順位づけ）をして，
ピラミッド型に配置して自分自身のランキング
をつくりましょう。

2　次にみんなの意見をまとめ，クラスとしての
方針を決めてみましょう。
⑴まず，隣や近くの席の人と２人でひとつのラン

キングをつくってみましょう。 
⑵次に班（４～６人）をつくり，全員で一致する

ひとつのランキングをつくってみましょう。 
⑶クラス全体の意見を集約し，クラスのランキン

グをつくってみましょう。

■海を隔ててＡ国とＢ国があります。あなたはＡ国の外交官として，隣のＢ国との間の課題を解決
したいと考えています。Ａ国とＢ国との間には以下の六つの課題があります。どれも大切な課題
です。あなたなら，どの課題から優先的に取り組みますか。

人類福祉の増大
ふく し

世界平和の
実現

よりよい社会
をめざして

【空間軸】
じく

国際協調

国際連合

国防
国家主権

環境問題

食料問題
資源・

エネルギー

【時間軸】

日
本
の
歴
史
・
伝
統
・
文
化

持
続
可
能
な
社
会
の
形
成

世界日本地域家庭

しゅけん

ち いき

過去

未来

どうして国際社会を学ぶの？

国際社会を学習するにあたって

　Ｂ国との連
れん

携
けい

を強化し
て，貿易を拡大すること
による自国経済の発展

㋐

　Ｂ国に依
い

存
ぞん

している地
下資源やエネルギー資源
の輸入の見直し

㋓

　Ｂ国との間の文化交流
の促進による両国の相互
理解

㋑

　Ｂ国での大気汚染や河
川の汚染，砂漠化など環
境問題への支援

㋔

　Ｂ国内で問題になって
いる少数民族に対しての
人権侵害の解決

㋒

　Ｂ国と紛争に発展して
しまいそうな領土問題の
解決

㋕

選択肢カード

ランキングシート

1

2

3 3 3

2

もっとも重要なもの

理由を書こう
もっとも重要なものにこれを選んだ理由は……

次に重要なものにこれを選んだ理由は……

その次に重要なものにこれを選んだ理由は……

次に重要なもの

その次に　
重要なもの

選んだ理由を必ず発表で
きるようにしましょう。

　ランキングは，順位づけをしながら，あるテーマに
ついてのいろいろな考え方を，整理して学んでいきま
す。ここでは２国間の課題について，あとに示された
いくつかの選択肢を，もっとも重要なもの，次に重要
なもの，その次に重要なものの順番でならべて整理し
てみます。
　そして，自分の考えや相手のランキングへの疑問を
積極的に話し合いましょう。自分と違う意見や考え方
を聞くことによって，自分の考えを見直す機会にもな
ります。

ランキングで考えてみよう

①　自由に発言できる雰囲気をつくります。他の意見
を批判・攻撃せず，寛容な態度を心がけること。

②　意見をまとめるときは，多数決を採らずに，話し
合ってまとめるようにします。

③　ひとつの事象にさまざまな見方があることに気づ
くことが大切です。クラスメートの意見を聞くこ
とで，自分なりの答えを見つけましょう。

ランキングを行うときの注意点

人数が増えて
いくほど，意
見をまとめて
ひとつのラン
キングをつく
るのが大変だ。

無理やりにひとつ
の意見にまとめる
ことが目的ではあ
りません。さまざ
まな考え方を理解
しようとしたり，
受け入れたりして，
考えたかな？

多数決は時間をかけずに
決められるから，効率的
だけど，かんたんに少数
意見を切り捨ててしまう
と考えると，つねに公正
といえるかしら。

1よりよい社会をめざして

44 45第２章　私たちの生活と政治ー日本国憲法の基本原則ー 法の入り口

　当然のことですが，家族のだれもがケーキを公平に分
けてもらう，つまり，差別されることなく人として平等な
扱いを受ける権利をもっています。では，ケーキを人数で
等分すればよいでしょうか。家族にはそれぞれの立場の
違いや意見があります。それらにも配慮して分ける必要が
あるでしょう。
　このように，私たちが生活している社会は，さまざまな
立場や考え方の人により構成され，そのような人たちの活
動によって運営されています。しかし，運営のためには，

　第２章では，まず「法」に関する基本的な見方や考え方を学びます。
　次に法の中でもっとも上位にある日本国憲法の基本原則である，基本的
人権の尊重，国民主権，平和主義の主旨について学びます。特に基本的人
権については，社会に生きるさまざまな人々の人権を尊重するために，憲
法がどのように権利を保障しているのかを見ていきましょう。
　さらに，日本国憲法の課題や，改正する場合のしくみなどについても学
んでいきます。
　これらを理解し，国民主権を担う公民として生きるために，法の役割は
どのようになっているのかを考えていきましょう。

どのように運営するのか，また，問題が発生したときにど
のように解決するのか，それを調整するのは簡単ではあり
ません。社会の一人ひとりの権利を尊重し，それぞれの立
場や利害にも配慮しながら，できるだけ多くの人々が納得
できるような社会のルールをつくることが「法」です。「法」
は人々の機会の平等，手続きの公正を保障しながら，基本
的人権を守り，また結果としての平等にも配慮しています。
　第２章では，身近なきまりや学校でのルールではなく，
国が定める憲法や法律など「法」に関する基本的な見方や
考え方を身につけ，日本国憲法の内容について学んでいき
ます。

法の入り口
　今日はあなたの誕生日です。祖父母がプレゼントとしてケーキを買ってきてく
れましたが，そのケーキを見つけた弟がこっそり一部を食べてしまいました。で
は，そのケーキを家族みんなでどのように分けたらよいか，考えましょう。

1　ナイフを受け取ったあなたは，どのようにケーキを分けますか？　家族の意見を調整して，
みんなが納得すると思われるケーキの分け方を，下の絵に書き入れましょう。また，なぜその
ように分けたのか，理由を書きましょう。

2　クラスで，自分の考えた分け方と理由をそれぞれ発表しましょう。 

3　みんなの発表を参考にして，クラスで以下の観点について話し合いましょう。
　①家族全員の意見を聞き入れているか。聞き入れていない場合，なぜその意見を聞き入れなか

ったのか。
　②どのような理由だとだれもが納得するか。
　③どのような分け方だとだれもが納得するか。 

■下の漫
まん
画
が

を読んで，1～3の問いに答えましょう。

今日は中学３年生のあなたの誕生日

少し食べられてる！

お
か
あ
さ
ん

あ
な
た

お
ば
あ
ち
ゃ
ん

お
じ
い
ち
ゃ
ん

弟
・
ひ
ろ
ゆ
き

バースデーケーキ
を買ってきたぞ。

あっ，
ケーキ
がある！

わーいケーキだ！
どんなのかな……。

ただいまー。
おじいちゃん，
おばあちゃん，
こんにちは！

私はあまり食べら
れないから，少し
でいいわよ。

お誕生日
おめでとう！

ぼくも，もっと
食べたいよ～。

私はあまりお腹がすいてい
ないから，みんなで仲良く
分けて食べていいんだよ。

ひろゆきに
も少しは分
けてあげな
さいよ。

仕事で少し帰りが
遅くなるから，私
の分はみんなで分
けて食べなさい。

私はダイエット中
で糖分を控えてい
るから，少しにし
ておくわ。私の分
も食べなさい。

どうやって分け
ようかしら……。

お
と
う
さ
ん

①
②

③

④

⑤

とうぶん

❸命令・規則

❷法律
りつほう

憲法
❶
ぽうけん

せっかくケーキを買っ
てきてくれたおじい
ちゃんとおばあちゃん
にも気持ちよく食べて
もらいたいし……。

勝手に食べた
弟にも分ける
必要があるの
かしら……。

どうして法を学ぶの？ 法を学習するにあたって

1法の構成 ➡p.47

理由

p.9

２つの資料を比
較して考えてみ
ましょう。

p.10～11

p.44～45

私たちの町を探検し
て，現代社会の特色
を探してみましょう。

現代社会はどう
見えるかな？

入り口の紙面構成

第1章 発見！現代社会の特色

第3章 政治の入り口

第4章 経済の入り口

第5章 国際社会の入り口

p.122～123

p.172～173

p.84～85
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15第１節　私から見える現代の日本社会

個人情報が国や地
ち

方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

，企
き

業
ぎょう

などのコンピューターに記録され
利用されていますが，使われ方しだいでプライバシーが侵

しん

害
がい

される危
き

険
けん

性があります。プライバシーは一度侵害されると，回復することが
たいへんむずかしいため，その保

ほ

護
ご

が重要な課題となっています。
　またコンパクトディスクや，コンピューターのソフトなどが不正
にコピーされ使用されることによる，知的財

ざい

産
さん

権
けん

の侵害も深
しん

刻
こく

で
す。さらに，他人のＩＤ（認

にん

証
しょう

番号）やパスワードを使った不正アク
セスにより金銭をだまし取ったり，コンピューターウイルスを使っ
たコンピューターへの攻

こう

撃
げき

など，新たな犯
はん

罪
ざい

も生まれ，情報をめぐ
るモラルやルールの確立が急がれています。

情報化の時代を生きる私たちは，おびただしい情
報の中から，自分にとって必要な情報を選び取る

力（メディアリテラシー）を養わなければなりません。また，コンピ
ューターのつくり出す仮想の世界にばかり刺

し

激
げき

や情報を求めるこ
とには，注意が必要です。しだいに現実と仮想現実（バーチャルリ
アリティー）との区別があいまいになり，直接的な人間関係が希

き

薄
はく

になるおそれがあるからです。
　情報化が進展していく社会だからこそ，家族，地

ち

域
いき

社会，職場，
学校など，これまで私たちが大切にしてきた人間どうしの触

ふ

れ合い
や，自然との触れ合いを大切にしていくことも重要です。

情報社会と
私たちの生活

　情報社会により便利になった点と課題について，調べてみましょう。

　インターネットで広がる「ネット社会」における犯罪は年々増え，
手口も巧

こう

妙
みょう

になっています。身に覚えのないメールには安易に返信
しない，メールに書かれたウェブサイトには移動しないなどの注意
が必要です。
　また，L

ラ イ ン

INEなど無料通話アプリによるトラブルが公立中学校の
約７割で発生しており，ネット上での掲示板や裏サイトへの書き込
みによるトラブルもほぼ同じ割合で起きています。
　日常の社会と同じく，ネット社会でもモラルやマナーに沿

そ

った行
動を心がける必要があります。他人の名

めい

誉
よ

やプライバシーを侵
しん

害
がい

し
ない，正しい情報を伝達する，著

ちょ

作
さく

権
けん

を尊
そん

重
ちょう

するなどの「情報モラ
ル」は，ネット社会に参加する市民が，おたがいに尊重しなければ
ならない道徳といえます。

理解を深めよう

「ネット社会」とつき合うために

（複数回答，　
上位８項目）

無料通話アプリ（LINE等）
に関わるトラブル

ネット上の書き込み（掲示
板，裏サイト，SNS等）

ネットいじめ問題

依存

学校間トラブル
FacebookやTwitter等に

関わるトラブル
チェーンメール

個人情報流出

0 2010 4030 6050 70（%）

69.5%

67.9

35.1

31.8

18.5

18.2

18.2

15.4

【全日本中学校長会「平成25年度調査研究報告書」】

5ネットや携
けい

帯
たい

電話，スマートフォン利用に関す
る生徒指導上の問題

6無料通信アプリなどのトラブルに子
どもが巻き込まれるのを防ぐための学校
の取り組みを紹介した新聞記事（2014年）
　愛知県刈

かり

谷
や

市では，午後９時以
い

降
こう

に児
童生徒に携帯電話を使わせないルールを
家庭に要

よう

請
せい

する先駆的な取り組みを行っ
ています。

　次の３つを構成要素とする，複合的な
能力のことをいいます。
①メディアを主体的に読み解く能力。
②メディアにアクセスし，活用する能力。
③メディアを通じコミュニケーションす
る能力。特に，情報の読み手との相互
作用的（インタラクティブ） コミュニ
ケーション能力。

7メディアリテラシー
➡p.93

107
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15
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第４節　裁判所と司法権

がいの意見を述べ，裁判官は双
そう

方
ほう

の言い分を聞いた上で，法
ほう

律
りつ

に照
らして判決を下します。
　裁判には時間と費用がかかるため，当事者が話し合ったり，調

ちょう

停
てい

委員とよばれる人が両者のあいだをとりもったりして解決してい
く制度（和解・調停）も幅

はば

広く活用されています。
　刑事裁判は，他人を傷

きず

つけたり，社会に迷
めい

惑
わく

をおよぼしたりする
犯罪行

こう

為
い

を裁
さば

くものです。犯罪が起きると，検
けん

察
さつ

官
かん

は警
けい

察
さつ

官
かん

ととも
に捜

そう

査
さ

を行い，罪
つみ

を犯
おか

した可能性のある者（被
ひ

疑
ぎ

者
しゃ

）をさがし，犯罪
を裏づける証

しょう

拠
こ

を集めます。
　被疑者は逮

たい

捕
ほ

・勾
こう

留
りゅう

されることがあります。捜査の結果に基
もと

づい
て検察官は，被疑者を裁判にかけるかどうかを判断します。裁判を
行う場合，検察官は被疑者を被告人として裁判所に起

き

訴
そ

します。裁
判官は，検察官と被告人やその弁護人の主張や証人の供述を聞き，
法律に照らして判決を下します。
　裁判では，法律や裁判の手続きについての専

せん

門
もん

知識が必要になり
ます。そのため，通常は弁護士が，民事裁判では訴

そ

訟
しょう

代理人，刑事
裁判では弁護人となります。憲

けん

法
ぽう

は，刑事被告人が裁判で不利にな
らないように，資格を有する弁護人（弁護士）を依

い

頼
らい

することがで
き，自分で依頼できない場合には，国費によって弁護人をつけなけ
ればならないと定めています（37条③）。

　裁判所は，社会の中でどのような役割を果たしているのか，「法」「社会の秩
ちつ

序
じょ

」と
いう言葉を使って80字程度で説明しましょう。

民 事 裁 判 刑 事 裁 判

原 被

検

被

疑

警

原告

訴え
起訴

被告
ひ こく

き そ

ひ ぎ しゃ

被疑者

被告人

取り調べ

審 

理
し
ん

り

和解

けい さつ かん

警察官

判決 判決

不起訴

事 件利害関係
の対立

裁判所
裁判所

そう さ

捜査

たい ほ

逮捕
送検

うった
けん さつ かん

検察官

公 

判
こ
う
は
ん

5民事裁判と刑事裁判のしくみ　民事裁判は民法や商法など，刑事裁判は刑
けい

法
ほう

など
を根

こん

拠
きょ

として判決が下されます。

　裁判はだれでも自由に傍聴する
ことができます。
①裁判所に電話をかけよう
　裁判はふつう土・日を除く平日
に行われます。夏休みなども利用
して，自分が希望する日に裁判が
あるか，中学生でも理解できそう
な裁判があるか確認しましょう。
②裁判所に行こう
　裁判所の受付で，当日審

しん

理
り

され
る裁判を確認し，傍聴する裁判を
決めましょう。
③注意事項を知ろう
　メモは取れますが，写真撮

さつ

影
えい

や
録
ろく

音
おん

はできません。私
し

語
ご

をつつし
み，静かに傍聴しましょう。もち
ろん飲食禁止です。
④裁判の記録を取ろう
　場内のようすをスケッチしたり，
裁判の流れをメモし，あとでレポ
ートにまとめましょう。

6裁判官のバッジ
　正しいものを映

うつ

す
三種の神

じん

器
ぎ

のひとつ
「やたの鏡」の中に裁
の字をデザイン。

7検察官のバッジ
　菊の花と葉の中に
太陽のデザイン。秋

しゅう

霜
そう

烈
れつ

日
じつ

とよばれ，秋
の冷たい霜

しも

と夏の太
陽のきびしさで犯

はん

罪
ざい

を追及する姿
し

勢
せい

を表します。

8弁護士のバッジ
　自由と正義の象

しょう

徴
ちょう

・ひまわりの中に
公正と平

びょう

等
どう

を表すは
かりをデザイン。

裁判を傍
ぼう

聴
ちょう

しよう
やって みよう

⬅p.75

p.15

p.107
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□財・サービス
□消費
□生産
□所得
□家計
□税金
□貯蓄
□企業
□労働力
□株式会社
□寡占・独占
□社会的責任
　（ＣＳＲ）
□ワーク・ライフ・
　バランス
□市場経済
□価格
□需要量・供給量
□金融
□日本銀行
□円高・円安
□社会資本
□財政
□公債
□好景気・不景気
□公共投資
□物価
□社会保障
□公害問題

学習のまとめ

重要語句の確認

サラリーマンをしているＡさんは，政府の政策に対して不満をもっていました。年金制度が改正さ
れ，国民年金と厚生年金の保険料が段階的に引き上げられたり，消費税も増税されたりしているか
らです。
　あるとき，Ａさんは下のような図を目にしました。図は高齢者一人に対する生産年齢人口（15

～ 64歳）の変化を示したものです。これを見たＡさんは，保険料や消費税の引き上げはやむを得
ないと思いました。
　Ａさんはなぜ不満をもっていたのでしょうか。そして，どうして考えが変わったのでしょうか。
説明しましょう。

3

下のイラストは，円高のときと円安のときの，日本に旅行に来ている外国人と，外国へ旅行に行っ
ている日本人のようすをそれぞれ表したものです。ふきだしの（　　）の中に適当な数字を入れ，

［　　］の部分には，その状況にふさわしい言葉を入れましょう。

2

（　　　　） 代金

代金

賃金
ちんぎん

（　　　　　　）

（　　　）
　  財・サービス

（　　　） 
税金など　　

　　代金
（　　　　）・公共サービス（　　　　）・公共サービス

企 業
き ぎょう

家 計

政 府

5.8人

1990年

3.3人

2005年

2.0人 1.3人

2025年
（予測値）

2055年
（予測値）

【平成21年版 高齢社会白書】

経済のしくみについてまとめた次の図を見て，（　　）の中に入る語を，左側の重要語句から選ん
で入れましょう。

1

しっかり覚えら
れたか，チェッ
クしましょう。

Oh,$10… （　　 ）円！
［　　　］

Wow!
$6.67 （　　）円か

［　　　　］

お昼の寿司
セット
1,000円

す し
お昼の寿司
セット
1,000円

円高のとき（１ドル＝100円） 円安のとき（１ドル＝150円）

日本では… 日本では…外国では… 外国では…

p.170

学習内容に応じたさまざま
な問い方で，思考力・判断
力・表現力が育まれます。

　各章末に設け，重要語句や基本的知識の定着と，言語活動を
行うための課題を掲載して，思考力・判断力・表現力を伸ばし
ます。

「対立と合意，効率と
公正」に関する出題も
あるよ。多面的・多角
的に考えよう。

法を学習するにあたって
　各章の学習の指針を示し
ています。

図：法の構成
　各章の学習内容
を象徴する図版を
掲載しています。

どのようにケーキを分ける？
　家族のそれぞれの立場の違いや意
見に配慮してケーキの分け方を考え
ます。平等，公正，権利などに配慮
したルールづくりなど，法に関する
基本的な見方や考え方に，作業を通
して気付くことができるようにして
います。

どうして法を学ぶの？
　各章の学習の目的を示
しています。

救急車の利用について市議会
で議論しよう
　市民の救急車の利用について，
市議会議員になって議論する活動
を通して，政治のしくみや考え方
について興味・関心を養います。

Ａ国とＢ国のどちらの国民に
なりたいか考えよう
　経済活動や国民の生活のあり方
の異なる２つの国を比べる活動を
通して，人々にとってよりよい経
済のしくみについて問題意識を養
います。

Ａ国の外交官となってＢ国と
交渉してみよう
　他国との外交課題についてラン
キングする活動を通して，国家や
国際社会の課題について興味・関
心を養います。

第2章 法の入り口

活動の手順を具体的
にわかりやすく提示
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3 プレゼンテーションしよう
　プレゼンテーションとは，発表者が情報を適切な手

しゅ

段
だん

・方法で正確にわかりやすく説明し，聞き手に理解して
もらう手法のことです。

❶条件の確認
　・発表時間
　・発表の目的（説明，説得，情報提

てい

供
きょう

など）を明確にする。
　・会場の広さ
　・参加者の人数
　・使える設備（黒板，スライド，OHP，プロジェクターなど）

❷発表内容の構成を考える

❸発表資料の作成
　発表資料を作成する際には，文章表現だけでなく，グラフ・イラスト・写真・地図などを
活用するとより効果的です。内容を聞き手の視覚に訴

うった

えることにより，聞き手が理解しやす
くなります。

■作成例
　・発表内容を要約したプリントを参加者に配り，それに基

もと

づいて説明する。
　・模

も

造
ぞう

紙
し

に発表内容を記述し，説明する。
　・OHPなどを活用して説明する。
　・パソコンのプレゼンテーションソフトを使う。

■テーマを決めてレポートを作成しよう■

導
どう

入
にゅう

聞き手に，これから何を話すかを要約して概
がい

要
よう

を話す。

本論 プレゼンテーションの中心となる部分。聞き手が納
なっ

得
とく

できるように論理的に説明する。

結論 最後にもう一度，特に主張したいことをくり返し，聞き手に理解してもらう。

あらかじめ自分
の考えを整理し，
何を伝えたいの
かを明確にして
おきましょう。

1生徒の作品

　公民的分野の学習内容と自分の人生や社会とのつながりを感じ
ることができるような教材を充実させました。
　また，基礎的な知識･技能を，実社会や実生活の中で活用できる
ように，「現代社会の見方や考え方の基礎」を習得し，物事を多面的・
多角的に考察する力を養います。

p.５ 「自分の過去・現在・未来シート」
p.94 「新聞の社説を比べてみよう」

など

多面的・多角的に
考察する力を養う教材

ポイント

アクティブ・ラーニングの例

5

10

15

20

24 第１章　私たちの生活と現代社会

世界の人々は，日々の暮
く

らしの中で何を主食と
し，どのような言葉を話しているのでしょうか。

例えば，日本人の主食は米であり，母語は日本語です。世界のさま
ざまな国や地

ち

域
いき

に暮らす民族が，それぞれの風土，伝統や歴史，他
の地域との交流などによってつちかい，共有してきた独

どく

自
じ

の様式の
ことを文化といいます。
　文化には，道具や機械などの物質的な側面，風

ふう

俗
ぞく

や習慣などの生
活的な側面，宗

しゅう

教
きょう

や芸術などの精神的な側面があり，食事のしかた
から国民性までの広い意味があります。

宗教も文化の中で大切な位置を占
し

めています。日
本人の多くは，子どもが生まれると無事に成長す

るよう願って神社にお宮参りをし，人が亡くなると宗教的行事とし
て葬

そう

式
しき

を行うなど，人生の節目で，神
しん

道
とう

や仏
ぶっ

教
きょう

と深いかかわりをも
った儀

ぎ

礼
れい

を行います。
　また，12月24，25日にクリスマスを祝い，数日後の元日に神社や
寺院に初

はつ

もうでに行くといった，宗教的行事への寛
かん

容
よう

性や多様性が
見られます。
　このように日本人の伝統的な宗教観は，ひとつの神を信じて，
日々，信

しん

仰
こう

するというよりも，その時々の宗教儀礼を通して，自分
が所属する社会で，自

みずか

らの役
やく

割
わり

と責任を自覚することに重きが置か

1 文化の意義と影
えい
響
きょう

　私たちは文化とどのようにかかわ
りながら生活しているのでしょう。

私たちの生活
と宗教

私たちの生活
と文化

私たちの生活に
息づく宗

しゅう

教
きょう

第2節 現代社会の文化と私たちの生活

1初もうで（秋
あき

義
ば

神社，福島県
いわき市，2014年）

4結婚式（教会）

2お宮参り

5結婚式（神
しん

前
ぜん

）（明治神宮，東
京都渋谷区）

3七五三（明治神宮，東京都渋
しぶ

谷
や

区）

6除
じょ

夜
や

の鐘
かね

（松
しょう

巌
がん

寺，宮城県石
いしの

巻
まき

市）

　コンビニエンスストアと比べても，神
社や寺院の数が多いことがわかります。
　特に長崎県対

つし
馬
ま
市には，大小さまざま

な神社が500社ほどあり，神社密度が日
本一高いといわれています。

7神社，寺院，教会の数

神
しん

道
とう

系神社 81,290

仏
ぶっ

教
きょう

系寺院 77,333

キリスト教系教会 7,234
（2011年）

〈参考〉
コンビニエンスストア：47,801店（2012年）

【文部科学省「宗教統計調査」，
経
けい

済
ざい

産業省「商業動
どう

態
たい

統計調査」】

❶　日本では八
や

百
お

万
よろず

の神という言葉があ
り，自然の恵みに感謝し，その自然を崇

すう

拝
はい

する考え方があります。

私たちの生活のな
かの宗教的行事や
慣習について，調
べてみましょう。
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課　題　例 構　　　想 テーマ達成に向けて

社
　
　会

世界をおもてなし
できる国

外国人旅行者の受け入れ体制を整え，観光地を活性化し
ます。また，凶悪犯罪などの減少を図って，治安をよく
します。

①外国人旅行者の受け入れ体制の整備
②観光産業の振興

子どもの笑顔が
あふれる国

女性が安心して子どもを産み，育てることができる環境
を充実させます。その結果，日本の人口減少に歯止めが
かかり，安定的な人口構造になります。

①女性の出産・育児環境の充実

元気で100歳！　
みんながイキイキ
している国

老後を支える年金制度を安定・充実させ，高齢者が経験
を生かした仕事やボランティア活動ができるしくみをつ
くります。

①年金制度の安定・充実
②高齢者向けの仕事やボランティアの充実

政
治
・
経
済

地方がキラキラ
している国

国と地方の役割を明確にし，地方活性化の方策を立てま
す。特に東北地方の復興に力を入れます。

①地方活性化の方策
②東北地方の被災地の復興

ものづくりの国
中小企業や零

れい

細
さい

産業の経営支援を強力に進め，最先端技
術が経済をリードするように，ものづくり技術，新製品
の開発を助けます。

①中小企業の経営支援
②最先端技術の開発支援

働く喜びを
実感できる国

若者の正規雇用化の援助，職業訓練や職業紹介の充実，
お母さんの再就職の支援など，安定した雇用制度をつく
ります。

①若者の正規雇用化の援助
②母親の再就職の支援

国
　
　際

「世界のお医者さん」と
呼ばれる国

海外で活躍する医師を育成し，伝染病や貧困問題に苦し
む国に派遣し，医療支援や現地の医師への技術指導，医
療環境の整備などに努めます。

①海外で働く医師の育成
②現地での医療支援，医療環境の整備など

世界の平和と安全に
貢献する国

自衛隊が，日本の防衛や国際社会の平和と安全の維持の
ために果たしている役割を確認し，日米安保条約を踏ま
え，国際社会の平和と安全の維持のために貢献します。

①自衛隊の役割の確認
②国際社会の平和と安全への貢献のしかた

クールジャパンを
発信する国

世界で人気の高い日本文化はアニメやマンガ，食文化，
サービスなど，クールジャパンの人気を生かし，国内経
済の活性化，企業の海外展開などを促します。

①クールジャパンの人気を生かした国内経
済の活性化，企業の海外展開

環
境
・
食
料

「もったいない」精神の
国

食料の大量廃棄や海外からの食料の大量輸入を改め，地
産地消を進めます。また，廃棄物の排出量を抑制し，再
使用，再利用に取り組みます。

①食料の大量輸入，大量廃棄の改善
②地産地消の促進
③リサイクル社会の実現

省エネの国
太陽光発電などの自然エネルギーの活用，自動車などの
エネルギー消費効率の向上を図り，CO2排出を減らしま
す。

①自然エネルギーの活用
②エネルギー消費効率の向上

水と緑と風薫
かお

る国
日本の美しい田畑や森林や里山，海や水辺を守り，日本
人の自然観を世界に発信し，世界の環境への取り組みに
も貢献します。

①景観保全
②日本人の自然観の海外への発信

このテーマ例はほんの一部です。ほかに
も，「持続可能な社会」を築いていくた
めには，気候変動などの環境問題，人権
問題や少子高齢化，紛

ふん

争
そう

問題，医療問題
などさまざまなテーマがあります。

■テーマを決めてレポートを作成しよう■
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ることによって発
はっ

展
てん

してきました。私たちの祖
そ

先
せん

が知
ち

恵
え

や経験を伝
え合い，みがき合いながらつくりあげてきたからこそ，伝統文化に
はかけがえのない価

か

値
ち

があるといえます。伝統文化の尊重は，それ
らをはぐくんできた日本や郷

きょう

土
ど

を愛することにつながります。
　私たちは，伝統文化を学び，祖先の知恵や技術，美の感覚などを
さぐり，これを受け継ぎ，そして生活のしかたやものの見方，考え
方を身につけた上で，新しい文化を生み出す役

やく

割
わり

を果たさなければ
なりません。現在，アニメから科学技術にいたるまで，新しい文化
を創造して世界に発信し，活

かつ

躍
やく

している日本人がたくさんいます。
彼
かれ

らの多くは日本の伝統文化や精神を理解し，そこからはぐくんだ
活動の成果としての個性が，世界で認

みと

められているのです。
　これからの文化の創造は，私たちに託

たく

されています。芸術性の高
い作品だけでなく，手づくりのものでも文章でも歌でもかまいませ
ん。私たちが日本の文化に目を向け，考え，学び，つくることが大
切です。それが積み重なり，たがいに刺

し

激
げき

し合って生まれた成果こ
そが新しい文化の創造につながります。

　2013年に和食がユネスコの無形文化遺産に登録されま
した。長い歴史を経て今に伝わる和食は，自然を尊

そん

重
ちょう

す
る日本人の精神を表した食に関する社会的慣習といえま
す。和食の特色としては，①正月や田植えなど年中行事
との密接なかかわり，②四季や地理的多様性による新鮮
な山海の幸

さち

，③自然をあらわした美しい盛り付け，④栄養
バランスに優れた健康的な食生活などがあげられます。

　しかし，近年では外食の日常化，家庭料理の欧米化が
進み，米を食べる量が激減しています。また，脂質をとり
すぎることによる生活習慣病の増加などが問題になり，あ
らためて食生活を見直す動きがみられるようになっていま
す。地域では，「地

ち

産
さん

地
ち

消
しょう

」で地元の食材を生かして，学校
給食や地域行事で郷土料理を提供したり，親子教室など
で食育活動を推進したりして，和食の継承に努めています。

理解を深めよう

無形文化遺
い

産
さん

「和食」

5東日本大震災の被災者が生活する仮設住宅に届けら
れたおせち料理（岩手県大

おお

槌
つち

町
ちょう

，2012年）
6食育に取り組む京都の料理人（京都府京都市）　小学生に「だし」
の味わいを教えます。

7沖
おき

縄
なわ

県地方をはじめとする琉
りゅう

球
きゅう

文化
を代表する楽器の三

さん

線
しん

をひく女性（石
いし

垣
がき

やいま村，沖縄県石垣市）

8アイヌの古式舞
ぶ

踊
よう

を披露する人々
（アイヌ民族博物館，北海道白

しら

老
おい

町，
2009年）　ユネスコの無形文化遺産に登
録されています。

　身近な生活のなかにある文化と自分とのつながりを探して，調べてみましょう。
　　例：私の家の近くには○○神社があります。私はお囃

はや
子
し
を練習しています。

➡p.184

➡p.169

210 社会科のまとめ

ウェビングマップ
をつくると，キー
ワードどうしの関
係が理解できて，
テーマをしぼりこ
むのに役立ちます。

できあがった
ウェビングマッ
プを参考にしな
がら，テーマを
決めました。

❶テーマを決める～ウェビングマップの作成
　まず，テーマになると思う内容について，自由に考え，思いついたキーワードをできるだ
け多く出してみました。その際，関係の深いキーワードどうしを線で結び，ウェビングマッ
プをつくって整理しました。

　いままで学習してきたことをもとに，持続可能な社会を築いていくためには，どのようなテーマを立てたらよ
いのでしょうか。

❷テーマを決める
　テーマは具体的なものを設定しましょう。例えば，「持続可能な社会」ということをテー
マに取り上げても，それに関係する内容にはさまざまなものがあり，レポートを作るのがた
いへんです。「持続可能な社会」のために，どのようなことをすべきなのかということを具
体的に考えて，テーマを決めましょう。

社会科のまとめ

省資源・省
エネルギー

介護など福
祉の充実

世界で人気のある日本文化

ワークライ
フバランス

労働力人口
を増やす

環境の保全

経済の開発

社会の発展

新しい資源・
エネルギー
の開発

持続可能な社会
をめざす日本

天然資源の保全

日本の安
全と防衛核兵器

の脅威
いきょう

えいぼう

ごかい

こうしん

ちょうそん

かんがたじゅん

世界平和
の実現

グローバ
ル社会 異文化の

尊重

外国人観光客の増加

伝統文化
の理解

地方産業
の活性化

クールジャパン

中小企業
の活性化

ものづく
りの復活観光産業の振興

公正で平
和な社会

少子高齢
化対策

若者の雇
用対策

平和主義

自然破壊の防止

公害の防止

家族の価値

貧困へ
の援助

文化の継承

企業の発展

環境汚染
の防止

企業の社
会的責任

科学技術
の発展

社会資本
の整備

循環型
社会

かいは

【課　題】

「環境にやさしい国，日本」

【理　由】

・温室効果ガスの排
はい

出
しゅつ

など，環境問題は地球的規
き

模
ぼ

にまで広がっています。

・資
し

源
げん

の少ない日本では，エネルギーを他国から輸入しなければなりません。

・私たちは将来にわたって持続できる循
じゅん

環
かん

型社会をつくりあげていかなけれ

ばなりません。

・これからの日本は，資源・エネルギーを有効に活用しながら，産業や経
けい

済
ざい

を発

達させ，しかも環境にやさしい開発をすすめていかなければなりません。

1 テーマを決めよう

ウェビングマップ
とは，クモの巣
（web）状にキー
ワードを図式化す
ることだね。
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　以下の社説は，1989（平成元）年に国連で採
さい

択
たく

された「児童の権
けん

利
り

に関する条約」を日
本が94年に批

ひ

准
じゅん

して以来，各地の自
じ

治
ち

体
たい

で制定されるようになった「子どもの権利条例」
についてのものです。

新聞の社説を比べてみよう
やって みよう

現代の社会と「私」とのつながり

　私たちの暮
く
らしの中で，新聞は情

じょう
報
ほう
源
げん
として大き

な役
やく
割
わり
を果たしています。毎日発行されている新聞

は，全国紙・地方紙を合わせて約5000万部にのぼり
ます。しかし記事の分量や掲

けい
載
さい
ページ，見出しの付

け方や写真の有
う
無
む
などによって，読み手の印象はず

いぶん異
こと
なってきます。

　中でも，最もちがうのが「社説」の主張です。新
聞社によって，するどく意見の対立するテーマも少
なくありません。どの新聞が多く購

こう
読
どく
されているか

によって，つくられる世
せ
論
ろん
にもかなり影

えい
響
きょう
がおよぶ

ことになります。
　以下，その例を見てみましょう。

　
家
庭
の
し
つ
け
や
学
校
の
指

導
を
難む

ず
か

し
く
す
る
よ
う
な
条
例

づ
く
り
が
全
国
に
広
が
っ
て
い

る
。
こ
う
し
た
条
例
は
権
利
を

は
き
違ち

が

え
た
り
、
わ
が
ま
ま

を
許
す
風ふ

う

潮ち
ょ
う

を
助
長
し
て
い

る
。
慎し

ん

重ち
ょ
う

に
検け

ん

討と
う

す
べ
き
で
あ

る
。
国
連
の
「
児
童
の
権
利
条

約
」
の
目
的
は
18
歳さ

い

未
満
の
子

供
た
ち
を
飢う

え
や
病
気
な
ど
か

ら
保ほ

護ご

す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ

が
問
題
は
、
こ
う
し
た
本
来
の

目
的
を
外
れ
て
特
定
の
政
治
的

狙ね
ら

い
の
た
め
に
子
供
の
「
意
見

文
が
曲き

ょ
っ

解か
い

さ
れ
、
教
育
に
弊へ

い

害が
い

が
大
き
い
こ
と
は
過
去
の
例
に

あ
る
。
懸
念
は
当
然
だ
。

　
最
近
の
条
例
制
定
の
動
き
は

子
供
が
被ひ

害が
い

に
遭あ

う
事
件
や
、

い
じ
め
、
児
童
虐ぎ

ゃ
く

待た
い

な
ど
が
背は

い

景け
い

に
あ
る
よ
う
だ
。
だ
が
、
い

じ
め
や
虐
待
防
止
に
は
、
親
子

の
愛
情
や
思
い
や
り
の
心
を
育

て
る
こ
と
こ
そ
重
要
で
、
時
に

は
厳き

び

し
く
し
か
る
、
毅き

然ぜ
ん

と
し

た
教
育
が
今
ほ
ど
必
要
な
と
き

は
な
い
。
そ
れ
を
妨さ

ま
た

げ
、
縛し

ば

る

条
例
は
極き

わ

め
て
疑
問
だ
。

表
明
権
」
と
い
っ
た
権
利
ば
か

り
を
強
調
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い

こ
と
だ
。

　
広
島
市
の
条
例
の
骨こ

っ

子し

に
は

「
学
び
、
遊
び
、
休
息
す
る
こ

と
」
な
ど
の
権
利
の
ほ
か
、
意

見
表
明
権
な
ど
も
あ
る
。
こ
れ

に
保
護
者
や
学
校
関
係
者
か
ら

指
導
し
づ
ら
く
な
る
な
ど
懸け

念ね
ん

の
声
が
強
く
、
反
対
の
署し

ょ

名め
い

活

動
も
行
わ
れ
て
い
る
。
広
島
市

は
「
子
供
が
健す

こ

や
か
に
育
つ
た

め
の
取
り
組
み
」
な
ど
と
説
明

し
て
い
る
。
だ
が
、
目
的
や
条

わ
が
ま
ま
許ゆ

る

す
条
例
は
疑
問

　
日
本
の
子
ど
も
は
先せ

ん

進し
ん

国こ
く

で

最
も
孤こ

独ど
く

感か
ん

が
強
く
、
中
高
生

の
２
人
に
１
人
は
自
分
を
「
駄だ

目め

な
人
間
」
と
思
い
込こ

ん
で
い

る
。
そ
し
て
毎
日
１
・
４
人
が

死
を
選
ん
で
い
る
。
そ
ん
な
状じ

ょ
う

況き
ょ
う

を
食
い
止
め
、
生
ま
れ
て
き

て
よ
か
っ
た
と
思
え
る
社
会
に

変
え
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
…
。

こ
れ
が
広
島
市
が
制
定
を
目め

指ざ

す
子
ど
も
条
例
の
狙
い
だ
ろ
う
。

子
ど
も
に
も
基
本
的
人じ

ん

権け
ん

が
あ

る
。
意
見
は
尊そ

ん

重ち
ょ
う

さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
う
し
た
考
え
方
が

第
三
者
委
員
会
の
設
立
も
盛
り

込
ん
だ
。

　
条
例
が
成
立
し
て
も
、
す
ぐ

に
は
何
も
変
わ
ら
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
抽ち

ゅ
う

象し
ょ
う

的て
き

な
規
定
が
多

く
罰ば

っ

則そ
く

も
な
い
か
ら
だ
。
し
か

し
そ
の
理
念
が
じ
わ
じ
わ
と
浸し

ん

透と
う

し
、
子
ど
も
を
人
と
し
て
尊

重
す
る
文
化
が
は
ぐ
く
ま
れ
れ

ば
、
そ
の
瞳ひ

と
み

も
輝か

が
や

い
て
く
る
は

ず
で
あ
る
。
欠か

か
せ
な
い
の
は
、

小
さ
な
声
を
き
ち
ん
と
受
け
止

め
よ
う
と
す
る
大お

と
な人

の
誠
実
さ

だ
と
思
わ
れ
る
。

素そ

案あ
ん

の
背
骨
に
な
っ
て
い
る
。

　
素
案
で
は
、
子
ど
も
の
た
め

に
目
指
す
べ
き
四
つ
の
環か

ん

境き
ょ
う

整

備
を
挙
げ
て
い
る
。
安
心
し
て

生
き
る
。
愛
情
を
も
っ
て
育
て

ら
れ
る
。
学
び
や
遊
び
、
文
化

で
豊
か
に
育
つ
。
自
分
に
か
か

わ
る
事こ

と

柄が
ら

に
意
見
を
言
え
、
参

加
で
き
る
。
そ
の
実
現
の
た
め

の
施し

策さ
く

を
考
え
、
予
算
を
付
け

る
の
が
市
の
責
務
と
し
て
い
る
。

ま
た
他
市
の
例
を
参
考
に
、
い

じ
め
な
ど
の
人
権
侵
害
に
対
し
、

相
談
だ
け
で
な
く
救き

ゅ
う

済さ
い

に
動
く

小
さ
な
声
　
く
み
取
る
街ま

ち

に

社 説 社 説Ａ新聞 Ｂ新聞

子こ 

供ど
も 

の 

権 

利

子 

ど 

も 

条 

例

あなたなら，「子
どもの権利条
例」についてど
う考える？

➡p.244

5人生モノサシ

自分の過去・現在・未来シート

　このシートは，みなさんの誕生から小学生までの【過去】，中学生になり今日までの【現在】，
中学校を卒業してからの将来像としての【未来】を書き込むことができます。
　左ページの人生モノサシの図を参考にしながら，書き込んでみましょう。

現在の自分

過去の自分 未来の自分

•自分の性格（長所と短所など）

•小学校５年～６年生のころの自分は？ •中学校卒業後の進路（進学や就職）は？

•小学校１年～４年生のころの自分は？ •将来，どのような仕事をしたいか？

•自分の名前の由来や，七五三，幼稚園，保育園での思
い出など。

•将来の自分を想像してみよう。
　（例えば30歳，50歳，70歳ころの自分は？）

•得意科目と苦手科目 •部活動や地域での活動など
•特技や関心をもっていること

親に聞いてみて
　　　もいいね。

　上の図は，1歳分の年齢を４ミリ幅で示した「人
生モノサシ」です。この教科書で学ぶみなさんは中
学校３年生，★印がついたほぼ15歳のところを生
きています。
　みなさんがこれまで生きてきた人生をふり返っ
てみると，七五三の時にお宮参りをし，大

おお
晦
みそ
日
か
には

除
じょ
夜
や
の鐘

かね
を聞き，初もうでには神社に参拝したりし

た経験をもつ人がいるでしょう。みなさんは，この
ように日本の伝統文化と密接にかかわって生きて
おり，これからの人生でも同様です。
　この教科書の26～29ページには日本の伝統文化
が紹介されています。その項目を読み日本文化に
関心をもってほしいと思います。
　さてみなさんは，来春，義務教育の期間として
の中学校を卒業すると，社会人として働くことが
認められます。現在では，ほとんどの人がより高い
教育を受けるために高校や高等専門学校（高専）な
どに進学しています。さらに大学や専門学校に進
み，専門的な知識や資格を身につける人も少なく
ありません。この期間は，上の図❶の「学校教育
の時代」といえます。

　　　　　
　この公民教科書の学習には，みなさんの人生に
役立つ内容が数多く含まれています。
　自動車の運転を例にあげてみましょう。みなさん
は18歳になれば，国家資格としての自動車運転免
許を取得することができます。そのためには，運
転技術とともに道路交通法という「法律」やそれに
関連する規則を勉強し，試験に合格しなければな
りません。
　次に免許を取得して，実際に運転する状況を思
い浮かべてみましょう。車は道路を走ります。道
路には，信号や横断歩道が設けられ，また高速道
路なども整備されます。これらは，「政治」のはたら
きによるものです。
　運転する自動車を購入する際には，販売店と契

けい

約
やく
を結び代金を支払います。また，事故に備え保
険をかけます。これは「経

けい
済
ざい
」にかかわることです。

　さらに，海外で自動車を運転したいと思ったら国
際運転免許証が必要になります。条約を締

てい
結
けつ
して

いる国で手続きを行い交付されますが，こうした
条約などは「国際社会」に関連します。
　このように，自動車の運転ひとつをとっても「法

　この時代を終えると，みなさんは働いて収入を
得る❷の「社会人の時代」を迎えます。企

き
業
ぎょう
に就職

したり，公務員となって自治体や国の機関で仕事
をしたり，また家業を手伝い，それを継

つ
ぐ人，自分

で経営する人もいます。
　自分で生活できるようになると，多くの人は結婚
し家庭をもちます。子どもが生まれれば，子育て
に取り組む❸の「親の時代」が始まります。
　子どもが成長するにつれ，下の表のように多く
の教育費がかかるようになります。みなさんの保
護者もまた，このような負担をしてくれています。

律」「政治」「経済」「国際社会」が関連しますが，この
公民教科書では，こうしたことを学習できるのです。
　もう一度，上の人生モノサシを見てください。
　みなさんのこれからの人生と，この公民教科書
に関連する例として，少年法，選挙権，少子化，
裁判，年金，高齢化といった項目を記

しる
しています。

　これはあくまで一例です。これ以外にも自分に
関連すると思う項目をこの教科書から探し出して
みてください。

　　　　　　
　　　　
　さて冒

ぼう
頭
とう
に記したように，義務教育期間としての

中学校を卒業すると，人生の選択の幅が増え，自
分の進路をどうするかが問われてきます。
　これを考える上で参考になるのが，右側にある
【自分の過去・現在・未来シート】です。上の人生
モノサシを参考にしながら，このシートに事項を書
き込み，自分のすがたを思い描いてみましょう。

5

10

15

20

5

10

15

20

1幼稚園から高校までの教育費

2大学に進んだ場合の教育費

人生モノサシと自分の人生 これからの人生と公民教科書

自分の将来設計

教育費はど
れくらいか
かるのかな。

【12はいずれも生命保険文化センター調査ほか】

この教科書には，
私たちのこれから
の人生にかかわる
ことが，たくさ
ん出ているよ。

そうよ。だから義務
　　　　教育の最後
　　　　の段階で公
　　　　民を学習す
　　　　るのよ。

①
学校教育の
時代

②
社会人の時代

③
親の時代

公民教科書
との関連
（一例）

人生モノサシ 15歳からの自分の過去・現在・未来
現在過去 未来

年齢
項目

自宅 下宿

大
学

国公立 499 808

私立文系 700 977

私立理系 830 1110

短期大学 365 510

（単位：万円）

国立
公立 私立

幼稚園 67 163

小学校 185 836

中学校 144 371

高　校 155 293

小　計 551 1663

（単位：万円）

4 人生モノサシ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

保育園や幼稚園誕
生

★

小学校 中学校 高校

高専

大学 大学院

義務教育の期間

学校教育を卒業し社会人となる

結婚（平均結婚年齢　男 31歳　女 29歳）

出産・子育て・家庭教育

少年法
➡p.65

選挙権
➡p.74,90

少子化
➡p.16

裁判
➡p.104～111

年金
➡p.162～165

高齢化
➡p.16

④高齢期
（平均寿命　男＝ 79歳、女＝ 86歳）

少子化と右はじに書
かれている高齢化の
関連を考えてみよう。

どんな時に裁判が
起きるのだろう。

お母さんが年金のこ
とを心配していたわ。

みなさんが，これ
までの人生で日本
の伝統文化にふれ
た経験は何かな。

選挙権を得るとどのよ
うなことができるかな。

38 39第１章　私たちの生活と現代社会

5

5

10

15

第３節　現代社会をとらえる見方や考え方

じ条件になるようにしたりするなど，さまざまな意味合いがあります。
　上の事例で，多くの時間を費

つい

やすことが無駄とすれば，じゃんけ
んやくじ引きで決めたほうが，短時間で効率的でしょう。しかし，
その決め方で選ばれた人はクラス劇にとって最良の人になっている
でしょうか。
　そこで，できる限りみんなが納得するように，十分に時間をかけ
て話し合い，その上で多数決をとって決めたほうが，公正になるか
もしれません。物事を合意にもっていくには，手続きの公正，機会
の公正，結果の公正に十分配

はい

慮
りょ

する必要があるでしょう。

人と人とが集まる社会では，みんなで協力しなが
ら物事を進めることがたくさんあります。でも，

ときには意見が異
こと

なってしまい，対立が生じて，まとまらないこと
もあるでしょう。
　例えば，家族で出かけようとするとき，遊園地やデパート，海水
浴や登山など，一人ひとりが行きたいところを主張して意見がまと
まらなければ，いつまでも出かけられません。
　このような対立が生じたときはどうすればいいのでしょうか。自分
の意見を主張することは大切ですが，おたがいが強く主張ばかりして
いるだけでは，意見が一

いっ

致
ち

しません。私たちは，一人ひとり異なる個
性をもった個人であるとともに，社会集団に属する人間でもあります。
　そのため，社会生活での物事の決め方はどうすることが望ましい
のか，考える必要があります。みんなが納得できるように，解決策
を話し合い，何らかの決定を行い，合意する努力をしていかなけれ
ばなりません。

合意する努力がされるとき，必要な考え方に効率と
公正があります。効率は無

む

駄
だ

を省
はぶ

くという考え方で
す。公正は不利益をこうむっている人をなくそうとしたり，みんなが同

1 対立から合意へ

　現代社会をとらえる基本的な見方
や考え方について学びましょう。

対立と合意

効率と公正

　身近な学校生活における問題を一つ取りあげて，グループで対立と合意，効率と
公正を用いながら考えてみましょう。

対立 合意公正

効率

「公正」は，合意への手続きについての公正さや，合意される内容の公正さについて検討します。
●手続きの公正…みんなが参加して決めているか，だれか参加できていない人はいないか。
●機会の公正……不当に不利益をこうむっている人はいないか。
●結果の公正……みんなにそれぞれ妥

だ

当
とう

な結果になるか。

　「対立」が生じた場合，多様な考
え方が集団の中でともに成り立つ
ことができるように，また，たがい
の利益が得られるように，なんらか
の決定を行い，「合意」にいたる努
力がなされます。

「効率」は，「無
む

駄
だ

を省
はぶ

く」という考え方で
す。合意される内容が，無駄を省く最

さい

善
ぜん

のものになっているかを検
けん

討
とう

します。

演技だけうまけ
りゃいいっても
んでもないだろ。

時間をかけてでも
演技のうまい人に
決めるべきよ。

もうじゃんけんでいい
じゃん。すぐ決まるし，
文句ないでしょ。

そんないいかげんな
決め方，よくないと
思います！

オーディション
する？

じゃあ，多数
決はどう？

①あなたなら，だれに任せるべきだと考
えますか？　その理由も考えましょう。
②自分の意見がはっきりしたら，隣の席
の人と話し合ってみましょう。
③次に，グループの人と話し合って，グ
ループで意見をまとめましょう。
④最後に，クラス全員で話し合ってみま
しょう。
⑤クラス全員での話し合いがまとまらな
い場合，まとめるためにどのような方
法を採ればよいでしょうか。

左の漫
まん

画
が

を見て，以下の①〜⑤に
ついて考えましょう。

だれにしよう……まだ決まっていな
かった，今度の文
化祭の劇主役をこ
の場で決めたいと
思います。

立候補者が３人い
ます。どういうや
り方で決めたほう
がいいかな？

■次の事例について，クラスメートとどうするべきか考えてみましょう。

Ａさん
・演技力抜

ばつ

群
ぐん

。
・芸能界デビューを果
たした芸能人の卵。
・しかし，芸能活動の
ためにときどき大切なときに，やむを
得ず文化祭の練習を休まなければなら
ないことがある。

Ｂさん
・学級委員長で統

とう

率
そつ

力
抜群。
・みんなからの信頼は
厚く，この人物に任

まか

せれば劇全体もうまく進行するにちが
いない。
・ただし，演技力に劣る部分がある。

Ｃさん
・真

ま

面
じ

目
め

が取り柄
え

。
・クラスでは目立たな
い存在だが，みんな
が嫌がる仕事を自ら
進んで引き受ける縁の下の力持ち。
・卒業を前に自ら立候補するも演技力は
未知数。

第3節 現代社会をとらえる見方や考え方

1イタイイタイ病訴訟で企業責任を追
及する患者代表ら（上，1973年）と，全面
解決の合意書を交わした企業社長と被害
者代表（下，2013年）

⬅p.18

➡p.166
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1964年と2020年
東京オリンピック・パラリンピックの時代

考 え よ う

オリンピック
開催都市 1964年　東京 2012年　ロンドン（参考）
参加国 93の国と地域 204の国と地域

参加選手数 5152人（男子4474人　女子678人） 10765人（男子5991人　女子4774人）
日本選手数 355人（男子294人　女子61人） 293人（男子137人　女子156人）
競技数 20競技　163種目 26競技　302種目

日本の獲
かく

得
とく

メダル数 金 16　銀５　銅８ 金７　銀 14　銅 17

パラリンピック
参加国 22か国 164の国と地域

参加選手数 375人 4302人（男子2779人　女子1523人）
日本選手数 53人 134人（男子87人　女子47人）
競技数 ９競技　144種目 20競技　503種目

日本の獲得メダル数 金１　銀５　銅３ 金５　銀５　銅６

理念・特色

東京の移り変わり

オリンピックに参加する女子選手の数は，どのような変化をしているか。また，その理由は何だろう。

・前回の東京オリンピックのときと現在，そして，今度の
東京オリンピックのときとでは，日本の経済にどんな変
化があるか，表から読み取ってみよう。

・2020年には大卒の人の給料はどうなっているだろうか。
表にある経済規模や成長率などから予想してみよう。

　1964年東京オリンピック・パラリ
ンピックの開催理念

・平和を回復し，国際社会に復帰した日本
の姿，真に平和を願い求めている日本人
の姿を，オリンピック・パラリンピック
開催により，世界に示す。
◆大会に向けてインフラの充実
・首都高速道路の建設。環

かん

状
じょう

７号線など22

の道路の整備。
・羽

はね

田
だ

空港と都心を結ぶ東京モノレールやハイテク技術が集結
された東

とう

海
かい

道
どう

新幹線の開通など，日本の技術力を世界に示す。
・日本武道館をはじめとする多くの競技場が新設。大型ホテル

もオープン。
◆この大会がもたらしたもの
・大きな経済効果をもたらした。
・「国際親善を図り，平和の建設をめざす」というオリンピック

の精神が日本社会に広く浸
しん

透
とう

した。
・「パラリンピック」という名称が初めて使われた大会であり，
障害者スポーツの気運が高まるきっかけになった。

　2020年東京オリンピック・パラリ
ンピックの開催理念

・「Discover Tomorrow　未来（あした）
をつかもう」をキーワードに，素晴らし
い大会を安全・確実に開催する。

・東日本大震
しん

災
さい

からの復興をめざす日本
は，オリンピック・パラリンピック開催
によって，目標と団結を新たにし，支

し

援
えん

してくれた世界の人々に感謝を示す。
◆確立されたインフラと安全・安心
・良好な治安とすぐれたセキュリティ計画により，安全な大会

を実
じっ

施
し

する。
・1964年の東京大会で使われた施

し

設
せつ

を活用する「ヘリテッジ（遺
産）ゾーン」と，新設の競技場が多い「東京ベイゾーン」の
二つの地域で開催される。

・すぐれた交通網
もう

と輸送システム，豊富な宿泊施設によるス
ムーズな大会運営を実施する。

・都内全駅バリアフリーをめざす。
・競技のほか，文化イベントなどフェスティバルを開催する。

51964年と2020年の「人口ピラミッド」

31964年，2013年，2020年の経済指標の比較 【内閣府資料ほか】

　2020（平成32）年にオリンピック・パラリンピックが東
京で開かれることになりました。東京での開催は，高度経

けい

済
ざい
成長期の1964（昭和39）年以来56年ぶりです。

　そこで，1964年のオリンピック・パラリンピックのこと
や，当時の世の中のようすを調べて，現在や2020年と比
べてみましょう。

11964年，東京オリンピック・パラリンピックの
メイン会場であった国立競技場（下）周辺

249年後の2013年の国立競技場（右下）周辺

経済・社会・環境

1964年 2013年 2020年

経済規模（名目GDP） 29.4兆円 478.4兆円（推計） 620.7兆円（推計）

名目成長率 17.5％ 2.6％（推計） 3.6％（推計）

完全失業率 1.1％ 4.0％（推計） 3.2％（推計）

大学初任給 1万 9750円 19万 9600円 ？

【総務省・国立社会保障・人口問題研究所 資料】
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1964年

2020年の東京大会は，
日本社会にどのような効
果をもたらすでしょうか。

二つの写真を
比べると，ず
いぶんちがっ
ているわ。

下の「人口ピラミッド」
のグラフから，日本が
どのような社会になっ
ているのか，読み取り
ましょう。また，その
社会には，どん
な課題があるで
しょうか。

4東京オリンピック・パラリンピックの
計画について伝える新聞記事（2013年）

環
かん

境
きょう

問題について
は，どんな配

はい

慮
りょ

を
しているのかな。
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独
どく

裁
さい

者
しゃ

による一方的な支配や社会的な抑
よく

圧
あつ

から
のがれて，自由に考え自由に行動することを求め

るのは，人間としての切実な願いです。今
こん

日
にち

でも，一部の支配者に
よる専

せん

制
せい

政治が続く全体主義国家では，人々の自由が抑圧されてい
ます。日本国憲

けん

法
ぽう

は次のように自
じ

由
ゆう

権
けん

を手厚く保障しています。
憲法では，思想・良心の自由（19条），信

しん

教
きょう

の自由
（20条），集会・結社の自由（21条），表現の自由（21

条），学問の自由（23条）など，精神の自由を幅
はば

広く保障しています。
とくに重要なのは表現の自由です。表現方法には言論，出版，音楽，
インターネット，デモ行進などが含

ふく

まれます。
　人々が考えを自由に主張できることは，国民自身が政治のあり方
を決めるという民主政治にはなくてはなりません。全体主義国家の
ように，事前検

けん

閲
えつ

や逮捕・投
とう

獄
ごく

によって，表現の自由が制限される
と，国民が政治のあり方をきちんと把

は

握
あく

することも，その声を正確
に政治に反

はん

映
えい

させることもむずかしくなるからです。
　一方で，表現の自由は他人のプライバシーを侵

しん

害
がい

したり，社会の
道徳や秩

ちつ

序
じょ

を乱したりするおそれもあります。そのため表現する上
で，他者の人

じん

権
けん

への配
はい

慮
りょ

と良識が求められます。
憲法は，広く身体の自由を保障しています。犯

はん

罪
ざい

の疑いをかけられた場合でも，取り調べや裁
さい

判
ばん

は

自由を求める
願い1 自

じ
由
ゆう
権
けん

　私たちにはどのような自由が権
けん
利
り

として保
ほ
障
しょう
されているのでしょう。

♳音楽や映像の著
ちょ

作
さく

権
けん

保護
についてのパンフレット

2取り調べの全面可視化に関
する新聞記事（2011年）

3自分のなりたい仕事を選ぶ

4自分の住みたい場所を選ぶ

6中国の著名な作家の劉
りゅう

暁
ぎょう

波
は

さん　中
国共

きょう

産
さん

党
とう

の一党独
どく

裁
さい

体制廃
はい

止
し

などをよび
かけた文書を発表したとして，懲

ちょう

役
えき

11年
の実

じっ

刑
けい

判決を受けました。服
ふく

役
えき

中の2010

年にはノーベル平和賞を受賞しました
が，授賞式には出席できませんでした。

5フラン
スの思想家
ヴォルテー
ルが言った
とされる言
葉　自分と

異
こと

なる意見であっても，その主張の機会
を権利として保障することが，民主主義
の基本です。

あなたの言うことには，一言
も賛成できるところはないが，
あなたにそれを言う権利があ
ることは，命をかけても，私
は守るつもりです。　

第2節 基本的人権の尊重

精神の自由

身体の自由

ぼくは将来，教師
になりたいです。

わたしは将来，音楽
家になりたいです。

♳〜4は自由権の
どの条文に該当す
るでしょうか。

ぼくは京都に
住みたいなあ。

わたしはフラン
スに住みたいわ。

➡p.106

➡p.76
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かつて選
せん

挙
きょ

権
けん

はどの国でも，性別や納
のう

税
ぜい

額
がく

によっ
て制限される制限選挙が行われていました。

　日本国憲
けん

法
ぽう

では，選挙権について「人種，信
しん

条
じょう

，性別，社会的身分，
門
もん

地
ち

（家
いえ

柄
がら

），教育，財
ざい

産
さん

又
また

は収
しゅう

入
にゅう

によって差
さ

別
べつ

してはならない」（44
条）と定め，満20歳

さい

以上で日本国
こく

籍
せき

をもつすべての男女に選挙権を
保
ほ

障
しょう

した普
ふ

通
つう

選挙が行われています。
　現在の選挙は普通選挙に加えて，一人一票の平等選挙，直接立

りっ

候
こう

補
ほ

者
しゃ

に投票する直接選挙，無
む

記
き

名
めい

で投票する秘密選挙（自分がだれ
に投票したかを他に知られない）という四つの原則に基

もと

づいて行わ
れています。
　また，選挙を公正に行うために，公職選挙法が定められています。
これに基づいて国には中央選挙管理会，地方には各選挙管理委員会
がおかれ，選挙に関する事務を行っています。

選挙は，国政（国の政治）に関するものと地方政治
に関するものに分けられます。国会議員を選ぶ国

政選挙について，現在，衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

議員の選出は，小選挙区制（定数
295）と比例代表制（定数180）を組み合わせた方法（小選挙区比例代表
並
へい

立
りつ

制）が採用されています。
　また参議院議員は，都道府県を選挙区として選ばれる選挙区選出
議員選挙（定数146）と，全国を一つの単位とした比例代表選出議員

　日本の選挙制度のしくみと課題に
ついて調べてみましょう。

選
せん
挙
きょ
のしくみ3 選挙権

けん

と
選挙の原則

日本の
選挙制度

■期
き
日
じつ
前
まえ
投票

　　選挙当日，投票所に行けない人は，
事前に投票できます。

■不在者投票
　　選挙期間中，仕事や旅行などで名簿
登録地以外の市区町村に滞在している
人は，滞在先で投票できます。病院に
入院などしている人は，施設内で投票
できます。

■在
ざい
宅
たく
投票

　　身体の不自由な人は，自宅で投票で
きます。

■点字投票
　　目の不自由な人が点字で投票できます。

■在外投票
　　外国に住んでいても，日本国

こく
籍
せき
をも

っていれば投票できます。

4さまざまな投票方法

♳投票所のようす

2期
き

日
じつ

前
まえ

投票所・不在者
投票所

3投票用紙の見本

どのように投票す
ればいいのかな。

➡p.236
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180

国家とは，その領
りょう

土
ど

に住む人々が憲
けん

法
ぽう

や法
ほう

律
りつ

，日
常の慣習などのルールを共有し，共通の政治体制

の下
もと

に共
きょう

存
ぞん

する空間です。国家を構成する人々は，単一の民族に属
する必要はありません。しかし，多くの場合，その国で歴史的につ
くられ保持されてきた文化や生活のあり方，そして，言語を共有し
ます。こうした人々の集団が国民とよばれます。
　国民をひとつにまとめるものは，その国によってちがいます。し
かし，何か共通のものを軸

じく

にした「われわれ」という意識を，どこの
国民ももっています。このような意識や国家への帰

き

属
ぞく

意識，国の名
めい

誉
よ

や存
そん

続
ぞく

，発
はっ

展
てん

などのために行動しようと思う気持ちを愛
あい

国
こく

心
しん

とい
います。この愛国心が，多様な人々をひとつの国民へとまとめる重
要な役

やく

割
わり

を果たしています。
近代の国家は国民国家とよばれています。これ
は，近代以前のさまざまな身分制を廃止して同一

の国民とし，さらに，民族や宗
しゅう

教
きょう

，言語，習慣など多様な人々をひ
とつの国民に統合することを意味します。
　国家の領

りょう

域
いき

がどこまでか，特定の民族がどこの国家に属するのか
は，時代の国際関係や国の主

しゅ

権
けん

の行
こう

使
し

のしかたにより，必ずしもは
っきりしたものではありません。そのため領土紛

ふん

争
そう

や民族独立運動
が起こることもあります。

3 国家と私たち

　国際社会で，国家が主
しゅ
権
けん
を尊
そん
重
ちょう
し

合うためにはどうしたらよいでしょ
う。

国民の意識

国民国家

❶　国境が意識されなくなると，それぞ
れの国家の特色や個性が失われてしまい，
結局は大国が示した基準に，世界中の国
が従

したが

わなければならなくなることなども
指
し

摘
てき

されています。このような視点から
も，国家の存在は重要です。

♵国旗・国歌法
第１条
　国旗は，日

にっ

章
しょう

旗
き

とする。
第２条
　国歌は，君

きみ

が代
よ

とする。

5.736.4強い 58.0%
弱いどちらともいえない（わからない）■国を愛する気持ちの程度

10.110.1

11.6 34.2

あまり考えていない 30.9

28.2

必要だと思う 79.8%

必要だとは
思わないわからない■国を愛する気持ちを育てる必要性

53.3%
国や社会のことにもっと目を向けるべきだ

個人の利益よりも国民全体
の利益を大切にすべきだ

国民全体の利益よりも個人
の利益を大切にすべきだ

一概にいえない

一概にいえない わからない 1.9

わからな
い 0.9

わからない 2.3

個人生活の充実をもっ
と重視すべきだ

■社会志向か個人志向か

考えている 66.7%
■社会への貢献意識

53.5% 16.5

■国民全体の利益か個人の利益か

【内閣府「社会意識に関する世論調査」】（2012年）

1パスポート（旅券）　パスポートは海外で自分が何者であるか（国籍，
氏名，年齢など）を具体的に証明するために欠かせないものです。パス
ポートを持っていなければ，他国に入国できないばかりではなく，そも
そも日本から出国できません。

♴国や社会との関わり

パスポートの中
には何が書かれ
ているかな。

第４章　私たちの生活と経済
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日本では，平均寿
じゅ

命
みょう

が延び，総人口に占
し

める高
こう

齢
れい

者
しゃ

の割
わり

合
あい

が高まる少
しょう

子
し

高齢社会になり，年金や医
い

療
りょう

保
ほ

険
けん

を維
い

持
じ

するための費用が急速に大きくなっています。さらに
出
しゅっ

生
しょう

率
りつ

の低下のために，保険料を支
し

払
はら

う世代は確実に減少していき
ます。
　そのため，支払った保険料や働いている世代からの保険料だけで
は，年金や医療費の支払いはできなくなります。その不足額は，税
金からおぎなわれることになります。
　一

いっ

般
ぱん

に，高福
ふく

祉
し

のためには高負担になります。年金や医療保険の
制度を維

い

持
じ

するためにも，当事者にどれだけの負担が必要で，どれ
だけの受

じゅ

益
えき

（利益を受けること）があるのかを明確にする必要があ
ります。私たちも，どれだけの受益と負担が妥

だ

当
とう

なのか考えなけれ
ばなりません。

日本の年金制度は，1875（明治8）年に陸軍と海軍
の恩

おん

給
きゅう

制度から始まりました。その後，公務員や
民間の男女労働者にも適用されるようになりました。1959（昭和34）
年には，働いている人だけでなく，20歳

さい

以上60歳未満のすべての国
民が加入する国民年金が創設されました。　
　年金制度によって社会全体で高齢者の面倒をみることになり，私
たちの老後の不安は解消され，社会全体に余

よ

裕
ゆう

が生まれます。

　日本の社会保
ほ
障
しょう
制度には，どのよ

うな課題があるのでしょう。

福
ふく
祉
し
の充

じゅう
実
じつ
と課題2

以前は… 現在は…経済成長の過程で…

国・地方

都市の
労働世代

故郷の
年金世代

世話

扶養

世代の同居が一般的

年金の給付

世代ごとに生活若者がサラリーマンとして大都市に集中

保険料の
支払い

日常的な経済
的支援は困難
なので…

1年金制度が整備されてきた背景　年金制度によって親の扶養のための費用負
ふ

担
たん

が軽減されています。

福祉の充実と
課題

年金の
財
ざい

源
げん

確保

今後の年金
制度を考え
ると，親の
扶養はどの
ようにして
いけばいい
のだろうか。

過去（1960年） 現在（2010年）
三世代同居世帯数 411万 244万
高齢者単身世帯数 13万 479万
家族の人数（人） 4.47 2.42
平均寿命（歳） 男65.32　　女70.19 男79.55　　女86.30

サラリーマンの割合（％） 53.4 87.3
※三世代同居世帯数とは，「夫婦と子どもと両親から成る世帯」と「夫婦と子
どもと片親から成る世帯」をいう。
【総務省「国勢調査」，厚生労働省「完全生命表」，総務省「労働力調査」】

♴食事をする特別養護老人ホームの入
居者（埼玉県熊

くま

谷
がや

市）

⬅p.16

自らの将来の職業
等について具体的
なイメージを持ち，
将来の夢や目標を
描けます。

マンガで具体的
な事例が示され
ていて，わかり
やすいね。

p.62 p.90 p.180 p.164

p.24

p.4

p.5 p.38～39

意見の異なる新
聞の社説を題材
に，ディベート
に取り組めます。

思考・判断の裏付け
となる多彩な資料を
紹介しています。

p.206～207

p.94

p.210 p.211

p.33

ウェビングマップ
でレポートのテー
マを考えよう。

総理大臣が取
り組む［テー
マ例］が整理
されて，分か
りやすくなっ
たね。

p.213

自分の人生を俯
ふ

瞰
かん

できる！　［人生モノサシ―15歳からの自
分の過去・現在・未来］
　自分のこれからの人生を視覚的に眺め，自分の人生と公民教科
書で学習する内容との関わりについて知ることにより，公民学習
への興味・関心を育めるように工夫しました。

具体的な事例を通して学べる「対立と合意，効率と公正」
　学習指導要領の「現代社会をとらえる見方や考え方」について，p.38
～39では，クラスでの学芸会の事例を通して，「対立と合意，効率と公
正」という現代社会の見方や考え方の基礎を着実に習得すると同時に，
合意形成の重要性に気付くことができるようにしています。

多面的・多角的な視点を提供する教材の充実
　現代の社会事象を生徒が多面的・多角的にとらえ，
また，学習した知識を活用していくためにさまざま
な教材を掲載しました。

持続可能な社会を築いていくための「社会科のまとめ」の言語活動
（テーマを決めてレポートを作成しよう）
　中学校３年間の社会科の学習を通して得た知識や技能を用いて，社会
科のまとめとして「持続可能な社会の形成」という観点から課題を探究
し，レポートにまとめる単元を設けています。中間発表や議論，プレゼ
ンテーションなどの言語活動も掲載し，社会科の学習内容を自らの生き
方へと結び付け，社会に参画する態度を養っていきます。

伝統文化（第１章）

選挙権（第３章）基本的人権の尊重（第２章）
社会保障（第４章）パスポート（第５章）

　　　　　　　　小集団による
話し合いや，ディベート，シミュ
レーション，体験学習などの参
加型学習を掲載しています。

やってみよう

　　　　　　社会事象を多面
的・多角的に考え，今日的課題
について話し合ったり，よりよ
い未来を構想したりする活動を
掲載しています。

考えよう

　　　　　　　　　学習内容に
対する理解を深める資料を掲載
しています。

理解を深めよう

　　　　　　　　　　　　　　　　　自分の
未来への興味関心を持つことや，夢や希望を
抱くこと，目標に向かって努力する態度を身
に付けられるように，具体的に考える教材を
掲載しました。

自分の過去・現在・未来シート
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37やってみよう

檜山郡江差町
ひ やま え さし

秋田市
あき た
竿燈祭
かんとう

花笠祭
はながさ

七夕祭
たなばた

おわら風の盆
ぼん

姥神大神宮渡御祭
と ぎょさいぐうじんだいがみうば

チャグチャグ馬コ
うまっ

富山市八尾町
と やま やつ お

山形市
やまがた

浜松市
　 　

浜松まつり
はままつ

岸和田市
　 　

岸和田だんじり祭
きし わ だ

高千穂町
　 　

高千穂の夜神楽
たか ち ほ よ かぐら

福岡市
　 　

博多祇園山笠
はか た ぎ おんやまかさ

長崎市
諏訪神社

　 　
長崎くんち
ながさき

唐津市
唐津神社

　 　
唐津くんち
から つ

よさこい祭
高知市
こう ち

仙台市
せんだい

千代田区
ち よ だ

日枝神社
ひ え

南相馬市など
相馬野馬追
そう ま の ま おい

　秩父市
秩父神社

秩父夜祭
ちち ぶ よ まつり諏訪市など

諏訪大社

す わ
御柱祭
おんばしらさい

　出雲市
出雲大社

いず も
神在祭
かみありさい

大阪市
大阪天満宮

おおさか

てんまんぐう

天神祭
てんじん

　　姫路市
松原八幡神社
まつばらはちまん

ひめ じ
灘のけんか祭
なだ

　那智勝浦町
熊野那智大社

な ち

くま の

かつうら
那智の火祭
な ち ひ まつり

　富士吉田市
冨士浅間神社
　諏訪神社

ふ じ よし だ

ふ じ せんげん

吉田の火祭り
よし だ ひ まつ

盛岡市など
もりおか

台東区
浅草神社

たいとう

あさくさ

三社祭
千代田区
神田神社
　

　
神田祭
かん だ山王祭

さんのう京都市
上賀茂・
下鴨神社

かみ

しも

が

がも

も

葵祭
あおい

京都市
平安神宮
へいあん　

時代祭
じ だい

1ねぶた祭　青
あお

森
もり

市などで８月上旬に行われる東北の代表的な祭り。武
む

者
しゃ

などの大きな飾
かざ

りを山
だ

車
し

に乗せて練り歩きます。

5ハーリー　那
な

覇
は

市などで５月に行われる船の競争を中心とした祭り。竜
りゅう

をデザインした船が速さを競
きそ

い，漁の安全や大漁を祈
き

願
がん

します。

3阿
あ

波
わ

踊
おど

り　徳
とく

島
しま

市を中心に８月に行われる祭り。三
しゃ

味
み

線
せん

などの音楽に合わせて，自由に踊
おど

ります。「踊る阿
あ

呆
ほう

に見る阿呆｣の文句が有名です。

2祇
ぎ

園
おん

祭　京都市の八坂神
社の祭りで，京都三大祭りの
一つ。７月に行われます。人形，
鉾
ほこ

などで飾った山車が市中を
練り歩く山

やま

鉾
ぼこ

巡
じゅん

行
こう

が知られて
います。

4博
はか

多
た

どんたく　福
ふく

岡
おか

市で５月に行われる祭り。どんたくは，オランダ語の「ゾンターク（日曜日の意味）」がなまったもの。どんたく隊の行列が市中をめぐります。

　グローバル化する社会の中で，現代社会の課題に主体的に向き
合い，自分と社会の接点を自覚できるように多様な教材を充実さ
せました。伝統や文化を継承し，高い志や意欲を持つ自立した人
間として，多様性を尊重し，言語や文化が異なる人々と主体的に
協働する意欲と態度を養います。

p.22 「家族が生きてきた時代を調べよう」
p.117「私たちのまちづくり」
p.191「国際社会での日本の役割」

など

現代社会の課題に
主体的に向き合う多様な教材

ポイント

アクティブ・ラーニングの例

第５章　私たちと国際社会の課題
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姫
ひめ

路
じ

城（兵庫県）のような木造建築が登録されることによって，世界
の人々が文化の多様性を知るようになってきました。

世界には，キリスト教，イスラム教，仏教の三大
宗教のほかにもさまざまな宗教があり，多くの

人々が宗教に基づいて暮らしています。宗教と政治が密接に結びつ
いている国もあります。
　宗教はそれぞれ，人々を幸せにすることを目的にしていますが，
宗教や宗派の違いを背景にした国同士の争いや内戦，テロなど悲惨
な出来事が各地で起きています。例えば，ユダヤ教，キリスト教，
イスラム教はともに「唯一神」（ただ一つの神）を信じていますが，教
えの違いから対立しています。

私たちのまわりに外国人が多く住むようになって，
生活習慣や宗教など文化の違いからトラブルにな

ることもありますが，異なる文化と接し，分かろうとする異文化理
解が，人と人との関係でも国同士の関係でも求められています。
　日本の文化が誇らしいからといって，他国の民族が日本民族より
劣っていると考えるエスノセントリズム（自民族中心主義）にならな
いようにしなければなりません。文化はそれぞれ価値をもっていて，
優れているとか，劣っていると評価することはできないという態度
（文化相対主義）が必要です。

グローバル化によって国境を超えた文化の交流が
行われる一方，文化の多様性が失われるという危

険性もあります。例えば，ハリウッドのアメリカ映画など資金力の
豊富な文化産業がほかの国々に入り込んで広がると，その国の文化
産業がおびやかされるだけではなく，人々の伝統や生活スタイルに
も影響を与えます。
　世界貿易機関（ＷＴＯ）の協定では，音響や映像の分野を貿易自由
化の対象からはずすことができるようになっていますが，アメリカ
は全面自由化を求めています。
　国連教育科学文化機関（Ｕ

ユ ネ ス コ

ＮＥＳＣＯ）は2001年，「文化の多様性に
関する世界宣言」を採択しました。異なる文化をたがいに理解し，交
流することが世界の平和と安全につながるととらえ，文化の多様性
を「人類共通の遺

い

産
さん

」と位置づけました。2007年にはユネスコの「文化
的表現の多様性の保護及び促進に関する条約」（文化多様性条約）が
発効し，それぞれの国が文化の多様性を守る政策をとる権利がある
ことが定められましたが，日本はまだ批

ひ

准
じゅん

していません。
ユネスコは人類全体のかけがえのない文化遺産や
自然遺産を世界遺産に登録して，それぞれの国に

保護を義務づけています。
　石で作られたヨーロッパの建築物だけでなく，法

ほう

隆
りゅう

寺
じ

（奈良県）や

8 文化と宗教の多様性

　多様な文化や宗教は国際社会にど
のような影響をあたえているでしょ
うか。

文化の多様性
宣言

世界文化遺産

宗教の多様性

異文化理解

　宗教が原因とされる政治的対立や紛争について書かれた新聞記事を探して，概要
をまとめてみましょう。

世界遺産　　981件
　■文化遺産　759件
　■自然遺産　193件
　■複合遺産　 29件
＊このうち，日本にある世界遺産
　■文化遺産　 13件
　■自然遺産　 4件

（2013年6月現在）

5世界遺産

【IPA「教育用画像素材集サイト」ほか】

おお はん い

しゅう は

こんざい

注：ここに示した地図はあくまでも大まかな宗教範囲です。どこの国にもさまざまな宗教が混在しています。また，ここに示した宗教の中でもさら
に細かい宗派に分かれていることもあります。

キリスト教

仏教
ぶっきょう

カトリック
プロテスタント
正教会など

上座部仏教
じょう
大乗仏教
だいじょう

神道・大乗仏教
など

しんとう

ざ ぶ

チベット仏教
（ラマ教）

ヒンドゥー教
イスラム教

ユダヤ教

その他

1世界文化遺産サン・ピエトロ大聖堂（バチカン） 6世界のおもな宗教の分布

3世界文化遺産ウマイヤド・モスク
の塔（上）と，シリア内戦で破壊された
跡
あと

（下）（2013年）

2世界文化遺産マハーボディ寺院
（インド・ブッダガヤ）

それぞれ，どの
宗教の施設かな。

7「岩のドーム」の前で祈
いの

るイスラム
教徒（イスラエル・エルサレム）

4アメリカ映画の宣伝広告（中国・上
シャン

海
ハイ

，2012年）

⬅p.32

⬅p.188

⬅p.184

⬅p.32
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日本の伝統文化
理解を深めよう

神
しん

道
とう
　初もうで（伊

い

勢
せ

神
じん

宮
ぐう

）

茶
さ

道
どう・ちゃどう

弓道

雅
が

楽
がく

年中行事　ひな祭り

煎
せん

茶
ちゃ

道
どう

剣道

能
のう
　「梅」

年中行事　端
たん

午
ご

の節
せっ

句
く

華
か

道
どう

柔
じゅう

道
どう

狂
きょう

言
げん
　「棒

ぼう

縛
しばり

」

年中行事　祇
ぎ

園
おん

祭
まつり

香
こう

道
どう

相
す

撲
もう

茶
ちゃ

室
しつ
　「静

せい

月
げつ

庵
あん

」（静岡）

刀
とう

剣
けん
　太

た

刀
ち

歌
か

舞
ぶ

伎
き
　「勧

かん

進
じん

帳
ちょう

」

年中行事　精
しょう

霊
りょう

流し

書道

空
から

手
て

道
どう

町
まち

家
や
　京町家「紫

し

織
おり

庵
あん

」（京都）

文
ぶん

楽
らく
　「本

ほん

朝
ちょう

廿
にじゅう

四
し

孝
こう

」）

仏教　除
じょ

夜
や

の鐘
かね

（東
とう

大
だい

寺
じ

）

歌道

なぎなた

民家　合
がっ

掌
しょう

造
づくり

（岐阜・富山）

料理　懐
かい

石
せき

舞
ぶ

踊
よう
　京

きょう

舞
まい

「葵
あおいのうえ

上」

信
しん

仰
こう

芸道

武道

絵画　唐
とう

招
しょう

提
だい

寺
じ

・障
しょう

壁
へき

画
が

「濤
とう

声
せい

」

陶
とう

器
き
　楽

らく

焼
やき

染
そめ
　京

きょう

友
ゆう

禅
ぜん

錺
かざり

金
かな

物
もの
　吊

つり

灯
どう

篭
ろう

磁
じ

器
き
　有

あり

田
た

焼 織
おり
　錦

にしき

和
わ

菓
が

子
し
　生

なま

菓
が

子
し

彫
ちょう

刻
こく
　明

めい

川
せん

寺
じ

「釈
しゃ

迦
か

如
にょ

来
らい

坐
ざ

像
ぞう

社
しゃ

寺
じ
　「四

し

天
てん

王
のう

寺
じ

金
こん

堂
どう

」（大阪）

漆
しっ

器
き
　蒔

まき

絵
え

美術

建築

工芸

芸能

【監修：伝統未来創造研究所】
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領土を取り戻す，守るということ
理解を深めよう

北方領土　故郷に帰れない元島民

竹
たけ
島
しま
　捕らえられた漁民

尖
せん
閣
かく
諸島　脅

おびや
かされる実効支配

1日本人が住んでいたころの色
しこ

丹
たん

島の運動会

2国後島で祭壇に手を合わせる墓参団員（2013年）

3戦前，隠岐の漁民が竹島で行っていたアシカ猟
りょう

（1935年）

　北海道の一部である北方領土（国
くな
後
しり
島，択

えとろふ
捉島，

色丹島，歯
はぼ
舞
まい
群島）は，千葉県と同じくらいの広さ

がある，日本固有の領土です。
　しかし，第二次世界大戦が終わった後の1945（昭
和20）年８月28日から９月５日にかけてソ連軍が侵
攻し，そのまま居座りました。当時，約１万7000人
の日本人が住んでいて，およそ半分は自ら脱出しま
したが，残りの人々は47年から48年にかけて追い出
され，樺

から
太
ふと
（現在のサハリン）の収容所に留め置かれ

た後，北海道本島に送られました。
　択捉島の蘂

しべ
取
とろ
という村に住んでいた山本昭平さん

（終戦のとき17歳）は故郷を離れるときのことを次
のように話しています。

　ソ連がロシアに代わった今も北方領土は不法占拠
され，日本人は一人も住んでいません。元島民は高
齢化し，平均年齢は78歳を超えています（2012年３
月末現在）。
　北方領土問題は国と国の問題であるとともに，故
郷を奪われた人たちの人権問題でもあります。

　島根県の竹島も日本固有の領土で，隠
お
岐
き
の漁民が

アシカ猟やアワビの採取などを行い，周辺海域では
漁船が魚を獲っていました。
　しかし，日本が連合国に占領されていた1952（昭
和27）年，韓国が一方的に日本海に漁船立ち入り禁
止線（李

り
承
しょう
晩
ばん
ライン）を引き，竹島を自国領だと主

張。李承晩ラインを越えたと言って，日本の漁船を
次々と捕らえました。1963年９月28日付の新聞の
１面コラムは次のように書きました。

　沖縄県の尖閣諸島は，福岡県出身の実業家，古
こ
賀
が

辰
たつ
四
し
郎
ろう
が1895（明治28）年から開拓し，カツオ節の

生産やアホウドリの羽毛を採取していました。事業
は息子の善

ぜん
次
じ
に引き継がれ，最盛期には242人が住

んでいました。
　今は無人島ですが，北方領土や竹島と違って日本
が実効支配しているため，政府は「尖閣諸島をめぐ
り解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない」
との立場です。

　しかし，中国政府や台湾当局が領有権を主張し，
中国の監視船などが領海への侵入を繰り返している
ほか，中国の漁船が海上保安庁の巡視船に衝突する
事件などが起きています。
　領土は国家主権の大事な要素ですから，こうした
事件にきちんと対応し，日ごろから備えるととも
に，外交的な努力などで相手の国や国際社会に日本
の主張を理解してもらうことが必要です。

　1965（昭和40）年に日本と韓国の国交が正常化し
たときに李承晩ラインはなくなりましたが，韓国は
竹島を不法占拠したままです。

　引き揚げといっても，(日本の領土なので)本当は
強制送還なんです。
　３隻の発動機船で港を出て10メートルくらい行く
と，飼い主が残した犬が，別れるのが分かってうろ
うろしているんですよ。20～30メートル離れると，１
匹が海に入って追ってきました。すると，ほかの犬
も飼い主を追ってきました。船を操縦している機関
士はスピードを上げました。
　乗っているみんなは故郷を離れる悲しさをこらえ
ていましたが，犬が追ってくるのを見て一人が大泣

きし始めました。それがきっかけとなって，みんな
も泣き出しました。私も悔しくて泣きました。
　発動機船の音と泣き声が岬に反響して，なんとも
言えない雰囲気でした。（独立行政法人北方領土問
題対策協会ホームページの体験談動画から要約）

　元島民の思いや，返還に向けた取り組みについて調べて
みましょう。→独立行政法人北方領土問題対策協会
http://www.hoppou.go.jp/

　竹島の歴史について調べてみましょう。→島根県　Ｗｅ
ｂ竹島問題研究所　http://www.pref.shimane.lg.jp/
soumu/web-takeshima/

　尖閣諸島をめぐる出来事について，新聞記事などを調べ，
領土を守るにはどうすればいいか，それぞれの立場で自分
の考えを80字以内でまとめ，発表し合いましょう。

4明治30年代，尖閣諸島のカツオ節工場前での記念写真

　李ライン海域で日本漁船がまた捕
ほ

獲
かく

された。韓国
警
けい

備
び

艇
てい

の武装した隊員が乗り移り，34人の日本人船
員を連行している。 同じ27日の朝，別の漁船も追
われ10人の船員は海に飛びこんで逃げ，船長は一時
重体だったという。（中略）▼この海域はいま，アジ，
サバの盛漁期で，500～600隻の日本漁船が出漁して
いる。そこをねらって韓国警備艇は不意うちをかけ
る。ライトを消し，島陰づたいに近寄り，銃撃をあ
びせたり。日本側も巡視船を増やし，厳

げん

戒
かい

警報を出
しているが，捕獲は防ぎきれず，今年になってすで
に16隻。昨年１年中に捕獲された数よりも多い▼李
ラインを越したという理由だけで，これまでに多数
の船員が釜

プ

山
サン

の刑務所に入れられ，船はとりあげら
れている。（中略）海のオオカミのような韓国警備艇
の仕業だ▼そもそも李ラインというのは昭和27年１
月に韓国大統領の李承晩氏が，国防上の要請による
として，設定を宣言したものだが，それは公海上に
一方的に設定したもので，国際法上不当なものだ。
日本政府はこのラインを認めていないが，過去10年
間に韓国は勝手に実力を行使して，約300隻の日本
漁船を抑留，数多くの乗組員や家族を泣かせている
▼（中略）韓国は李ラインを“平和ライン”と呼ぶが，
現状は平和とウラハラの不法ラインである。公海上
で日本漁船員を捕えるこの理不尽は黙って見過ごせ
るものではない。（朝日新聞「天

てん

声
せい

人
じん

語
ご

」から）
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　「人の世に熱あれ，人間に光あれ」という結びの言
葉で知られる『水

すい
平
へい
社
しゃ
宣
せん
言
げん
』。その中心的な起

き
草
そう
者
しゃ

である西光万吉は，1895（明治28）年に奈
な
良
ら
県の被

ひ

差
さ
別
べつ
部
ぶ
落
らく
のお寺に生まれました。彼

かれ
は少年期にさま

ざまな差別を受け，悩
なや
み苦しみました。やがて画家

を志して故郷を離
はな
れ，自分の出身を隠

かく
して都会で暮

らします。
　しかし，大正デモクラシーの風

ふう
潮
ちょう
の中で部落解放

の重要性に目覚めた万吉は，故郷の奈良県で水平社
運動を開始しました。そして，全国各地の被差別部
落の人たちとともに，1922（大正11）年に京都で全
国水平社創立大会を開

かい
催
さい
します。全国水平社の活動

は，当時の被差別部落出身者の人
じん
権
けん
保
ほ
障
しょう
に大きな役

やく

割
わり
を果たしただけでなく，今

こん
日
にち
の部落解放運動にも

大きな影
えい
響
きょう
をおよぼしています。

　万吉の活動は，戦前は社会主義運動から水平社運
動，農民運動，そして国

こく
粋
すい
主義運動，戦後は徹

てっ
底
てい
し

た平和主義運動と多
た
岐
き
にわたります。彼は，明

めい
治
じ
維
い

新
しん
で唱えられた祭政一

いっ
致
ち
の理念に従

したが
い，『古

こ
事
じ
記
き
』の

日本神話で天
あま
照
てらす
大
おお
神
みかみ
が治める高

たか
天
まが
原
はら
（神様たちが住

むとされる天上界）を理想とした部落解放論を唱え
た時期もありました。そ
うした中で，平

びょう
等
どう
な社会

を願う彼の生き方は一
貫していました。万吉は
「人間の尊

そん
厳
げん
をひとすじ

に思い，絶対に人を差別
することなく，菩

ぼ
薩
さつ
修業

を積み重ねた人」（万吉
の妻・美

み
寿
す
子
こ
）だったの

です。

　アイヌ語とアイヌ文化の継承に大きな役割を果た
した人物に知里幸恵という女性がいます。彼

かの
女
じょ
は

1903（明治36）年に北海道登
のぼり
別
べつ
に生まれたアイヌで

す。
　幸恵が自

みずか
らの役割に目覚めたのは，言語学者の金

きん

田
だ
一
いち
京
きょう
助
すけ
と出会ったことによります。金田一は，ア

イヌ語研究の第一人者でした。彼はアイヌのユーカ
ラ（叙

じょ
事
じ
詩
し
）を聞き取って記録するために，幸恵の祖

そ

母
ぼ
たちを訪

たず
ねてきていました。そのとき，15歳

さい
の幸

恵と出会いました。
　彼女の文章能力と語学の才能を見抜いた金田一
は，大学ノートにアイヌ文の原詩をローマ字で，訳
文を日本語で記すようにすすめました。幸恵も，金
田一のユーカラ研究にかける情熱に心打たれ，アイ
ヌ語の継承を自らの使命と感じ，翻

ほん
訳
やく
に取り組み始

めました。
　そして彼女は，1922年に上京し，金田一の東京の自
宅に住み，翻訳を続けることにしました。幸恵は心臓
病の持病が悪化しましたが，病をおして作業を続けま
した。その年の9月，ついに『アイヌ神

しん
謡
よう
集』の原稿の

校正をすべて終わらせると病状が急変し，その日の夜
に19歳の若さで息
を引き取りました。
アイヌ文化の継承
に命をささげた生

しょう

涯
がい
でした。
　この『アイヌ神
謡集』は，岩波文
庫で読むことがで
きます。幸恵が書
いた序文には，ア
イヌとしての誇り
が綴

つづ
られています。

　ハンセン病は，1873年にノルウェーのハンセン博
士が見つけた「らい菌」という細菌によって，皮

ひ
膚
ふ

や神経などがおかされる病気です。感
かん
染
せん
力はごく弱

く，うつっても発病することはほとんどなく，遺伝
もしません。今では，よく効く薬が見つかって治る
病気になっています。
　しかし，かつては恐ろしい伝染病と思われていま
した。日本では「らい」とか「らい病」と呼ばれ，患

かん

者
じゃ
は「らい予防法」という法律に基

もと
づいて，療養所

に生涯閉じこめられてきました。「らい予防法」は
1996（平成８）年にようやく廃止されましたが，患
者・元患者や家族への偏

へん
見
けん
や差別が残っています。

　皇室は古くからハンセン病患者の救済に力をつくし
てきました。岡山県瀬戸内市邑

お
久
く
町にある国立ハンセ

ン病療養所，邑久光
こう
明
みょう
園
えん
の名前は，奈良時代の聖

しょう
武
む

天皇の后
きさき
の光明皇后にちなんで付けられたものです。

　邑久光明園など二つの療養施設がある長島という
島と本土の間に1988（昭和63）年，邑久長島大橋が
架けられました。橋は人間の尊厳を奪われてきた隔

かく

離
り
時代の終わりを象徴し，「人間回復の橋」とよばれ
ています。

　ある地方都市から，横浜の中学校に転校してきた
Ａ君は，トイレの前についている次のような案内板
がふと目にとまりました。

 

　案内板には，英語はもちろん，いろいろな国の言
葉が書かれています。Ａ君は，「どうしてなのです
か」と先生に聞いてみると，「この地域は外国人が多
く，この学校に来た外国人の生徒や保護者の人たち
などが，少しでもわかりやすいようにと考えてのこ
となんだよ。そしてこの町には，同じような気配り
がいたる所にあるから，探してみるといい」といわ
れました。
　2011（平成23）年末で在日外国人の数は，200万人
を超え，行政機関などには，日本で暮らす外国人に
対するさまざまな配慮が求められています。一方
「違い」を尊重し，多様な文化を受け入れ，共に暮ら
していく社会をつくることも，今や，日本だけでな
く，世界の国々で求められているのです。
　また，海外の高校と姉妹校提

てい
携
けい
している日本の高

校は，2012年時点で965校にもおよび，将来世代を担
にな

う中高生が，海外の同世代の若者の「見方・考え方」
にふれ，国際感覚を養う機会が，大幅にふえてきて
います。こうして，海外とつながった学校生活を送る
ことで，国際理解をいっそう深め，多文化社会にふさ
わしい国際人を育てることができるのです。

部
ぶ
落
らく
差
さ
別
べつ
の解消に尽くした西

さい
光
こう
万
まん
吉
きち

ハンセン病の「人間回復」アイヌ文化の継
けい
承
しょう
に命をささげた知

ち
里
り
幸
ゆき
恵
え

在日外国人と多文化社会

「ともに生きる」ためにできること
理解を深めよう

4邑
お

久
く

長島大橋（岡山県瀬戸内市邑久町）

1ある中学校のトイレの案内板

2西
さい

光
こう

万
まん

吉
きち

（1895～ 1970） 3知
ち

里
り

幸
ゆき

恵
え

（1903～ 22）

これらの資料を読んで，「ともに
生きる」ために私たちができるこ
とについて考えてみましょう。
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第５節　地
方自治と住

民

5

10

15

地域の特長
を引き出す

ことが大切
です。地域

の共同体は
国家の

基
き
盤
ばんであり，現

在，これが
ゆらいでい

ることが深
しん刻

こくな問題とな

っています
。

　地域に伝
わる伝統行

事やボラン
ティア活動

への積極的
な参

加を通して
，住民のあ

いだに連帯
感が生まれ

，自分の住
む地

域への愛着
が深まった

という体験
をもつ人は

多くいます
。ま

た行政や企
業とは別に

，民間で非
営利団体（

ＮＰＯ）な
どをつ

くり，独自
の活動を行

っている人
々も増えて

います。

　産業の発
展と地域の

活性化は，
財
ざい政

せいのゆとりを
生み，福

ふく祉
し
や

生活水準を
向上させ，

雇
こ
用
ようの確保や住

みやすい生
活環
かん境

きょうをつく

ることにつ
ながります

。そのこと
がまた，産

業や地域を
いっそ

う元気にし
ます。

　行政と住
民とが力を

合わせ，知
恵を出し合

って新しい
まち

の魅力づく
り，新しい

商品・名産
品・産業・

サービスづ
くり

に取り組む
ことが，こ

れからのま
ちづくりや

村おこしに
は欠

かせません
。

　そのため
には，地域

の歴史と風
土に根ざし

たアイデア
と，

それを実現
させるねば

り強い取り
組みが求め

られていま
す。

　日本各地
には，歴史

的に価値の
高い城

や神社，仏
ぶっ閣

かくなどの建物
や，町家，

武家

屋敷などの
まちなみが

残されてい
ます。

また，そこ
での歴史や

伝統を反映
した祭

礼行事や工
芸品の製造

・販売など
によっ

て，地域固
有の風

ふ
情
ぜいや情

じょう緒
ちょがつくられ

て

います。

　こうした
地域の歴史

的な資産を
活用し

たまちづく
りの取り組

みを国が支
援する

「歴史まち
づくり法」が

2008（平成2
0）年に

制定され，
これまでに

40を超える
都市が

認可を受け
ています。

理解を深め
よう

歴史まちづ
くり法

5伝統産業
にみる歴史

的風
ふう致

ち

（堺
さかい打

うち刃
は
物
ものの製造風景

，大阪府堺

市）

　住民の政
治参加を促

うながすために，
地域でどの

ような取り
組みがなさ

れているか
，調

べてみまし
ょう。

9歴史的ま
ちなみが保

全されてい
る街
かい道

どう

（熊本県山
やま鹿

が
市）

8港町や農
村漁村の祭

礼・行事が
彩る歴史

的風致（椋
むくの浦

うらの法
ほう楽

らくおどり，広
島県尾

おの道
みち市）

6文武の伝
統が息づく

歴史的風致
（弘
こう道

どう館
かん

の演
えん舞

ぶ
，茨城県水

み
戸
と
市）

7伝統的な
梅の栽培が

行われてい
る地域

（曽
そ
我
が
梅
ばい林

りんと富士山，
神奈川県小

田原市）　梅
うめ

干
ぼし製造などの

農家の営み
と一体で独

特の景観

を形成して
います。

地図でどこ
の場所か

調べてみま
しょう。

各地の特色
ある取り組

み

➡p.175
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169第５節　私たちの生活と福祉

光庁が設置され，観光立国の実現に向けた取り組みが進められて
います。
　さらに日本は，娯

ご

楽
らく

文化産業でも強い国際競争力をもっていま
す。日本のマンガやアニメが世界中で愛

あい

好
こう

され評価を得ることに
より，経済効果だけではなく，日本人の生き方や考え方が，世界
の人々に知られるようになりました。

資
し

源
げん

・エネルギー問題や地球環
かん

境
きょう

問題という
人類の試練を解決する技術によって，日本経済

を立て直そうという取り組みも始まっています。
　かつて公害問題を経験し，石油危

き

機
き

を省エネルギー技術で乗り
越えた日本は今，太陽光発電や低公害車の開発などの，温室効果
ガス削

さく

減
げん

技術やリサイクル技術で世界のトップレベルにありま
す。日本は環境立国として，こうした技術によって環境保

ほ

全
ぜん

と経
済成長や地域活性化を両立させ，世界に貢

こう

献
けん

していかなければな
りません。2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピッ
クでは，こうした環境立国としてのモデルを世界に示すよい機会
となります。
　また，日本近海に大量に埋

まい

蔵
ぞう

されているメタンハイドレートな
ど新しいエネルギー資源を採取する技術の開発に成功すれば，日
本がエネルギー資源大国になることも夢ではありません。

1000
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【日本政府観光局資料】
平成15

年
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 32

（万人） （
予
測
）

（
目
標
）

約1030万人

リーマン・ショック

東日本大震災発生

2000万人

♹台湾に進出した石川県の有名温泉旅館
　「おもてなし」の心で細やかな接客が売り
物の日本旅館がアジア各国に進出し，現地
の宿泊客から高評価を得ています。

♸訪日外国人旅行者数の推移　政府は東
京五輪が開催される2020（平成32）年までに
訪日外国人2000万人を達成する目標を掲げ，
さまざまな計画に取り組んでいます。

　日本の経済が今後，成長するために必要なことを，クラスメートと議論してみま
しょう。

日本経済の
進路

　クールジャパンという言葉を聞いたことがありますか？　わが国の文化が海外で
評価を受けている現象のことです。クールとは，冷たいのではなく，洗練された，
感じがいいという意味です。クールジャパンは「かっこいい日本」といってもいいで
しょう。
　東京工芸大学が「クールジャパンとして世界に紹介したい日本文化」をアンケート
調査したところ，①アニメ，②マンガ，③日本食，④日本らしい風景，⑤ゲーム，
⑥伝統芸能などがあげられました。クールジャパンだと思うアニメは，①ドラゴン
ボール，②ドラえもん，③機動戦士ガンダム，④ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥなどが上位を
占めました。ＡＫＢ48などのポップミュージックや東京・原宿の斬

ざん

新
しん

な若者ファッ
ション「カワイイ文化」もクールジャパンです。
　政府も経済の成長戦略の一環としてクールジャパンの発信に取り組んでいます。
身近なクールジャパンを探してみましょう。

理解を深めよう

私たちのまわりのクールジャパン

♶「ドラゴンボール」

♷海外のすし屋（アメリカ・ニュー
ヨーク）

➡p.206

➡p.201

➡p.200 ➡p.196

177
第１節　国家と国際

社会

5

10

色
しこ

丹
たん

島，歯
はぼ

舞
まい

群島），島根県の竹
たけ

島
しま

は，どちらも日本固
有の領土（一

度も外国の領土にな
ったことがない土地

）ですが，それぞれロ
シア

と韓国が領有を主張
し，不法占拠（国際法

上の根拠がないまま
占領）

しています。日本政府
は返すよう強く求めて

います。

　これら領土問題の
ほか，日本固有の領

土で，日本が実効支
配（実

際に統治）している沖
縄県の尖

せん

閣
かく

諸
しょ

島
とう

について，中国政府
と台湾当

局が領有を主張してい
ます。

　海に囲まれている
日本は，エネルギー

・漁業資源の確保だ
けでな

く，船の安全操業な
どの観点からも，ね

ばり強い交渉でこれ
らの問

題を解決しなければな
りません。

　現在の日本が抱え
ている領土問題や尖

閣諸島の問題につい
て，外務省のウェブ

サ

イトで詳しく調べて
みましょう。

日本の北端
　　　　　　ほくた

ん

日本の東端

日本の西端

日本の南端

たけしま　　　　　
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

ほう

　　　　　　りょうゆ
う

　　　　　　　　　
　　　かんこく　　

　　　り　しょうばん

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　　　　　　　　せ
んきょ

　　　　　　　　　
　　　　　げんじゅ

う　　こう ぎ

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　し　ほうさいばんしょ
　　　ふ たく

日本の排他的経済水域日本の領海

竹島（島根県）　竹島は，歴史的にも国際法上も明らかに

日本固有の領土です。日本は遅くとも17世紀半ばには，

竹島の領有権を確立。1905（明治38）年，竹島を島根県に

編入して領有する意思を再確認しました。しかし，1952

（昭和27）年，韓国は「李承晩ライン」を国際法に反して

一方的に設定し，その内に竹島を取り込み，不法占拠し

ました。日本は厳重に抗議するとともに，竹島の領有権

に関する問題を国際司法裁判所に付託することを提案し

ていますが，韓国が拒否しています。（外務省ウェブサ

イトから要約）

せんかく

　　　　　　　　　
　しん

　　　　　　しんち
ょう

　　　　　　へんか
ん

　　　　　　　　　
　　　　　　　たい

わん

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　
　　　　し　てき

尖閣諸島（沖縄県）　
尖閣諸島が日本固有

の領土であることは，歴史的にも国際法

上も疑いなく，現に日本は有効に支配し

ています。尖閣諸島をめぐり解決すべき

領有権の問題はそもそも存在しません。

　政府は，清国の支配がおよんでいない

ことを慎重に確認し，1895（明治28）年に

正式に日本の領土に編入。第二次世界大

戦後，1952年のサンフランシスコ平和条

約でアメリカの施政下に置かれ，1972年

の沖縄返還で日本に返還されました。

　中国政府および台湾当局が尖閣諸島に

関する独自の主張を始めたのは，東シナ

海に石油埋蔵の可能性があるとの指摘を

受けて尖閣諸島に注目が集まった1970年

代以降です。 （外務省ウェブサイトから

要約）

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　
　えと

ろふ　　　　くなし
り　　　　しこたん　　　　はぼまい

　　　　　　　　　
　せんりょう

　　　　　　　　　
　　　こんにち

北方領土（北海道）　
北方四島（択

捉島，国後島，色丹島，歯舞群島）

は日本固有の領土です。1855（安

政元）年に調印された日露和親条

約では択捉島とウルップ島の間の

国境が確認されています。しかし，

第二次大戦末期の1945（昭和20）年

８月９日，ソ連は日ソ中立条約に

違反して対日参戦し，日本がポツ

ダム宣言を受諾した後に北方四島

のすべてを占領。四島を一方的に

自国領に「編入」し，すべての日

本人を強制退去させました。

　それ以降，今日にいたるまでソ

連，ロシアによる不法占拠が続い

ています。（外務省ウェブサイト

から要約）

0
1000km

太 平 洋

日 本 海

東
シ
ナ
海

オホーツク海

尖
閣
諸
島

南鳥島

沖ノ鳥島

竹島

択
捉
島

韓国

台
湾

北朝鮮
中　国

ロシア

おき　の　とり

とりみなみ

与那国島
よ な ぐに

135° 140°
130°

145° 150° 155° 160°

15°

10°

5°

20°

25°

♶日本の主権範囲

　各国はみな領域を
もっており，領域内

はその国の主権に基
もと
づく政治が行われて

います。そのため，
外国が軍事力などの

圧力を使って，その
国の政治に干

かん
渉
しょう
する

ことは，主権の侵
しん
害
がい
にあたるとされてい

ます。

♷外国に対する主権

地図帳で北方領土，

竹島，尖閣諸島の

位置を確認してみ

ましょう。

➡p.178
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10 第１章　私たちの生活と現代社会

1 保育所
2 駅の案内

3 学童保育

4 介護施設

発見！現代社会の特色
現代社会にはどのような特色が見られるか，私たち
の町を探検してみましょう。

■現代社会を右ページの上にある四つの特色か
ら整理すると，それぞれの写真はどの特色に
関係が深いか，番号を表に書いてみましょう。

現代社会にはどのような特色が見られ
るかを理解し，私たちはこの社会にど
のようにかかわっていく必要があるか
について学んでいきましょう。

夏祭りの神
み こ し

輿の担
かつ

ぎ手
が不足していたのです
が，最近，ボランティ
アの若者が入り，担ぎ
手が増えました。

学童保育はど
のような子ど
もたちのため
にあるのかな。

高齢者に対し
どのようなケ
アがなされて
いるのかな。

うちの学校は，オーストラ
リアの学校と姉妹校だよ。

仕事と子育ての両
立のためには，ど
ういうしくみが必
要なのかな。

駅の表示は日本語以外にどこの
国の言葉で書かれているかな。

公共施設

まちかど

5 中学校

6 神社
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139第２節　生産と労働

　しかし，一人ひとりの労働者と企業のあいだには大きな力の差が
あります。そこで，労働者には経営者と対等の立場で交

こう

渉
しょう

すること
ができるよう，労働組合をつくり集団で交渉することが憲

けん

法
ぽう

で認
みと

め
られています（28条）。
　日本では，定年退職まで一つの企業で働く終

しゅう

身
しん

雇
こ

用
よう

制
せい

が広くみら
れ，勤

きん

務
む

年数に応じて賃
ちん

金
ぎん

や役職が上がる年
ねん

功
こう

序
じょ

列
れつ

制がとられてき
ました。これらにより，経営者と労働者の共同体意識をつくり出
し，ともに企業への帰

き

属
ぞく

感
かん

を強め，労働意
い

欲
よく

を高め，そして生活の
安定をもたらしてきました。
　しかし，景

けい

気
き

の停
てい

滞
たい

が長びいたり，経
けい

済
ざい

のグローバル化で経営の
効率化や市場の変化へのすばやい対応が大きな課題となる中で，一
部の企業では終身雇用制や年功序列制を維

い

持
じ

することがむずかし
くなっています。
　その結果，年数を限って雇用する任期制や，年

ねん

俸
ぽう

制の導
どう

入
にゅう

，パー
トタイムや派

は

遣
けん

労働者の増強，業務の外部委託化（アウトソーシン
グ）が増えています。即

そく

戦
せん

力
りょく

になる経験者や技術者への期待が高い
ことも最近の特

とく

徴
ちょう

です。
　このような雇用をとりまく社会の急速な変化によって，雇用環境
の過度な悪化が生じないように，労働条件の最低基

き

準
じゅん

を定めた労働
基準法

ほう

や最低賃金法などの適切な運用が必要となります。

♷労働三法の内容
♶ハローワークに設置されているマザーズコーナー（東

京都大田区）　育児をしながら働く女性の相談窓
まど

口
ぐち

です。

　労働組合は，パートタイム労働者や派
は

遣
けん
労働者も含め，すべての労働者が加入
できます。労働組合は賃

ちん
金
ぎん
，労働時間，

職場の安全などについて企業と話し合い，
それによって労働条件の改善が図

はか
られて

きました。
　しかし，労働組合に加入しているのは，
大企業の正

せい
規
き
労働者や公務員が中心のた

め，すべての労働者の声が反映されにく
いという指

し
摘
てき
もあります。

　また，労働組合に加入している労働者
の比率は低下し続けており，現在，全労
働者の18％ほどです。

♹労働組合への加入

♸企業の労
働基準法違反
を伝える新聞
記事（2013年）

１日８時間労働制，休日・
休
きゅう

暇
か

など，労働条件の最低
基準を規定

労働組合の組織・権
けん

限
げん

，労
働委員会の組織・権限など
を規定

労働委員会による争議の解
決法（斡

あっ

旋
せん

・調
ちょう

停
てい

・仲
ちゅう

裁
さい

）
を規定

労働者の人間らしい
生活の保障

労働者の地位の向上
と労使の対等な交

こう

渉
しょう

の助成

労働争
そう

議
ぎ

の予防や解
決の促

そく

進
しん

労働基準法

労働組合法

労働関係調整法

　労働条件を保護するために，日本ではどのような法律が整備されているかノート
にまとめ，説明しましょう。

⬅p.73
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64 第２章　私たちの生活と政治ー日本国憲法の基本原則ー

人は顔や体格はもちろん能力も性格も千
せん

差
さ

万
ばん

別
べつ

です。しかし法
ほう

はそのようなちがいをこえて平
びょう

等
どう

な内容をもち，すべての国民に等しく適用されなければなりません。
　憲

けん

法
ぽう

は「すべて国民は，法の下に平等」（14条）であり，人種や性別，
社会的身分などによって差

さ

別
べつ

されてはならないと定めています（法
の下の平等，平等権）。そうした差別は一日も早くなくさなければ
なりません。
　一方で，憲法は人間の才能や性格のちがいを無視した一律な平等
を保

ほ

障
しょう

しているわけではありません。憲法が禁止する差別とは，合理
的な根拠をもたないものと考えられているからです。行きすぎた平等
意識は社会を混

こん

乱
らん

させ，個性をうばう結果になることもあります。
　例えば人は大人と子ども，親と子，先生と生徒，職場の上司と部
下のように，年

ねん

齢
れい

や立場のちがいなどに基
もと

づいて人間関係を築いて
います。人間関係をうまく維

い

持
じ

していくためには，そのようなちが
いを認

みと

め合いながらたがいを人間として尊
そん

重
ちょう

する態度が必要です。
　また，憲法が保障する平等とは投票や教育，雇用などの機会が等
しいという意味（機会の平等）です。わかりやすく言うと，テストや
運動会の競走への参加の機会は平等に開かれていなければいけませ
んが，それぞれの成績がちがってくるのはやむをえません。一方で，
経済的活動などによって格差が広がらないように，累

るい

進
しん

課
か

税
ぜい

などの

法の下の平等2 法の下
もと
の平

びょう
等
どう

　私たちが平等に生きるための権
けん
利
り

にはどのようなものがあるでしょう
か。

♳憲政史上初の女性首
相秘書官（2013年）　安

あ

倍
べ

晋
しん

三
ぞう

首相から辞令を受け
る山

やま

田
だ

真
ま

貴
き

子
こ

氏。

2育児休暇をとり，長女（左）を
幼稚園に迎えに来た湯

ゆ

崎
さき

英
ひで

彦
ひこ

広島
県知事（広島県広島市，2010年）

3電車の優先
席の表示

4障
しょう

害
がい

者
しゃ

の視
し

点
てん

に立った施
し

設
せつ

や
街
まち

づくり　車いすの人でも楽に購
こう

入
にゅう

できる券
けん

売
ばい

機
き

。

5法の下の平等
（憲法第14条）

　すべて国民は，法の下に平等であって，
人種，信

しん

条
じょう

，性別，社会的身分又
また

は門
もん

地
ち

により，政治的，経
けい

済
ざい

的又は社会的関係
において，差別されない。

私たちの身の回りで，平
等権を尊重したものに何
があるか探してみよう。

【「平成25年版男女共同参画白書」】
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就業者 管理的職業従事者

フ
ラ
ン
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6就業者および管理的職業従事者にお
ける女性の割合
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観光資源を探そう
やって みよう

男鹿市
お が

松山市
まつやま

浜松市
はままつ

　あなたは市役所の観光課で働いているとします。この市にはかつては観光客が大勢来ていた
のですが，最近ではかなり減っています。そんなとき，あなたは「地域おこし」の責任者を任
されました。魅

み

力
りょく

的なイベントを行い，市の魅力を多くの人に伝え，観光客を増やして，市の
活気を取り戻さなければなりません。あなたなら，どんなプランを立てますか。まず，三つの「地
域おこし」の例をあげておきます。これを参考にして，考えてみましょう。

1．「地域おこし」の例

2．「地域おこし」について話し合おう

3．パンフレット作成例

　男鹿市の名物といえば，なまはげです。なまはげは鬼の形相
をしていて，大みそかに「怠

なま

け者はいねが。泣く子はいねが」
と言いながら，家々をまわって歩きます。なんとも恐ろしげな
なまはげですが，実は神々の使いとして人々の悪事を注意し，
災いを祓

はら

い，豊作・豊漁をもたらすものと伝えられています。
　かつての離島・半島ブームのときには，男鹿市にもホテルが
乱立しました。しかし，ブームが去ると，観光客はまばらとな
りました。
　最近，観光のあり方を変えていかなくてはならないという動
きがあらわれ，なまはげを単なる観光資源ではなく，家族への
思いやりや絆

きずな

のシンボルとして，広く社会に伝えようというこ
とになったのです。そして，観光客が実際になまはげに変身し

てなまはげを体験
できるようにしま
した。
　「なまはげは心
の健康を取り戻す
サプリメントだ」
といったキャッチ
フレーズで，なま
はげを中心としな
がら，地域観光，
温泉，食事などの
メニューを盛りこ
んだ，癒

い

やしを目的とした旅行を男鹿の新しい観光商品にしよ
うと，観光業の関係者は意気込んでいます。

1なまはげ　悪いことを戒
いまし

める言葉に
は，家族を守りたいという思いがこめられ
ます。

なまはげは心のサプリメント秋田県男
お

鹿
が

市

　浜松市は，ウナギ
の養殖がさかんな浜

はま

名
な

湖
こ

のある都市とし
て知られています。
また，江戸幕府を開
いた徳

とく

川
がわ

家
いえ

康
やす

が29歳
から45歳までの16年
間，浜松城を居城に
しており，歴史的に

も重要な都市です。
　徳川家康と縁のあることから，「出世大名家康くん」という「ゆる
キャラ」を浜松市はつくり，市のイベントに積極的に参加し，盛
り上げています。
　浜松市は，海外からの観光客を増やすことに力を入れています。
　例えば，浜名湖のまわりのサイクリングロードを整備し，サイ
クリングやウォーキングなどのスポーツイベントへの参加と観光
を組み合わせた新しい旅行スタイルを提案し，サイクリングがさ
かんな台

たい

湾
わん

の台
たい

北
ぺい

市からの観光客が急増しています。
　ゆるキャラの「出世大名家康くん」も活用しながら，浜松市は観
光都市としての発展をめざしています。

2湖のほとりを走る浜名湖サイクリン
グロード

　松山市では1999年から，作家の司
し

馬
ば

遼
りょう

太
た

郎
ろう

氏の小説『坂の上
の雲』を軸としたまちづくりを進めています。松山市出身の主
人公にゆかりのある場所や，道

どう

後
ご

温泉など点在する観光資源を
屋根のない博物館に見立てた，「フィールドミュージアム構想」
を掲げました。
　このまちづくり計画は，2005年に国の地域再生計画第一号認
定を受けました。2007年には「坂の上の雲ミュージアム」がオ
ープン，2009年には小説がテレビドラマ化され，いっそうの観

光振興が図られていま
す。
　その後は，この構想
を推進するために，史
跡・施設が存在する各
ゾーンを結ぶ道路の整
備や，地域雇用創造推
進事業を活用しながら，
地域の活性化を図って
います。 3坂の上の雲ミュージアム

自分たちの地域につい
ての歴史を調べると，
ヒントになることが多
いですよ。また，どん
な産業が発達している
かも調べましょう。

歴史以外の特色もあるわ。
果樹栽培がさかんなのよ。
イチゴを栽培しているビ
ニールハウスがたくさんあ
るわ。それをもとにお菓子
をつくったらどうかしら。

調べたり，話し合ったりし
ていくうちに，いろいろな
アイデアが出てきましたね。
今度はみんなに知ってもら
うために，宣伝のしかたも
考えましょう。

戦国時代の城跡が
あるんだね。知ら
なかったよ。

旅行のパンフ
レットもつくり
ましょうよ！

歴史めぐりとイチ
ゴ狩りを結びつけ
て，一泊二日旅行
なんていうのはど
うだろう。

市がインターネットに
出しているホームペー
ジに，旅行の広告ペー
ジを追加しよう。

では，ホームページ
の広告やパンフレッ
トをつくるなど，プ
ランを実際の形にし
てみましょう。

能が伝統文化として
伝わっていたのね。

伝統文化とイチゴ狩り
市の特色
　○○市には長い歴史があり，戦国時代には戦
国大名の居城として城が建てられました。城は
焼失してしまいましたが，今も城跡が残り，当
時のようすをしのばせます。
　この戦国大名は文化芸能を尊び，能を保護し
ました。そのため，現在も夜にかがり火を焚

た

い
て行われる幽

ゆう

玄
げん

な薪
たきぎ

能
のう

が伝統文化として継承さ
れています。
　また，○○市は温暖な気候に恵まれ，イチゴ
の栽培がさかんで，全国有数の生産を誇ります。
そのイチゴからつくったアイスクリームは新商
品として，全国的に人気があります。

❶城の見学～小高い丘の上にある城
跡からは市街地が一望できます。

❷イチゴ狩り～特産品のイチゴはビ
ニールハウスで栽培されています。
ハウスに入って，イチゴ狩りをお
楽しみください。

❸薪能鑑賞～日本の伝統芸能の能を
かがり火のもとで鑑賞するという
贅
ぜい

沢
たく

！
❹能鑑賞の後は自慢の夕食を～山が
海に迫る○○市には，海の幸も山
の幸も豊富。食後のデザートは特
産品のイチゴのアイスクリームを
どうぞ！

旅行のあらまし

「家
いえ

康
やす

くん」と
新しい旅行スタイルの提案静岡県浜松市

『坂の上の雲』のまち再生計画愛媛県松
まつ

山
やま

市

一泊二日旅行　○○市観光課

自分の住んでいる
地域の祭りを調べ
てみましょう。p.118～119

p.28～29

p.169 p.177p.192～193

「国際社会における文化や宗
教の多様性」について学習で
きる教材を掲載し，異文化理
解の重要性を示しました。

日本の伝統文
化っていろい
ろあるんだね。

p.117 p.37

p.10 p.64 p.139

p.70～71

p.178～179

「観光立国・日本」の視点を養う豊富な事例
教材
　郷土の史跡，景観，特産物などを活用したまち
づくりや村おこしなど，地域における様々な取り
組みを紹介しながら，自らの住んでいる地域への
興味や関心を高めます。

人権と多文化共生に関する記述の充実
　人権尊重への理解を深める身近でわかり
やすい教材を豊富に用意しました。一人一
人が多様な経験を重ねながら，様々な能力
を伸ばしていけるように，互いの異なる背
景を尊重する態度を育みます。

伝統と文化，宗教に関する一般的な教養について
学べる多様な教材
　日本の伝統と文化に関心をもたせ，文化の継承と創
造の意義に気付かせるよう，年中行事や伝統文化に関
する写真などを多数紹介しています。
　また，現代社会における文化の意義や影響を理解さ
せるとともに，自国への興味や関心を高め，身近なと
ころから自国の文化や歴史を理解することを通してア
イデンティティの確立を促します。

世界平和の実現の観点から，領土に関す
る記述のさらなる充実
　世界平和の実現のために，国家間の問題と
して，我が国固有の領土である北方領土や竹
島に関する未解決の問題や尖閣諸島をめぐる
情勢についての記述を充実させました。

人権について多面的・多角的に考えるコラム

バリアフリー社会が示されている例

多文化共生が示されている例

男女の平等が示されている例

　外務省ウェブサイトに
掲載されている日本政府
の公式見解を要約して紹
介しています。

　地理的分野，歴史的分野における学習の
成果も踏まえて，領土をめぐる問題の歴史
的経緯について，当時の写真資料や新聞記
事をコラムで詳しく紹介しています。



14　新しいみんなの公民▪内容解説資料 　新しいみんなの公民▪内容解説資料　15

6特色
　持続可能な社会を築いていくために，国家及び社会の責任ある
形成者となるための教養と行動規範や，主体的に社会に参画しよ
うとする意欲や態度，自立して社会生活を営むために必要な力を，
実践的に身に付けられる学習を充実させました。

p.34 「身近な祭りを調べてみよう」
p.169「日本経済のこれから」

など

社会に参画する意欲と
態度を育てる学習の充実

ポイント

アクティブ・ラーニングの例

140 141

5

10
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　企業の活動は多様です。例えば，あるメーカーは，
心をこめた『よきモノづくり』を通して，「喜びと満足の
ある，豊かな生活文化の実現に貢

こう
献
けん
すること」を使命

として事業活動を行っています。
　そのため，社会・文化活動として科学や芸術分野
への助成活動や，地

ち
域
いき
社会の一員としての信

しん
頼
らい
と貢

献をめざし，ボランティア活動の推
すい
進
しん
などさまざまな

活動を展
てん
開
かい
しています。

　また，芸術・文化支
し
援
えん
活動として，美術館を運営

したり音楽会などのイベントを開
かい
催
さい
したり，障

しょう
害
がい
者
しゃ
の

雇
こ
用
よう
数を増やしているところもあります。

　埼
さい
玉
たま
県は，江

え
戸
ど
末期から明治の激

げき
動
どう
の時代に近代

日本の経
けい
済
ざい
の礎

いしずえ
を築き，また福

ふく
祉
し
や教育などの社

会事業にも尽
じん
力
りょく
した渋

しぶ
沢
さわ
栄
えい
一
いち
の生き方や功績を全

国に発信しています。
　それとともに，今

こん
日
にち
の企業家のあるべき姿

すがた
を示す

ため，渋沢栄一の精神を今に受け継
つ
ぐ全国の企業ま

たは企業経営者に渋沢栄一賞を贈
おく
っています。

 社会貢献を行っている企業

企
き

業
ぎょう

の社会貢
こ う

献
け ん

理解を深めよう

3渋沢栄一賞受賞者の一例
受賞者 受賞理由

大
おお

山
やま

 泰
やす

弘
ひろ

氏
日本理化学工業株

かぶ

式
しき

会
がい

社
しゃ

取
とり

締
しまり

役
やく

会長
（神

か

奈
な

川
がわ

県川
かわ

崎
さき

市）

　粉が飛び散らないチョ－クの製造会社。昭和35年から障害者の雇
こ

用
よう

を開始し，
現在も障害者雇用率約70％。長年，障害者雇用に貢献した実績が高く評価された。

川
かわ

野
の

 幸
ゆき

夫
お

氏
株式会社ヤオコー代表取締役会長
（埼玉県川

かわ

越
ごえ

市）

　スーパーマーケットを展
てん

開
かい

する一方，小
しょう

児
に

医学奨
しょう

学
がく

財
ざい

団
だん

を設立。以来，小児医
い

療
りょう

研究者への助成，医学生への奨学金貸
たい

与
よ

の実
じっ

施
し

など，長年，小児医療に貢献し
た実績が高く評価された。

後
ご

藤
とう

 磯
いそ

吉
きち

氏
はごろもフーズ株式会社顧

こ

問
もん

（静
しず

岡
おか

県静岡市）

　昭和62年，（財）はごろも教育研究奨
しょう

励
れい

会を設立。静岡県の教育研究機関・教職
員の研究活動への助成を実施するなど，教育振

しん

興
こう

をはじめ，長年にわたる社会貢
献活動が高く評価された。

1長年の障
しょう

害
がい

者
しゃ

雇
こ

用
よう

への貢献が高く評価された日本理化学
工業

　埼
さい
玉
たま
県深

ふか
谷
や
市出身の「日本近代経

けい
済
ざい
の父」とよばれる渋沢栄一

は，実業家として多くの企業の設立やその育成に尽
じん
力
りょく
しました。

　その一方で，福
ふく
祉
し
や教育などの社会事業にも熱心に取り組み，

病院や教育施
し
設
せつ
の整備のほか，

災
さい
害
がい
救
きゅう
援
えん
や国際親

しん
善
ぜん
にも大き

な功績を残しました。
　『論

ろん
語
ご
』を模

も
範
はん
とし，常にそ

の精神を尊
そん
重
ちょう
してきた渋沢は，

営利の追
つい
求
きゅう
も資本の蓄

ちく
積
せき
も，

道義に合
がっ
致
ち
し，仁

じん
愛
あい
の情にも

とらぬものでなければならな
いとする「道徳経済合

ごう
一
いつ
説」を

唱えました。

2渋
しぶ

沢
さわ

栄
えい

一
いち

（1840～1931）

見学の申し込み

　企業・工場に連絡をとり，見学
人数，日時などを伝える。見学の
申し込みは早めにする。

見学の目的

　何が見たいのかを企業や工場に
はっきり伝える。説明をしてもら
えるのかも聞いておく。

注意事項

　見学の際に，写真や動画を撮影
することができるのか確認してお
く。

質問事項

　質問はあらかじめ文書で整理し
て，見学先に伝えておく。

見学後のミーティング

　見学後，礼状を送る。
　クラスで話し合い，印象に残っ
たこと，感銘を受けたことなどを
発表する。

工場や支店を見
学するときには，
本社に確認をと
りましょう。

見学する前に，仕事とは
どういうものか，お金を
得るためにはどんなこと
が必要かを，自分なりに
考えてみましょう。

見学するときの服装
なども確認しておこ
う。見学場所で昼食
がとれるかどうかも
聞いておきましょう。

職場で働く人たちに，ど
んな努力や工夫を重ねて，
すぐれた技能・能力を身
につけているのか，聞い
てみましょう。

引率者がいない
と受け付けない
ところもあるの
で，確認しよう。

お父さんがど
んな仕事して
るのか，聞い
てみるわ。

工場などでは，ヘ
ルメットや安全ぐ
つの着用が義務づ
けられていること
もあるよ。

どんなこと
に一番苦労
したかも知
りたいな。

1

2

3

4

5

お金を得るためには，ど
んなことが必要だと感じ
ましたか？ 見学する前
と後で，何か考え方が変
わりましたか？

みんな一所懸命努力して，工夫
して，すぐれた技術を身につけ，
お金を得ていたのね。あらため
て，お父さんに感謝するわ。

仕事って厳しいも
のだということが
わかったよ。でも
会社も従業員も，
本当に「働く環境」
を大事にしてるん
だね。こんなとこ
ろで働きたいな。

企業を訪問してみよう
やって みよう

職業体験学習へ
チャレンジ
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35

東日本大震
し ん

災
さ い

　国民の絆
きずな

，世界の絆
理解を深めよう

　「生きているときに言いたかった。お父さん，今
までありがとう」，これは，東日本大震災で父を失
った岩手県のある中学校の女子生徒が，親を亡くし
た子どもたちを支える「あしなが育英会」に寄せた作
文の締めくくりの言葉です。
　東日本大震災は2011（平成23）年３月11日午後２
時46分に起きた地震が発

ほっ
端
たん
でした。地震の規模を示

すマグニチュードは9.0。揺れの大きさを示す震度
は，大きい所で７でした。建物が壊れたりしたほか，
巨大津波が襲い，岩手，宮城，福島の３県を中心に
約１万6000人が亡くなり，2000人以上が今も行方
不明のままです。両親とも失った子どもは241人，
どちらかの親が亡くなったり行方不明になった子ど
もは1400人以上とみられます。
　この地震と津波によって東京電力福島第一原子力

　｢ただ今，津波が襲
しゅう
来
らい
しています，高台へ避難し

てください｣，宮城県南
みなみ
三
さん
陸
りく
町役場の職員，遠藤未

み

希
き
さん（当時24歳）は，津波が迫る中，３階建ての
防災対策庁舎の２階にある放送室から防災無線で最
後まで町民に避難を呼びかけ続けました。
　津波は庁舎をのみ込み，屋上に逃げた約30人の職
員のうち助かったのは10人。遠藤さんの姿はなく，
43日後に海で遺体で見つかりました。お葬式に駆け
つけた町民は口々に「未希ちゃんの声で逃げること
ができた」「ありがとう」と話しました。
　この震災では警察官30人と消防職員・消防団員
226人が殉

じゅん
職
しょく
（職務中に死亡）しました。日本の警

察史上，初めての女性警察官の殉職となった宮城県
警岩

いわ
沼
ぬま
警察署の少年係長，瀬

せ
谷
や
志
し
津
ず
江
え
警視（当時37

　「必ずしも十分な対応ができなかった点について
は，大変申し訳なく思っております」，震災と原発
事故から５か月後に内閣総辞職した菅

かん
直
なお
人
と
首相は，

談話の中でそう述べました。
　政府や東京電力は事故について「想定外」と繰り返
していました。確かに人間は大自然の前には無力です
が，災害を最小限に抑えること（減災）はできます。
　宮城県にある東北電力女

おな
川
がわ
原子力発電所は，過去

の大津波の記録をもとに，やや高い場所につくって

　「日本人の秩序を保った行動に，多くの中国人が
感銘を受けた」，震災の翌日，中国の新聞， 『環球時
報』は一面でそう報じました。短文投稿サイト「ツ
イッター」の中国版「微博（ウェイボー）」には，
ビルの中で足止めされた通勤客が階段の両脇に座
り，中央に通路を確保している写真が投稿されまし
た。これに対し「中国は50年後でも実現できない」
「われわれも学ぶべきだ」との反響の声が相次ぎま
した。
　被災地で略

りゃく
奪
だつ
が起きず，人々が助け合っている姿

や，「帰宅難民」であふれた首都圏で大混乱が起き
なかったことを世界中がほめたたえました。被災地
には全国から警察官や消防職員，自衛隊員，医師，

　「この大きな試練のときに，アメリカは日本の人
たちを助ける準備ができています。両国の友情と同
盟は揺るぎなく，日本の人たちがこの悲劇を乗り越
える間，そばで支える決意を一層新たにしていま
す」。アメリカのオバマ大統領は震災後ただちに声
明を発表し，軍による大規模な支援活動「トモダチ
作戦」を指示しました。世界中の国や地域から緊急

歳，警部補から
２階級特進）は，
住民の避難誘導
中に津波にのま

れ，仙台空港近くのがれきの下から遺体で見つかり
ました。親身になって話を聞く警察官だった瀬谷警
視の実家には，かつて補導した少年，少女やその親
から花や手紙が届きました。
　自分の命を犠牲にして，住民を守った公務員たち
がいたのです。

いたため，事故を免れることができました。
　岩手県釡石市では「想定にとらわれるな」などの
原則をもとに熱心に防災教育を行っていたため，小
中学生の死者がほとんど出ず，「釡石の奇跡」と呼
ばれています。中学生たちは「津波が来るぞー！」
と叫びながら，小学生やお年寄りの手を引いたり，
幼児が乗るベビーカーを押したりしながら，高台へ
と避難したのです。
　行政も企業も国民も，「もしも」のときにどうす
るか，日ごろから考えておくことが重要です。

看護師らが駆けつけて救助活動などを行ったほか，
多くのボランティアが活躍しました。
　国際英字新聞のインターナショナル・ヘラルド・
トリビューンは「冷静さを失わず結束する日本国民
の姿に，これからのつらい復

ふっ
興
こう
の中で，世界中が温

かい言葉をかけるだろう。そして日本人はきっとそ
の底力を見せるはずだ」
と書きました。

救助隊や医療支援チームもやって来ました。
　台湾では馬

ば
英
えい
九
きゅう
総統自らテレビ番組に出演して

募金を呼びかけるなどし，200億円を超える義援金
が日本に送られました。「今まで日本に助けてもら
ったから」と，発展途上国の人たちからもお金や物
資が寄せられました。
　今度はまた，日本が助ける番です。ありがとう！
世界。がんばろう！日本。

発電所（福島県）で放射性物質が漏れ出す深刻な事故
が起きました。周辺の多くの人が故郷に帰れず避難
生活を送り，また風評被害も起こっています。
　災害は平和な暮らしを壊してしまうのです。
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中学生たちの活躍「釡
かま

石
いし

の奇
き

跡
せき

」

感動与えた日本人の秩序

世界中から支援受ける

2000人近くが親を失う

自分を犠牲に住民守った公務員

3１面全部を使って日本語
で「がんばれ，日本。がんばれ，
東北。」とメッセージを掲載し
たイギリスの新聞インディペ
ンデント・オン・サンデーと
編集長

2震災時に避難を
呼びかけ続けて亡く
なった遠藤未希さん
のいた防災対策庁舎
（宮城県南三陸町，
2013年）

1各地の震度

第５章　私たちと国際社会の課題
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第２節　持続可能な社会をつくるために

私たちがグローバルな視点から生活スタイルを工
夫することによって，個人，家族，地域が変わり，

やがて国や世界にも影響をあたえることができるかもしれません。
　そのためには，まず，私たちが将来にわたって社会のどんな価値
観を大事にしたいのか，その上でめざすべき社会とはどのような社
会か，そのためにどんな行程を選択することが最善なのかという政
策の議論に積極的に参加する必要があります。そして，地方での条
例，国家での法律，国際社会での条約を提案しなければいけません。
さらに，その成立に向けて行動していかなければなりません。
　結果として，人類が将来世代にわたって公正で思いやりにあふれ，
自然や環境と調和しつつ成長を続ける社会が実現される道が開けま
す。そして，例えば，砂

さ

漠
ばく

化やその進行にともなう飢
き

餓
が

，格差によ
ってひき起こされる富の偏

かたよ

りによる貧困，宗教や民族のちがいや利
害の対立による紛争など，私たちが何世代にもわたって解決できな
かった問題や課題にさえ光をもたらすことになるでしょう。

企業の利益や個人の幸福の追求を目的とした世界
経済の発展は，先進工業国を中心としてかつてない

物質的な豊かさを実現しました。一方で，世界的・国内的経済格差の
拡大，自然環境の破壊，資源の急速な劣化・減少が進み，このままで
は将来世代の幸福の実現が危ぶまれるようになりました。
　私たちは，現在の人々の幸福が将来の人々の幸福をさまたげない社
会である「持続可能な社会」を実現するために努力しなければなりませ
ん。そのためには，全世界が歩み寄り協力する地球環境対策の実現
が何よりも大切です。
　それとともに，私たち自身のライフスタイルを環境負

ふ

荷
か

（環境に
あたえるマイナスの影響）が少なくなるように変えることも忘れて
はなりません。
　例えば，暑い日にクーラーを入れると室内が冷えて快適ですが，
外の室外機からは熱風が出ています。もし将来，東南アジアやアフ
リカの赤道付近の国々の多くの人々が，一年中クーラーを使い続け
るようになれば，熱風の量とエネルギー消費量は今とは比べものに
ならないくらい増大するでしょう。
　グローバル化によって，地球規模で便利なもの，快適なものが急
速に普及していきます。しかし，エネルギー多消費型の生活スタイ
ルは，資源が有限であるかぎり，いつまでも続けることはできません。

4 持続可能な社会を
めざして

　自然や環境と調和しつつ成長を続
ける社会にするために，私たちには
何ができるでしょうか。

グローバル化
の光と影

めざすべき
社会とは

1ジュニア・エイト（Ｊ８）サミットで環境や貧困の問題など
について話し合う世界の中高生（北海道千

ち

歳
とせ

市，2008年）　Ｇ８
サミットとあわせて開催され，Ｇ８各国内から選考された中高
生などが集まり，Ｇ８サミットに関連した地球規模の課題につ
いて討議し，Ｇ８首脳と世界に向けた宣言を発表しました。

2日本のメーカーがアフリカで現地
生産する蚊

か

帳
や

（タンザニア）　アフリカ
では，伝染病のマラリアを媒介する蚊
を防ぐために，日本の蚊帳が活躍して
います。また，現地生産により，約
7000人（2010年）の雇用を生んでいます。

　私たちは，砂
さ

漠
ばく

化が進むアフリカの半乾燥地帯で暮らす人々に，どのよ
うな手を差し伸べることができるでしょうか。食料を送る，募金をするな
どが考えられます。食料や水，医療援助など命を守るための援助は当然，
必要です。
　しかし，現状を把握せずに紋切り型の援助を続けることは，ときには人々
や家族や地域の，自力で生活を持続させていく力を損なってしまうことが
あります。
　バングラデシュのグラミン銀行は，農村で土地を所有できない貧困層，
特に女性の生活を支援するために小

しょう

規
き

模
ぼ

金融を行っています。総裁である
ムハマド・ユヌスさんが，1974年に飢

き

饉
きん

があった際，竹細工で生計を立て
ていた女性たちに，3000円弱のお金を無担保，無利息で貸したことがはじ
まりです。貧困層の自立基盤を支援してきたことが評価され，グラミン銀
行は総裁であるムハマド・ユヌスさんとともに2006年のノーベル平和賞を
受賞しました。
　グラミン銀行の活動には，日本のＯＤＡも貢献していて，「農村開発信用
計画」として総額約29億円の資金が供与されています。このような，人々
が幸せな暮らしを持続できる社会をつくろうとする社会的起業や技術革新
こそが，持続的な消費や生産を支える大きな力となりえるのです。

理解を深めよう

貧しい人々の自立のための銀行

4ムハマド・ユヌスさん

5グラミン銀行からの借り入れ資金で開店
した雑貨屋

　京都議定書では，先進国が温室効果ガ
スの排

はい
出
しゅつ
量を，1990年水準に比べて2008

～2012年の間に5.2％削減するという目
標を設定しました。また，先進国および
市場経済移行国間の排出権取引や，先進
国と開発途上国が協力するクリーン開発
メカニズムなども規定されました。
　しかし，米国や中国，インドなどの主
要排出国が温暖化ガス排出抑制義務を負
っていないため，世界全体としての取り
組みになっておらず，2013年以降の世界
全体での地球温暖化対策を進めるための
国際的な枠組みが，重要課題として関心
を集めています。

6「ポスト京都議定書」問題

3主要国の一人あたりのエネルギー消
費量

【IEA「ENERGY BALANCE OF OECD COUNTRIES
（2012 Edition）」「ENERGY BALANCE OF NON－OECD

 COUNTRIES（2012 Edition）」】
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　持続可能な社会のために，どのような取り組みができるのか，話し合ってみまし
ょう。

持続可能な社
会をめざして，
どのような取
り組みが行わ
れているかな。
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社会から貧
ひん
困
こん
をなくすために

　私たちが使っている洗
せん
濯
たく
機
き
や冷

れい
蔵
ぞう
庫
こ
やテレビなど

は今や生活必
ひつ
需
じゅ
品
ひん
ですが，これら電化製品を普

ふ
及
きゅう
さ

せ，日本の電機産業を発
はっ
展
てん
させてきた一人が，「経

営の神様」松
まつ
下
した
幸
こう
之
の
助
すけ
です。

　和歌山県出身の幸之助は
一家の生活が苦しかったた
め，わずか９歳

さい
で小学校を

中退し，一人で大
おお
阪
さか
に丁

でっ
稚
ち

奉
ぼう
公
こう
に出て，火

ひ
鉢
ばち
店，自転

車店で働きました。その後，
電気関係の仕事に将

しょう
来
らい
性

を感じて15歳で転職しま
した。そして，1918（大正７）年に「松

まつ
下
した
電
でん
気
き
器
き
具
ぐ

製
せい
作
さく
所
しょ
（現パナソニック）」を創業しました。

　幸之助は，「事業を通じて社会貢
こう
献
けん
した報

ほう
酬
しゅう
とし

て社会から適正な利益をあたえられる」，「生産者の
使命は，貴

き
重
ちょう
な生活物資を水道の水のごとく安価

に，無
む
尽
じん
蔵
ぞう
に提

てい
供
きょう
することにより，人間生活を豊か

に幸福にするにある」という経営理念をもっていま
した。そして，生産活動を通じて社会から貧

ひん
困
こん
をな

くすことをめざしました。
　彼

かれ
はそのために労働組合や販

はん
売
ばい
代理店にも自

みずか
ら

協力を呼びかけ，生産・販売面でコストダウンを行
い，一人でも多くの人にできるだけ安く家電製品を
提供できるように努力を重ねていきました。このよ
うな努力が実を結び，たった３人の家族経営から始
めた町工場は，一代で世界的に有名な総合家電メー
カーにまで発展しました。
　幸之助の経験の中から生み出された独

どく
自
じ
の経営理

念や手法は，今でも経営者をはじめ，多くの人々の
お手本となっています。

世界最速の「魅
み
せる掃

そう
除
じ
」

　東北・上越新幹線の始発ホームで，到着する新幹線
を整列して待つ人たちがいます。新幹線の車両掃

そう
除
じ
を

仕事にしているＪＲ東日本の「テッセイ」という会社
の人たちです。
　乗客が列車を降りると，すばやく車内に乗り込み，
てきぱきと自分の持ち場での仕事にとりかかりま
す。新幹線が折り返す時間はわずか12分。降車に2
分，乗車に3分かかるので，清

せい
掃
そう
にさける時間はわ

ずか７分しかありません。その間に，車両清掃，ト
イレ掃除，ごみ出し，座席カバーの交換，忘れ物チ
ェックなどを完

かん
璧
ぺき
に終える，それがテッセイの車両

清掃スタッフの仕事です。

　各車両の作業が完了し，最後に主任が点検して終
了です。スタッフは車外に出て全員で整列，ホーム
で待っていた乗客に対して一礼をします。約7分で車
両清掃は完璧に行われ，列車は定刻通り出発します。
　この新幹線掃除は，海外から政治家がわざわざ視

し

察
さつ
に訪

おとず
れるほどの評判です。

　しかし，テッセイの掃除スタッフたちが注目された
のは，この素晴らしい掃除の技だけではありません。
　掃除スタッフたちは，担当する列車がホームに入る

人は何のために働くのか
考 え よ う

1松
まつ

下
した

幸
こう

之
の

助
すけ

　（1894～ 1989）

♴７分間で新幹線の車内清掃を行うテッセイのスタッフたち
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第５節　地方自治と住民

　このようなシステムは，戦後の復
ふっ

興
こう

から高度成長へ向かう日本に
とって，全国をバランスよく発

はっ

展
てん

させる上で効率的な一面をもって
いました。
　しかし，経

けい

済
ざい

大国に成長し，グローバル化の時代をむかえたことか
ら，国は外交や防

ぼう

衛
えい

などを重点的に行い，地方にできることは可能な
限り地方に任

まか

せるという，地方分
ぶん

権
けん

の考え方が重視されるようになり
ました。そして，2000（平成12）年には地方分権一

いっ

括
かつ

法が施行されました。
地方公共団体は，住民のために多くの仕事をして
います。学校や図書館，保育所などの設置や管理，

公園や住宅，下水道などの整備，消防・警
けい

察
さつ

の仕事といった身近な
ものから，産業の育成や環

かん

境
きょう

対
たい

策
さく

，福
ふく

祉
し

の充
じゅう

実
じつ

など，私たちの生活
に関するあらゆる分野におよんでいます。 

　国が本来果たすべき役割を，地方公共団体が行っているものもあ
ります。旅券の交付や国政選挙の事務，国道の整備，生活保護など
がその例です。
　また，災害に備えて地方公共団体は，災害対策基本法に基づき，
日ごろから防災計画の作成や実施，住民の自発的な防災活動の促進，
交通や情報通信などに対する防災対策，避難場所の確保，災害情報
の収集，防災教育などを行います。災害が発生したときには，災害
対策本部を設置し，首

しゅ

長
ちょう

が本部長として指
し

揮
き

監
かん

督
とく

を行います。

地方公共団体
の仕事

　戦後，地方自治の考えが日本国憲法や地方自治法で制定されたことによる利点に
ついて，事例を一つあげて50字程度で説明しましょう。

❷　現在の都道府県制に代えて，いくつ
かの府

ふ

県
けん

をまとめて一つの地方行
ぎょう

政
せい

単
たん

位
い

とし，広域自治体として道
どう

・州
しゅう

を置く道
どう

州
しゅう

制
せい

を採用するという考え方もあります。

❸　地方分権一
いっ

括
かつ

法の目的は，地方の
自主性や自立性を重んじる立場から，国
と地方の間での役

やく

割
わり

分
ぶん

担
たん

の見直しをは
かることにあります。

　瀬戸内海に浮かぶ大小の島々からなる愛媛県上
かみ

島
じま

町は，水源に乏
とぼ

しく，
慢
まん

性
せい

的
てき

な水不足に悩
なや

まされていました。
　そこで，1982（昭和57）年，愛媛県と広島県が話し合い，広島県から上島
諸
しょ

島
とう

に県境を越えて水を分けるという，全国的にも例を見ないプロジェク
トが試みられました。
　海底に水道をひく工
事は1985年に完成し，
上島町に海を渡って水
が届けられるようにな
りました。この水は，
上島町と広島県の友情
を表して，「友愛の水」
とよばれています。

理解を深めよう

海を渡
わた

る「友
ゆう

愛
あい

の水」

送水管

椋梨ダム
むくなし

本郷浄水場

本郷取水場

広島県
ひろしま

愛媛県
え ひめ

上島町
かみじま

三原市
み はら

宮浦取水場

上島分水点

西瀬戸自動車道
（しまなみ街道）

山陽自動車道

大
三
島

因島

生口島

沼田川

向
島佐

木
島

山陽新幹線

JR呉線

JR山陽本線

広島
 空港

0 10km3全国知事会による地方分
ぶん

権
けん

を推
すい

進
しん

するため
の会議

国が行っていた仕事
を地方ができるよう
になってきたね。

4東日本大震災による大
おお

津
つ

波
なみ

で大量の
がれきにふさがれた国道45号線（上）と東
北地方整備局により切り開かれた道路
（下）（岩手県宮

みや

古
こ

市，2013年）　東北地方
整備局は一刻も早い人命救助や避難者へ
の物資支援，すみやかな復旧活動のため，
道路や港

こう

湾
わん

のルートを切り開く「啓
けい

開
かい

」
を短期間で成し遂げました。

❷ ❸
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5

るでしょう。
　環境対策，環境技術に日本のもてる知恵と人材を
動員し，いち早く環境と経

けい
済
ざい
が調和する持続可能な

社会をつくり，世界の価
か
値
ち
観を私たちがリードして

いきましょう。

　ノーベル平和賞受賞者
でケニアの元環境副大臣
のワンガリ・マータイに
よって，世界中に広めら
れた日本語「ＭＯＴＴＡＩ
ＮＡＩ」。
　リデュース（ごみ削減），
リユース（再利用），リサ
イクル（再資

し

源
げん

化
か

）という
環境活動の３Ｒをたった
一
ひと

言
こと

で表せるだけでなく，
かけがえのない地球資源

に対するリスペクト（尊
そん

敬
けい

の念）がこめられているこの日
本語を，彼女は2005年に来日したときに知り，感

かん

銘
めい

を
受けたといいます。
　日本には昔から「物を大切にする」習慣があります。日
本人は，間

かん

伐
ばつ

材
ざい

を使って割
わ

り箸
ばし

をつくり，また，欧
おう

米
べい

で
はもっぱら油を取るためだけに捕

と

っていたクジラを，日
本人は肉を食用にし，ひげを工芸品に用い，骨

ほね

や腸内
の結

けっ

石
せき

まで有効に活用してきました。
　物を大切にするのは，その素材そのものや，つくって
くれた人の気持ちも大切にすることになります。「ＭＯ
ＴＴＡＩＮＡＩ」を合

あい

言葉に，持続可能な循
じゅん

環
かん

型
がた

社会の
構築をめざす活動が世界中で進

しん

展
てん

しています。

理解を深めよう

環境を守る世界共通語「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」

　里地里山とは，集落とそれをとりまく雑木林や農地，
ため池，草原などで構成される地

ち

域
いき

のことをいいます。
農林業にともなうさまざまな人間の働きかけを通じて環
境が形成・維

い

持
じ

されてきた里地里山には，多くの生き
物が生息し，面積は日本の国土の約４割を占めています。
　しかし，近年は生活習慣の変化や，さらに農山村で
は過

か

疎
そ

化
か

のために手入れがなされず，里地里山の質の
低下や消失が目立っています。
　そこで，環境省は2004（平成16）年から里地里山の保

ほ

全
ぜん

活動を始めました。また，世界の自然共生の知恵や
伝統などを収

しゅう

集
しゅう

・調査し，日本の取り組みと合わせて，
地球全体での自然共生社会実現のための「ＳＡＴＯＹＡ ＭＡイニシアティブ」活動に取り組んでいます。

理解を深めよう

里地里山を守る

0 302010 50 7040 60（％）

フィンランド

ブ ラ ジ ル

ア メ リ カ

日 本

ド イ ツ

中 国

イ ギ リ ス
【「世界国勢図会 2013/14」】

（2011年）

66.1％

65.5

60.8

31.0

31.0

21.8

11.9

♴主要国の国土に占
し

める森林の割合

♶地域の生徒による里山の保全活動（大
だい

聖
しょう

寺
じ

高校・石川
県加

か

賀
が

市）

♵ワンガリ・マータイ（1940

～ 2011）

日本の地球環境問題
への取り組みについ
て調べてみましょう。
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19第１節　私から見える現代の日本社会

現代人の生活の範
はん

囲
い

は，これまでと比
ひ

較
かく

にならな
いほど拡

かく

大
だい

しています。それとともに，かつてあ
った地域社会の人間的なつながりはうすくなっているのが現

げん

状
じょう

です。
　この背

はい

景
けい

には「職」と「住」の分
ぶん

離
り

が進み，地域社会がベッドタウン
化したこと，情

じょう

報
ほう

空間の拡大によって近所の住民が必ずしも身近な
存
そん

在
ざい

であるとは限らなくなったこと，また，地域よりも個人の生活
を重

じゅう

視
し

する傾
けい

向
こう

が強くなっていることなどがあると考えられます。
自分が生まれ育った土地のことを郷土といいます。
郷土は自己の形成に大きな役割をはたすとともに，

一生にわたって大きな精神的な支えとなるものです。私たちは郷土
の人々や生活，文化，伝統に親しみ，それを大切にすることをとお
して，郷土愛をはぐくんでいきます。
　2011（平成23）年３月11日におこった東日本大震災で，私たちはあ
らためて郷土の大切さを知ることになりました。自分や家族が安心
して生活できる安全な地域社会をつくるためには，地域の人々との
交流が欠

か

かせません。また，高
こう

齢
れい

者
しゃ

が増えている現在，地域の医
い

療
りょう

に関する問題も多く見受けられます。
　私たちが地域のコミュニティーを維

い
持
じ
していくためには，各自が

郷土の一員として発展に貢献していくという公共の精神をもつこと
が重要となります。

地域社会の
変化

郷土と私

　自分が家族や郷土にどのような貢
こう
献
けん
をしているか，話し合ってみましょう。

6「津
つ

波
なみ

の教え」と刻まれた石
せき

碑
ひ

（宮城県気
け

仙
せん

沼
ぬま

市，
2012年）　「子どもたちに津波の教訓をしっかり学ん
でほしい」という地元住民の希望で小学校の敷地に
設置されました。石碑は愛媛県今

いま

治
ばり

市の石材業者が
無
む

償
しょう

で加工しました。

7地元が創作した盆
ぼん

踊
おど

りを踊る住民や
観光客（愛媛県松

まつ

山
やま

市，2013年）　踊り念
仏で知られる時

じ

宗
しゅう

の開
かい

祖
そ

一
いっ

遍
ぺん

の生誕地と
いう由来に基づき，地元に根ざした歌と
振り付けの「道

どう

後
ご

湯
ゆ

玉
だま

音
おん

頭
ど

」がつくられ
ました。

8ヘリコプターで患
かん

者
じゃ

の搬
はん

送
そう

訓練をす
る消防隊員ら（佐賀県唐

から

津
つ

市）　救急専用
の医療機器を装備し，救急医療の専門医
師と看護師が搭乗したドクターヘリは，
山間や離島をふくめ県内全域を約15分以
内でカバーでき，救命率向上や後

こう

遺
い

症
しょう

の
軽減が期待できます。

5洗濯をする母親を手伝う小学生（岩手県大
おお

船
ふな

渡
と

市，2011年）　東日本大震
災で被災し，家が全壊したため，井戸水をくみ上げて洗濯を行いました。
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かつて選
せん

挙
きょ

権
けん

はどの国でも，性別や納
のう

税
ぜい

額
がく

によっ
て制限される制限選挙が行われていました。

　日本国憲
けん

法
ぽう

では，選挙権について「人種，信
しん

条
じょう

，性別，社会的身分，
門
もん

地
ち

（家
いえ

柄
がら

），教育，財
ざい

産
さん

又
また

は収
しゅう

入
にゅう

によって差
さ

別
べつ

してはならない」（44
条）と定め，満20歳

さい

以上で日本国
こく

籍
せき

をもつすべての男女に選挙権を
保
ほ

障
しょう

した普
ふ

通
つう

選挙が行われています。
　現在の選挙は普通選挙に加えて，一人一票の平等選挙，直接立

りっ

候
こう

補
ほ

者
しゃ

に投票する直接選挙，無
む

記
き

名
めい

で投票する秘密選挙（自分がだれ
に投票したかを他に知られない）という四つの原則に基

もと

づいて行わ
れています。
　また，選挙を公正に行うために，公職選挙法が定められています。
これに基づいて国には中央選挙管理会，地方には各選挙管理委員会
がおかれ，選挙に関する事務を行っています。

選挙は，国政（国の政治）に関するものと地方政治
に関するものに分けられます。国会議員を選ぶ国

政選挙について，現在，衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

議員の選出は，小選挙区制（定数
295）と比例代表制（定数180）を組み合わせた方法（小選挙区比例代表
並
へい

立
りつ

制）が採用されています。
　また参議院議員は，都道府県を選挙区として選ばれる選挙区選出
議員選挙（定数146）と，全国を一つの単位とした比例代表選出議員

　日本の選挙制度のしくみと課題に
ついて調べてみましょう。

選
せん
挙
きょ
のしくみ3 選挙権

けん

と
選挙の原則

日本の
選挙制度

■期
き
日
じつ
前
まえ
投票

　　選挙当日，投票所に行けない人は，
事前に投票できます。

■不在者投票
　　選挙期間中，仕事や旅行などで名簿
登録地以外の市区町村に滞在している
人は，滞在先で投票できます。病院に
入院などしている人は，施設内で投票
できます。

■在
ざい
宅
たく
投票

　　身体の不自由な人は，自宅で投票で
きます。

■点字投票
　　目の不自由な人が点字で投票できます。

■在外投票
　　外国に住んでいても，日本国

こく
籍
せき
をも

っていれば投票できます。

4さまざまな投票方法

♳投票所のようす

2期
き

日
じつ

前
まえ

投票所・不在者
投票所

3投票用紙の見本

どのように投票す
ればいいのかな。
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私たちを
取り巻く
課題

¹2011年３月11日，東日本大
だい

震
しん

災
さい

が発生。巨大津
つ
波
なみ

により多

くの街と人が飲み込
まれ，１万5000人以上の死者，

2000人以

上の行
ゆ く え

方不明者を出した。（
宮城県岩

いわ

沼
ぬま

市）

⓾日本固有の領土であ
る北

ほっ

方
ぽう

領
りょう

土
ど
は，ソ連とロシアに

約70年

もの間，不法占
せん
拠
きょ
されている。日本の

領土として確定した

1855年の日
にち

露
ろ
和
わ
親
しん

条約調印日の２月７
日は，「北方領土の日

」

と定められている。（
北海道国

くな

後
しり

島
とう

）

♸東日本大震災による
地震と津波により水

素爆発を起こした

福島第一原子力発電
所。その後，日本各

地では原子力発電や

エネルギー政策のあ
り方について，さま

ざまな議論が行われ

ている。（福島県大
おお

熊
くま

町
まち

，2011年）

²「此
こ
処
こ
より下に家を建てる

な」。明治と昭和の二
度にわた

る三
さん

陸
りく

大
おお

津波で壊
かい

滅
めつ

的な被害を受けた岩
手県宮

みや

古
こ
市の姉

あね

吉
よし

地

区は，その後，石
せき

碑
ひ
を建

こん

立
りゅう

。この石碑のとおり
坂の上で暮ら

してきた家
か
屋
おく

は，東日本大震災の
津波の被害をまぬか

れた。

⓫日本固有の領土であ
るにもかかわらず，

韓
かん

国
こく

が不法占拠し

ている竹
たけ

島
しま

。島根県では，1905年２月22日に県知事が所属
を

明らかにする告
こく

示
じ
をしてから100周年に当たる2005年に，そ

の日を「竹島の日」
と定めた。（島根県隠

お
岐
き
の島

しま

町
ちょう

）

♹神奈川県営初のメ
ガソーラー。横浜ス

タジアム約2.5個分

の敷
しき
地
ち
に約8000枚の太陽電池パ

ネルを設置し，一般
家庭約

520軒
けん

分の電気を作ること
ができる。このような

新しいクリー

ンエネルギー開発へ
の取り組みが各地で

行われている。

³三陸鉄道は東日本
大震災で線路や駅な

どに大きな被害を受
け

たが，2014年４月に完全復
ふっ

旧
きゅう

した。記念列車の出
発を祝う地元

の人たち。三陸鉄道
は2013年のNHK朝の連

続テレビ小説『あ

まちゃん』の舞台に
もなった。（岩手県大

おお

船
ふな

渡
と
市）

⓬尖
せん

閣
かく

諸
しょ

島
とう

沖の日本領海内に侵
入し航行する中国の

海洋監視船

（右端）から魚
うお

釣
つり

島
じま

（後方）を守る海上
保安庁の巡

じゅん

視
し
船
せん

。沖縄

県石
いし
垣
がき
市は尖閣諸島が1895年1月14日に沖縄県に編入

された日

を「尖閣諸島開拓の
日」と定めた。（沖縄

県石垣市，2012年）

東日本大震災，少子
高齢化，

拉
ら

致
ち

，領土問題……。ど
のよ

うな課題があるか確
認しよう。

❶
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　上の図は，1歳分の年齢を４ミリ幅で示した「人
生モノサシ」です。この教科書で学ぶみなさんは中
学校３年生，★印がついたほぼ15歳のところを生
きています。
　みなさんがこれまで生きてきた人生をふり返っ
てみると，七五三の時にお宮参りをし，大

おお
晦
みそ
日
か
には

除
じょ
夜
や
の鐘

かね
を聞き，初もうでには神社に参拝したりし

た経験をもつ人がいるでしょう。みなさんは，この
ように日本の伝統文化と密接にかかわって生きて
おり，これからの人生でも同様です。
　この教科書の26～29ページには日本の伝統文化
が紹介されています。その項目を読み日本文化に
関心をもってほしいと思います。
　さてみなさんは，来春，義務教育の期間として
の中学校を卒業すると，社会人として働くことが
認められます。現在では，ほとんどの人がより高い
教育を受けるために高校や高等専門学校（高専）な
どに進学しています。さらに大学や専門学校に進
み，専門的な知識や資格を身につける人も少なく
ありません。この期間は，上の図❶の「学校教育
の時代」といえます。

　　　　　
　この公民教科書の学習には，みなさんの人生に
役立つ内容が数多く含まれています。
　自動車の運転を例にあげてみましょう。みなさん
は18歳になれば，国家資格としての自動車運転免
許を取得することができます。そのためには，運
転技術とともに道路交通法という「法律」やそれに
関連する規則を勉強し，試験に合格しなければな
りません。
　次に免許を取得して，実際に運転する状況を思
い浮かべてみましょう。車は道路を走ります。道
路には，信号や横断歩道が設けられ，また高速道
路なども整備されます。これらは，「政治」のはたら
きによるものです。
　運転する自動車を購入する際には，販売店と契

けい

約
やく
を結び代金を支払います。また，事故に備え保
険をかけます。これは「経

けい
済
ざい
」にかかわることです。

　さらに，海外で自動車を運転したいと思ったら国
際運転免許証が必要になります。条約を締

てい
結
けつ
して

いる国で手続きを行い交付されますが，こうした
条約などは「国際社会」に関連します。
　このように，自動車の運転ひとつをとっても「法

　この時代を終えると，みなさんは働いて収入を
得る❷の「社会人の時代」を迎えます。企

き
業
ぎょう
に就職

したり，公務員となって自治体や国の機関で仕事
をしたり，また家業を手伝い，それを継

つ
ぐ人，自分

で経営する人もいます。
　自分で生活できるようになると，多くの人は結婚
し家庭をもちます。子どもが生まれれば，子育て
に取り組む❸の「親の時代」が始まります。
　子どもが成長するにつれ，下の表のように多く
の教育費がかかるようになります。みなさんの保
護者もまた，このような負担をしてくれています。

律」「政治」「経済」「国際社会」が関連しますが，この
公民教科書では，こうしたことを学習できるのです。
　もう一度，上の人生モノサシを見てください。
　みなさんのこれからの人生と，この公民教科書
に関連する例として，少年法，選挙権，少子化，
裁判，年金，高齢化といった項目を記

しる
しています。

　これはあくまで一例です。これ以外にも自分に
関連すると思う項目をこの教科書から探し出して
みてください。

　　　　　　
　　　　
　さて冒

ぼう
頭
とう
に記したように，義務教育期間としての

中学校を卒業すると，人生の選択の幅が増え，自
分の進路をどうするかが問われてきます。
　これを考える上で参考になるのが，右側にある
【自分の過去・現在・未来シート】です。上の人生
モノサシを参考にしながら，このシートに事項を書
き込み，自分のすがたを思い描いてみましょう。
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20

5
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15

20

1幼稚園から高校までの教育費

2大学に進んだ場合の教育費

人生モノサシと自分の人生 これからの人生と公民教科書

自分の将来設計

教育費はど
れくらいか
かるのかな。

【12はいずれも生命保険文化センター調査ほか】

この教科書には，
私たちのこれから
の人生にかかわる
ことが，たくさ
ん出ているよ。

そうよ。だから義務
　　　　教育の最後
　　　　の段階で公
　　　　民を学習す
　　　　るのよ。

①
学校教育の
時代

②
社会人の時代

③
親の時代

公民教科書
との関連
（一例）

人生モノサシ 15歳からの自分の過去・現在・未来
現在過去 未来

年齢
項目

自宅 下宿

大
学

国公立 499 808

私立文系 700 977

私立理系 830 1110

短期大学 365 510

（単位：万円）

国立
公立 私立

幼稚園 67 163

小学校 185 836

中学校 144 371

高　校 155 293

小　計 551 1663

（単位：万円）

4 人生モノサシ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

保育園や幼稚園誕
生

★

小学校 中学校 高校

高専

大学 大学院

義務教育の期間

学校教育を卒業し社会人となる

結婚（平均結婚年齢　男 31歳　女 29歳）

出産・子育て・家庭教育

少年法
➡p.65

選挙権
➡p.74,90

少子化
➡p.16

裁判
➡p.104～111

年金
➡p.162～165

高齢化
➡p.16

④高齢期
（平均寿命　男＝ 79歳、女＝ 86歳）

少子化と右はじに書
かれている高齢化の
関連を考えてみよう。

どんな時に裁判が
起きるのだろう。

お母さんが年金のこ
とを心配していたわ。

みなさんが，これ
までの人生で日本
の伝統文化にふれ
た経験は何かな。

選挙権を得るとどのよ
うなことができるかな。

p.113
口絵❶

p.194～195

p.140～141

5
人生モノサシ

自分の過去・現在・未来シート　このシートは，みなさんの誕生から小学生までの【過去】，中学生になり今日までの【現在】，
中学校を卒業してからの将来像としての【未来】を書き込むことができます。
　左ページの人生モノサシの図を参考にしながら，書き込んでみましょう。現在の自分

過去の自分
未来の自分

•自分の性格（長所と短所など）

•小学校５年～６年生のころの自分は？
•中学校卒業後の進路（進学や就職）は？

•小学校１年～４年生のころの自分は？
•将来，どのような仕事をしたいか？

•自分の名前の由来や，七五三，幼稚園，保育園での思い出など。 •将来の自分を想像してみよう。　（例えば30歳，50歳，70歳ころの自分は？）

•得意科目と苦手科目
•部活動や地域での活動など•特技や関心をもっていること

親に聞いてみて
　　　もいいね。
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現代人の生活の範
はん

囲
い

は，これまでと比
ひ

較
かく

にならな
いほど拡

かく

大
だい

しています。それとともに，かつてあ
った地域社会の人間的なつながりはうすくなっているのが現

げん

状
じょう

です。
　この背

はい

景
けい

には「職」と「住」の分
ぶん

離
り

が進み，地域社会がベッドタウン
化したこと，情

じょう

報
ほう

空間の拡大によって近所の住民が必ずしも身近な
存
そん

在
ざい

であるとは限らなくなったこと，また，地域よりも個人の生活
を重

じゅう

視
し

する傾
けい

向
こう

が強くなっていることなどがあると考えられます。
自分が生まれ育った土地のことを郷土といいます。
郷土は自己の形成に大きな役割をはたすとともに，

一生にわたって大きな精神的な支えとなるものです。私たちは郷土
の人々や生活，文化，伝統に親しみ，それを大切にすることをとお
して，郷土愛をはぐくんでいきます。
　2011（平成23）年３月11日におこった東日本大震災で，私たちはあ
らためて郷土の大切さを知ることになりました。自分や家族が安心
して生活できる安全な地域社会をつくるためには，地域の人々との
交流が欠

か

かせません。また，高
こう

齢
れい

者
しゃ

が増えている現在，地域の医
い

療
りょう

に関する問題も多く見受けられます。
　私たちが地域のコミュニティーを維

い
持
じ
していくためには，各自が

郷土の一員として発展に貢献していくという公共の精神をもつこと
が重要となります。

地域社会の
変化

郷土と私

　自分が家族や郷土にどのような貢
こう
献
けん
をしているか，話し合ってみましょう。

6「津
つ

波
なみ

の教え」と刻まれた石
せき

碑
ひ

（宮城県気
け

仙
せん

沼
ぬま

市，
2012年）　「子どもたちに津波の教訓をしっかり学ん
でほしい」という地元住民の希望で小学校の敷地に
設置されました。石碑は愛媛県今

いま

治
ばり

市の石材業者が
無
む

償
しょう

で加工しました。

7地元が創作した盆
ぼん

踊
おど

りを踊る住民や
観光客（愛媛県松

まつ

山
やま

市，2013年）　踊り念
仏で知られる時

じ

宗
しゅう

の開
かい

祖
そ

一
いっ

遍
ぺん

の生誕地と
いう由来に基づき，地元に根ざした歌と
振り付けの「道

どう

後
ご

湯
ゆ

玉
だま

音
おん

頭
ど

」がつくられ
ました。

8ヘリコプターで患
かん

者
じゃ

の搬
はん

送
そう

訓練をす
る消防隊員ら（佐賀県唐

から

津
つ

市）　救急専用
の医療機器を装備し，救急医療の専門医
師と看護師が搭乗したドクターヘリは，
山間や離島をふくめ県内全域を約15分以
内でカバーでき，救命率向上や後

こう

遺
い

症
しょう

の
軽減が期待できます。

5洗濯をする母親を手伝う小学生（岩手県大
おお

船
ふな

渡
と

市，2011年）　東日本大震
災で被災し，家が全壊したため，井戸水をくみ上げて洗濯を行いました。

➡p.194

p.19

p.144

p.5

p.4

第３章　私たちの生活と政治ー民主政治と政治参加ー116
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地方公共団体の住民は選挙権以外にも，条例の制
定・改正・廃

はい

止
し

，地方議会の解散，首
しゅ

長
ちょう

や議員の
解
かい

職
しょく

（リコール）などを求める直接請
せい

求
きゅう

権をもっています。また，住
民の苦情や要望に基

もと

づき，政治が適正に行われているかを監
かん

視
し

する
オンブズマン制度を導

どう

入
にゅう

するところも増えつつあります。
　さらに住民の意思を地方公共団体の運営に反映させるために，特
定の地方公共団体にのみ適用される特別法の制定についての住民投
票が憲

けん

法
ぽう

で定められています（95条）。
　近年，市町村合

がっ

併
ぺい

や原子力発電所の建設，産業廃
はい

棄
き

物
ぶつ

処理施設の
設置などについて，その地域の住民の考えを聞くために，条例に基
づいて住民投票を行う自治体もみられます。
　しかし，その中には，特定地域の住民の意思だけで決定するのに
ふさわしくない，国家全体の利益にかかわるテーマもあり，慎重な
手続きと判断が求められます。
　民主政治の基本は開かれた議論です。そこに立ちかえり，よりよ
い合意形成をしていくことが何より大切になります。

現在，多くの地方公共団体では，地域の人材や史
し

跡
せき

，景観，特産物などを活用したまちづくりや村
おこしに力を入れています。
　地域をよくするためには，まずは住民自身が自主的に活動し，その

3 私たちのまちづくり

　私たちの地域ではどのようなまち
づくりが行われているでしょうか。

地方自治と
住民参加

まちづくりや
村おこし

4ライトアップされた主
か ず え

計町
まち

の茶屋街
　石川県金沢市では，地域住民，町会連
合会および市民団体などから，長年慣れ
親しんだ旧町名の復活を望む声が多く，
1999（平成11）年の「主計町」を皮切りに
次々と旧町名を復活させました。2004（平
成16）年には「旧町名復活の推進に関す
る条例」が制定されました。

自分の地域はどのよう
にＰＲできるかな。

♳市議会議場で自分の市
のPRについて話し合う中
学生（静岡県浜松市）

　オンブズマンとはスウェーデン語で「代
表」の意味。公務員の仕事に対して住民の
意見や要望を聞き，調査したり改

かい
善
ぜん
を勧
かん
告
こく

したりします。法
ほう
律
りつ
や福
ふく
祉
し
の専
せん
門
もん
家
か
だけで

なく，一
いっ
般
ぱん
の市民も任命されています。

3オンブズマン制度

請求条件 必要な署
しょ
名
めい
数 請求相手 請求後に実

じっ
施
し
されること

条例の制定・
改
かい
廃
はい 有

ゆう
権
けん
者
しゃ
の 1－

50
以上 首　長

20日以内に議会を招
しょう
集
しゅう
して採決し，結果

を公表する。

監　　　査 有権者の 1－
50
以上 監査委員

監査を行い，その結果を公表する。首長
や議会にも報告する。

議会の解散 有権者の 1－
3
以上 選挙管理委員会

解散について住民投票を行い，過半数の
賛
さん
成
せい
があれば解散する。

解か
い

職し
ょ
く

請
求

首長・議員
の解職

有権者の 1－
3
以上 選挙管理委員会

解職について住民投票を行い，過半数の
賛成があれば解職する。

主要職員の
解職

有権者の 1－
3
以上 首　長

議会の採決を行い，議員 2－
3
以上の出席で

3－
4
以上の賛成があれば解職する。

2直接請
せい

求
きゅう

権
けん

の種類

私たちを
取り巻く
課題

³三陸鉄道は東日本大震災で線路や駅などに大きな被害を受け
たが，2014年４月に完全復

ふっ

旧
きゅう

した。記念列車の出発を祝う地元
の人たち。三陸鉄道は2013年のNHK朝の連続テレビ小説『あ
まちゃん』の舞台にもなった。（岩手県大

おお

船
ふな

渡
と

市）

⓬尖
せん

閣
かく

諸
しょ

島
とう

沖の日本領海内に侵入し航行する中国の海洋監視船
（右端）から魚

うお

釣
つり

島
じま

（後方）を守る海上保安庁の巡
じゅん

視
し

船
せん

。沖縄
県石

いし

垣
がき

市は尖閣諸島が1895年1月14日に沖縄県に編入された日
を「尖閣諸島開拓の日」と定めた。（沖縄県石垣市，2012年）

♶日
にっ

経
けい

平均株価の終
おわり

値
ね

を示す電光ボード。日本経済の長期に
わたるデフレ化と景気低

てい

迷
めい

に対し，政府は，「大
だい

胆
たん

な金融政策」
「機

き

動
どう

的な財政政策」「民間投資を喚
かん

起
き

する成長戦略」という
「三本の矢」を打ち出した。（2014年）

⓭国連平和維持活動（PKO）で南スーダンで活躍する自衛
隊が設置した歩道橋を渡る子どもたち。日本は，国連を中心
とした国際社会の平和と安定を求める活動に対し，資金面だ
けでなく，人的な面でも協力している。（2013年）

⓼問題の早期解決をめざし，集会で北
きた

朝
ちょう

鮮
せん

への経済制裁を訴
える，拉致被害者家族連絡会の横田滋

しげる

さん（左），早
さ

紀
き

江
え

さ
ん夫妻。後方は13歳のときに北朝鮮に拉致された娘の横田め
ぐみさんの写真。（東京都千

ち

代
よ

田
だ

区，2005年）

♷2014年４月１日，消費税の税率が，５％から８％に上がっ
た。新しい運賃表を公表するＪＲ新

しん

宿
じゅく

駅。政府は，年間約
５兆円と見込む増税分を年金や医

い

療
りょう

，少子高齢化対策，子育
てなど社会保障分野にあてるとしている。

⓮J
ジャイカ

ICA（国際協力機構）は，日本の政府開発援助（ODA）
を一元的に行う実施機関として，発展途上国への国際協力を
行っている。（台風被害を受けたフィリピン・レイテ島で診

しん

察
さつ

をするJICAの医療チーム，2013年）

⓽老人ホームの１階に開所した保育園では，お年寄りと保育
園児との交流が好評だ（鹿児島県鹿児島市）。少子高齢化の
中で，安心して子どもを産み育てられ，お年寄り世代が生き
がいをもてる環境整備が求められている。

東日本大震災，少子高齢化，
拉
ら

致
ち

，領土問題……。どのよ
うな課題があるか確認しよう。

❷
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第１節　私
から見える

現代の日本
社会

個人情報が
国や地

ち
方
ほう公

こう共
きょう団

だん体
たい
，企

き
業
ぎょうなどのコン

ピューター
に記録され

利用されて
いますが，

使われ方し
だいでプラ

イバシーが
侵
しん害

がいされる危
き

険
けん性がありま

す。プライ
バシーは一

度侵害され
ると，回復

することが

たいへんむ
ずかしいた

め，その保
ほ
護
ご
が重要な課

題となって
います。

　またコン
パクトディ

スクや，コ
ンピュータ

ーのソフト
などが不正

にコピーさ
れ使用され

ることによ
る，知的財

ざい産
さん権

けんの侵害も深
しん刻

こくで

す。さらに
，他人のＩＤ（認

にん証
しょう番号）やパ

スワードを
使った不正

アク

セスにより
金銭をだま

し取ったり
，コンピュ

ーターウイ
ルスを使っ

たコンピュ
ーターへの

攻
こう撃

げきなど，新た
な犯
はん罪

ざいも生まれ，
情報をめぐ

るモラルや
ルールの確

立が急がれ
ています。

情報化の時
代を生きる

私たちは，
おびただし

い情

報の中から
，自分にと

って必要な
情報を選び

取る

力（メディ
アリテラシ

ー）を養わ
なければな

りません。
また，コン

ピ

ューターの
つくり出す

仮想の世界
にばかり刺

し
激
げきや情報を求

めるこ

とには，注
意が必要で

す。しだい
に現実と仮

想現実（バ
ーチャルリ

アリティー
）との区別

があいまい
になり，直

接的な人間
関係が希

き
薄
はく

になるおそ
れがあるか

らです。

　情報化が
進展してい

く社会だか
らこそ，家

族，地
ち
域
いき社会，職場

，

学校など，
これまで私

たちが大切
にしてきた

人間どうし
の触

ふ
れ合い

や，自然と
の触れ合い

を大切にし
ていくこと

も重要です
。

情報社会と

私たちの生
活

　情報社会
により便利

になった点
と課題につ

いて，調べ
てみましょ

う。

　インター
ネットで広

がる「ネット
社会」におけ

る犯罪は年
々増え，

手口も巧
こう妙

みょうになってい
ます。身に

覚えのない
メールには

安易に返信

しない，メ
ールに書か

れたウェブ
サイトには

移動しない
などの注意

が必要です
。

　また，L
ラ イ ン

INEなど無料
通話アプリ

によるトラ
ブルが公立

中学校の

約７割で発生
しており，

ネット上で
の掲示板や

裏サイトへ
の書き込

みによるト
ラブルもほ

ぼ同じ割合
で起きてい

ます。

　日常の社
会と同じく

，ネット社
会でもモラ

ルやマナー
に沿

そ
った行

動を心がけ
る必要があ

ります。他
人の名

めい誉
よ
やプライバ

シーを侵
しん害

がい
し

ない，正し
い情報を伝

達する，著
ちょ作

さく権
けんを尊

そん重
ちょうするなどの「

情報モラ

ル」は，ネッ
ト社会に参

加する市民
が，おたが

いに尊重し
なければ

ならない道
徳といえま

す。

理解を深め
よう

「ネット社
会」とつき合

うために

（複数回答
，　

上位８項目
）

無料通話ア
プリ（LINE

等）

に関わるト
ラブル

ネット上の
書き込み（

掲示

板，裏サイ
ト，SNS等

）

ネットいじ
め問題

依存

学校間トラ
ブル

Facebook
やTwitter

等に

関わるトラ
ブル

チェーンメ
ール

個人情報流
出

0
2010

4030
6050

70

（%） 69.5%

67.9

35.1

31.8

18.5

18.2

18.2

15.4

【全日本中
学校長会「

平成25年度調査
研究報告書

」】

5ネットや
携
けい帯

たい電話，スマ
ートフォン

利用に関す

る生徒指導
上の問題

6無料通信
アプリなど

のトラブル
に子

どもが巻き
込まれるの

を防ぐため
の学校

の取り組み
を紹介した

新聞記事（2014年）

　愛知県刈
かり谷

や
市では，午

後９時以
い
降
こうに児

童生徒に携
帯電話を使

わせないル
ールを

家庭に要
よう請

せいする先駆的
な取り組み

を行っ

ています。

　次の３つを構成
要素とする

，複合的な

能力のこと
をいいます

。

①メディア
を主体的に

読み解く能
力。

②メディア
にアクセス

し，活用す
る能力。

③メディア
を通じコミ

ュニケーシ
ョンす

る能力。特
に，情報の

読み手との
相互

作用的（イ
ンタラクテ

ィブ） コミ
ュニ

ケーション
能力。

7メディア
リテラシー

➡p.93

口絵❷p.90

p.19 p.15

p.116

p.199

p.204～205

キャリア教育を進める豊富な事例教材
　働くことの意義や尊さに気づき，社会貢
献や自己実現を図れるように，キャリア教
育を進める教材を豊富に掲載しています。

社会参画を促す記述の充実
　自分と周囲との関係に興味・関心を持
ち，家族，地域社会，国家，国際社会の
中の自分として，集団の中でどのような
役割を担えるのかを考えさせる教材を充
実させました。

持続可能な社会をつくるための豊富な教材
　日本と世界の環境問題などについて，歴史
的な事例や海外との比較を通して考えること
ができる教材を豊富に紹介しています。生命
を尊び，自然を大切にし，環境の保全に寄与
する態度を養えるように工夫しました。

新聞活用教育（NIE）を促すた
めに，新聞記事を多数掲載
　新聞を活用した授業を促すた
めに，新聞記事を多数掲載して
います。自分が生きている社会を
教材にすることで，幅広い知識と
教養を身に付けるとともに，様々
な資料を適切に収集，選択して，
合理的な判断ができる力（メディ
アリテラシー）を養います。

防災教育に関する多様な教材の配置
　未曾有の大災害となった東日本大震災など，日本の気候・
地形の特色から考えられる自然災害に関する教材を中心に
配置しました。防災教育の視点から，様々な現実的課題と
関わりながら，被災地の復興と安全で安心な地域づくりと，
日本の未来を考えていこうとする態度を養います。

　自助，共助，公助に関する資料を紹介
し，自分自身が社会の中で何ができるの
かを考え，進んで安全で安心な社会づく
りに参画し，貢献する態度を培います。

　企業訪問などの活動を通し
て働くことの意義や尊さを理
解し，職業観や自分の将来の
姿を設計する能力を培います。

　自分のこれからの人生を視覚
的に眺め，具体的に考える教材
を掲載しました。自分の未来へ
の興味関心を持つことや，夢や
希望を抱くこと，目標に向かっ
て努力する態度を身に付けます。

私と家族 私と地域社会

私と国際社会
私と国家
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現代社会の見方・考え方の基礎を育てる教科書
　小学校で資料の読み取りや意見交換，発表等を通し「社会科って面白い」と感じていた生
徒が，中学校では「用語や知識の暗記中心でつまらない」と言う声が聞こえませんか。そん
な声に応えたい。それがこの教科書のコンセプトです。
　そこで，「課題を掴み」「資料等を通して調べ」「様々な視点から考え，判断し」「自分の考え
をまとめ，表現できる力」を育てる問題解決的な学習や多様な言語活動の一層の充実を図
りました。
　生徒の生活目線から「なぜだろう。調べてみよう」というワクワク感・ドキドキ感を学習
意欲につなげる課題設定や資料配置も工夫しました。更に，法や金融という今日的課題や，
現代社会における文化の意義や影響・継承と創造等に関する事例教材も豊富に取り入れま
した。
　折から，文部科学大臣からの次期学習指導要領改訂に向けた中教審の諮問理由に，「何を，
どのように学ぶか」「アクティブ・ラーニング」という２つのキーワードが示されましたが，
本書の編集理念と軌を一にするものでもあります。
　21世紀の知識基盤社会を生きる生徒が，現代社会の様子を自分事として捉え，正しく判
断し，行動できる資質や能力，社会の形成に主体的に参画する態度が日々の授業を通して
知らず知らずに身に付く教科書としてお届けします。

小林　弘和
玉川大学客員教授

執筆者のことば

242 第５章　二度の世界
大戦と日本
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　昭和20（1945）年３
月，アメリカの機

き
動
どう
部隊が沖縄

に進
しん
攻
こう
してきたときのよう

すを，沖縄県本
もと
部
ぶ
町に住

むある母親は，次の
ように述べています

。

「米軍が上陸してき
て激
はげ
しい銃

じゅう
撃
げき
戦が始まった。私

たち10人家族は，ほ
かの避

ひ
難
なん
民とともに，ただ死

の

恐
きょう
怖
ふ
におびえて山の中を

右
う
往
おう
左
さ
往
おう
するばかりであっ

た。多くの人々が死
んで行き，私の４女

も銃
じゅう
弾
だん
に当

たって死んでしまっ
た。私たちは悲しみ

にくれ，恐

怖におびえていたが
，一刻も早くどこか

へ移動しな

ければならなかった
。……暗い山道を越

えてある山

に辿
たど
り着いたが，もう食

しょく
糧
りょう
はほとんどなく，飢

う
えと

寒さに苦しみながら
，マラリアの猛

もう
威
い
の前になすす

べもなく，毎日のよ
うに誰

だれ
かが死んでいくので

あっ

た」（『沖縄県史』10巻より
抜
ばっ
粋
すい
）

　一方，このとき，
沖縄師

し
範
はん
学校女子部と沖縄県

立

第一高等女学校の教
師18人，生徒222人の

「ひめゆり

学徒隊」は，沖縄陸
りく
軍
ぐん
病院の看護要員とし

て動員さ

れました。

　丘
おか
の斜
しゃ
面
めん
に横穴を掘

ほ
った「壕

ごう
」というものが40近く

あり，むき出しの土
つち
壁
かべ
に二段ベッドが置か

れ，そこ

が病
びょう
棟
とう
になりました。ひめ

ゆり学徒隊は，そこ
で献
けん

身
しん
的
てき
に負

ふ
傷
しょう
兵
へい
の看護に当たり，そ

のようすは次のよ

うなものでした。

「４月も末になると
戦い

は激しくなる一方で
，各

壕に負傷兵はあふれ
てき

た。あらたに運ばれ
てき

た負傷兵は受け付け
られ

ても，軍医の治
ち
療
りょう
がすむ

までは壕に入ること
を許
ゆる

●戦火に逃
に
げまどう沖

おき
縄
なわ
県民

●沖縄戦，ひめゆり学
がく
徒
と
隊
たい
の看
かん
護
ご
活動

されず，木の下で担
たん
架
か
に乗せられたままう

なってい

る。
『看護婦さんお願い

します。早く治療し
てくださ

い』。そう頼
たの
む傷兵を目の前にし

ても，私たちはど

うすることもできな
い。『少々お待ちくだ

さい。す

ぐ治療がすめば壕に
入れますから』。涙

なみだ
をのんでこ

ういうより他に言葉
はなかった。そのと

きの胸の苦

しさ……」（『ひめゆり
の塔
とう
をめぐる人々の手記

』より抜粋）

　絶え間なく砲
ほう
弾
だん
が飛び交

か
う中での危

き
険
けん
な看護活動

を行い，ひめゆり学
徒隊のうち半数以上

が沖縄戦で

命を落としました。

　沖縄戦を前にして
沖縄の住民を避難・

疎
そ
開
かい
させる

計画がもちあがりま
したが，当時の知事

と軍は意見

が合わず対立してい
ました。この事態を

打開するた

め，島田叡
あきら

（兵
ひょう
庫
ご
県出身の内

ない
務
む
官
かん
僚
りょう
，43歳

さい
）が，死を

覚
かく
悟
ご
して沖縄県知事とし

て急きょ赴任しまし
た。

　島田知事は，軍と
の関係改善をはかる

一方，課題

であった県民疎開や
食料調達などをすみ

やかに行い，

出会う人には，何が
あっても「生きろ」と

励
はげ
まし，多

くの県民から深い信
頼を得ました。

　空
くう
襲
しゅう
が激しくなり，県庁

を移転しながら地下
壕で

執
しつ
務
む
や指

し
揮
き
をとりました。しか

し戦局は一段ときび

しくなり，昭和20年
６月，島田知事は同

行していた

県職員らに対し「どう
か命を永

なが
らえて欲

ほ
しい」と県組

織の解散を命じ，そ
の後の消

しょう
息
そく
は途

と
絶
だ
えました。

　この沖縄戦で海
かい
軍
ぐん
の陸上部隊の指揮を

とっていた

のは，前述した島田
知事と交流を深めて

いた大田実

少将でした。日本軍
の敗
はい
色
しょく
が濃
のう
厚
こう
となった昭和20年

６月，大田少将は，
沖縄の人たちの戦

せん
闘
とう
協力に感謝

し，海軍次官に次の
ように打電しました

。

●沖縄戦直前に赴
ふ
任
にん
した沖縄県知

ち
事
じ
・島
しま
田
だ
叡
あきら

●大
おお
田
た
実
みのる
少
しょう
将
しょう
の電文

昭
しょう

和
わ

20年，戦局の悪化と終
戦

戦後建てられた「ひめ
ゆり

の塔
とう
」（手前が「壕

ごう
」の跡

あと
）

戦争に関する証
しょう

言
げん
や手

記を読んで，戦争に
つ

いて考えてみましょ
う。

⬅p.239
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49第２節　「日本」の国の成り立ち

ました。これは多くの人々の協力や寄
き

付
ふ

に支え
られて完成したものでした。また，行

ぎょう

基
き

のよう
に民間に仏教を広めながら，各地で用水路や橋
をつくる僧

そう

もあらわれました。
　天平文化を代表する建築には，東大寺の法

ほっ

華
け

堂
どう

や，唐から戒
かい

律
りつ

を伝えるために渡
と

来
らい

した僧・
鑑
がん

真
じん

によって建てられた唐
とう

招
しょう

提
だい

寺
じ

などがありま
す。東大寺の正

しょう

倉
そう

院
いん

には，聖武天皇やその妻，
光
こう

明
みょう

皇
こう

后
ごう

の愛用品のほか，西アジアや中央アジ
ア，中国などとの交流を示す工芸品も数多く納

おさ

められていました。これらの品々を，当時から
長い時代にわたって保管してきた正倉院は，現
存する世界最古の宝

ほう

物
もつ

庫
こ

といえます。
　仏教彫

ちょう

刻
こく

では，ひきしまった少年の顔をした
興
こう

福
ふく

寺
じ

の阿
あ

修
しゅ

羅
ら

像
ぞう

，気品あふれる東大寺法華堂
の日

にっ

光
こう

・月
がっ

光
こう

菩
ぼ

薩
さつ

像
ぞう

，きびしい面
おも

もちの東大寺
戒
かい

壇
だん

堂
どう

の四
し

天
てん

王
のう

像
ぞう

などの傑
けっ

作
さく

が残されています。
　この時代の建築，美術，文学などの作品は，
その後の時代の模

も

範
はん

とされたものも多く，日本
文化に大きな影響をあたえました。

　天
てん
平
ぴょう
文化について，聖

しょう
武
む
天
てん
皇
のう
を主語にして，次の語句を使ってまとめましょう。

〔東
とう
大
だい
寺
じ
／大

だい
仏
ぶつ
／鑑

がん
真
じん
〕

現代に続く和
わ

歌
か

の伝統歴史
ヒュ～ヒュ～
『万

まん

葉
よう

集
しゅう

』は，飛
あ す か

鳥時代から奈
な

良
ら

時代におよぶ約130年間に
つくられた約4500首のさまざまな歌を収める，わが国に現存
する最古の歌集です（全20巻）。歌の作者は，天

てん

皇
のう

や貴
き

族
ぞく

，
役人から農民や防

さき

人
もり

，貧しい人々にまでおよんでいます。年
ねん

齢
れい

や地
ち

域
いき

もさまざまであり，男女の差別もありません。
　今から1200年も前に，わが国では身分や地域を超

こ

えた，国
民的歌集が完成していたのです。これは，当時の人々が，共
通の言葉を使い，感動を共有することができたことを示して
います。
　すぐれた歌をつくれば，立場に関係なく歌集に採用される
という伝統は，今

こん

日
にち

も引きつがれています。例えば，毎年，
新年に皇

こう

居
きょ

で行われる「歌
うた

会
かい

始
はじめ

の儀
ぎ

」には，すぐれた歌をつく
った中学生や高校生が招

しょう

待
たい

されることも珍
めずら

しくありません。

5正
しょう

倉
そう

院
いん

正倉と校
あぜ

倉
くら

造
づくり

　宝
ほう

物
もつ

が納
おさ

められた建物で，その建
築は三角形の木材（校

あぜ

木
き

）を積み
上げて壁をつくる校倉造でつく
られている。（奈良県　宮

く
内
ない
庁
ちょう
正倉

院事務所管理）国 世

⬅口絵p.3

⬅口絵p.3

6月
がっ

光
こう

菩
ぼ

薩
さつ

像
ぞう

　日
にっ

光
こう

菩薩像と
対
つい

になる像で，人間性を超
こ

えた
神
こう

々
ごう

しさをやどしている。（高
さ204.8cm　奈良県　東

とう
大
だい
寺
じ
蔵）国

7五
ご

絃
げん

の琵
び

琶
わ

（左）ラクダに乗って琵琶
をひく異国風の人物がえがかれている。
（長さ108.1cm，幅

はば
約31cm　奈良県　

宮内庁正倉院事務所蔵）

8紺
こん

瑠
る

璃
りの

坏
つき

（右）　シルクロー
ドを経

へ

て伝えられた
ガラスの杯

さかずき

。
（高さ約11cm　奈良県　
宮内庁正倉院事務所蔵）
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269第２節　経済大国・日本の国際的役割

高い評価を得ました。
　このように芸術の分野では，日本の伝統を受けつぐ流れと，新し
い動きを模

も

索
さく

する流れの，２つの流れが生まれました。
　思想界では，ソ連や中国の社会主義の影

えい

響
きょう

を受けた思想が流行し
ました。しかし，社会主義諸

しょ

国
こく

の崩
ほう

壊
かい

によって，その限界が明らか
になりました。
　スポーツや大

たい

衆
しゅう

芸能の分野では，「フジヤマのトビウオ」とよばれ
た水泳の古

ふる

橋
はし

広
ひろ

之
の

進
しん

，868本の本
ほん

塁
るい

打
だ

を記録した王
おう

貞
さだ

治
はる

や数々のタ
イトルに輝いた長

なが

嶋
しま

茂
しげ

雄
お

らプロ野球選手，相
す も う

撲の大
たい

鵬
ほう

，プロレスの
力
りき

道
どう

山
ざん

，多くの流行歌を生んだ歌手の美
み

空
そら

ひばり，俳
はい

優
ゆう

の石
いし

原
はら

裕
ゆう

次
じ

郎
ろう

らが国民に夢と希望をあたえました。
手
て

塚
づか

治
おさ

虫
む

に代表される漫
まん

画
が

や宮
みや

崎
ざき

駿
はやお

などのアニ
メは，国内外の人々の心をとらえ世界中で親しま

れています。また，音楽やファッション，スポーツなどの分野でも，
日本人が世界的な活躍をしています。
　一方，テレビの普

ふ

及
きゅう

とともに映画館は数を減らしました。大衆文
化のにない手であるテレビはカラー放送，衛星放送と発

はっ

展
てん

し，地上
デジタル放送の時代をむかえて，その可能性をさらに広げています。
インターネットの普及など通信技術の進歩は，文化伝達の国際化を
うながし，文化の広がりをより多様なものにしています。

　戦後から現代までの文化について，映画，科学，文学，スポーツ，アニメなどの
分野から一つ例をあげてまとめ，発表し合ってみましょう。

日本文化の国
際化と多様化

♷街
がい

頭
とう

テレビに集まった人たち　テレビ放送が開始され
た当時，テレビの値

ね

段
だん

は高額だったため，街
まち

角
かど

に設置され
た街頭テレビが人気をよんだ。

♸国産第一号のテレビ
1953（昭和28）年製の箱型
白黒テレビ。（江

え
戸
ど
東京博

物館蔵
ぞう
）

♹現在のテレビ　薄
うす

型
がた

大画面の液
えき

晶
しょう

テレビ。

⓽三
み

島
しま

由
ゆ

紀
き

夫
お

（1925～70）
川端康成の推

すい

薦
せん

で小説を発
表。代表作は『金

きん

閣
かく

寺
じ

』『豊
ほう

饒
じょう

の海』など。

⓾手
て

塚
づか

治
おさ

虫
む

（1928～89）
学生のころか
らストーリー
漫
まん

画
が

をえがき，
その後，第一
人者となる。テレビのアニメ番組も制
作。代表作は『鉄

てつ

腕
わん

アトム』『火の鳥』な
ど。

⓼東京スカイツリー　高さ世界一
（634m）のタワー。建築には，法

ほう

隆
りゅう

寺
じ

五
ご

重
じゅうの

塔
とう

や日本刀の技術が生かされている。
⬅p.157

❷

⑥法
ほう

隆
りゅう

寺
じ

五
ご

重
じゅうの

塔
とう

国 世
➡p.44

日本に残る最古の五重塔。耐
たい
震
しん
性
せい
にす

ぐれ，最も美しい塔といわれている。
（高さ約31.5ｍ　奈

な
良
ら
県）

⑩法隆寺金
こん

堂
どう

壁
へき

画
が

➡p.45

金堂には７世紀末のすぐれた壁画が残されていたが，
1949（昭

しょう
和
わ
24）年の火災で一部を残して焼失した。これ

は焼失前にとられた写真。（縦
たて
314cm，横265cm　奈良県）

⑧中
ちゅう

宮
ぐう

寺
じ

弥
み

勒
ろく

菩
ぼ

薩
さつ

像
ぞう

国 ➡p.44

片足をもう一方の足の上にのせて
台
だい
座
ざ
に座り，右手を頰

ほお
に当てて思

いにふける姿を表している。
（高さ87.9cm　奈良県　中宮寺蔵）

⑦百
く だ ら

済観
かん

音
のん

像
ぞう

国 ➡p.44

飛鳥時代を代表する仏
ぶつ
像
ぞう
。素材のク

スノキは中国，朝
ちょう
鮮
せん
では仏像に用い

られないことから，日本でつくられ
た像であることがわかる。（高さ
210.9cm　奈良県　法隆寺蔵）

飛
あ す か

鳥時代〈７世紀〉

⑨玉
たま

虫
むしの

厨
ず

子
し

国 ➡p.44

台座の上に仏像をおさめる宮
きゅう
殿
でん
をの

せた形の工芸品。飾
かざ
りに玉虫の羽が

使われた。（高さ233cm　奈良県　法
隆寺蔵）

218 学習資料

前文
協和　心を合わせ仲良

くすること。

恵沢　めぐみ。

惨禍　いたましい災難
。

主権　国家の意思や
政治のあり方を最終

的に

決定する権限。

厳粛　おごそかで，心
が引き締まるさま。

信託　信頼して，政治
などを任せること。

福利　幸福と利益。

享受　あるものを受け
，自分のものとするこ

と。

普遍　すべてのものに
あてはまること。

詔勅　天皇の発する公
式文書の総称。

恒久　長く変わらない
こと。

崇高　気高くて，尊い
こと。

専制　支配的立場に
ある者が独断でほし

いま

まに事を行うこと。

隷従　仕え従うこと。

偏狭　度量が狭いこ
とや考えがかたよっ

てい

て狭いこと。

欠乏　不足しているこ
と。

第１条
象徴　直接的に知覚

できない概念などを
，そ

れを連想させる具体
的事物によって間接

的に

表現すること。

第２条
皇位の継承　天皇の地

位を引きつぐこと。

世襲　地位・財産・
職業などを子孫が代

々受

け継ぐこと。

皇室典範　皇位継承
など皇室に関する事

項を

規定した法律。

第３条
国事　国の政治に関す

る事柄。

第４条
権能　ある事柄につ

いて権利を主張し，
行使

できる能力と資格。

委任　ある物事の処理
を他の人にまかせるこ

と。

第５条
摂政　天皇が未成年

であったり，病気・
事故

により国事行為を行
えない場合，天皇の

名で

国事行為を行う者。

準用　ある事項に関
する規定を，それと

類似

する事項について，
必要な変更を加えて

あて

前文
　日本国民は，正当に

選挙された国会におけ
る代表者を通じて行動

し，われらとわ

れらの子孫のために，
諸
しょ
国民との協

きょう

和
わ
による成果と，わが国

全土にわたって自由の

もたらす恵
けい
沢
たく
を確保し，政府の行為

によって再び戦争の惨
さん
禍
か
が起ることのないやう

にすることを決意し，
ここに主

しゅ
権
けん
が国民に存することを

宣
せん
言
げん
し，この憲

けん
法
ぽう
を確定する。

そもそも国政は，国民
の厳
げん
粛
しゅく

な信
しん
託
たく
によるものであって，

その権
けん
威
い
は国民に由

ゆ
来
らい
し，

その権力は国民の代表
者がこれを行

こう
使
し
し，その福利は国民が

これを享
きょう

受
じゅ
する。これ

は人類普
ふ
遍
へん
の原理であり，この

憲法は，かかる原理
に基

もとづ

くものである。われ
らは，

これに反する一
いっ
切
さい
の憲法，法令及

およ
び詔

しょう

勅
ちょく

を排
はい
除
じょ
する。

　日本国民は，恒
こう
久
きゅう

の平和を念願し，人間
相
そう
互
ご
の関係を支配する崇

すう
高
こう
な理想を深く

自覚するのであって，
平和を愛する諸国民の

公正と信義に信
しん
頼
らい
して，われらの安全

と生存を保持しようと
決意した。われらは，

平和を維
い
持
じ
し，専

せん
制
せい
と隷
れい
従
じゅう

，圧
あっ
迫
ぱく
と偏
へん

狭
きょう

を地上から永遠に除去
しようと努めてゐる国

際社会において，名
めい
誉
よ
ある地位を占

し

めたいと思ふ。われら
は，全世界の国民が，

ひとしく恐
きょう

怖
ふ
と欠
けつ
乏
ぼう
から免

まぬ
かれ，平和

のうちに生存する権利
を有することを確

かく
認
にん
する。

　われらは，いづれの
国家も，自国のことの

みに専
せん
念
ねん
して他国を無

む
視
し
してはならな

いのであって，政治
道徳の法則は，普遍

的なものであり，こ
の法則に従ふことは

，

自国の主権を維持し，
他国と対等関係に立た

うとする各国の責務で
あると信ずる。

　日本国民は，国家の
名誉にかけ，全力をあ

げてこの崇高な理想と
目的を達成する

ことを誓
ちか
ふ。

第１条〔天
てん
皇
のう
の地位・国民主

しゅ
権
けん
〕天
てん
皇
のう
は，日本国の象

しょう

徴
ちょう

であり日本国民統合の
象徴

であって，この地位は
，主権の存する日本国

民の総意に基く。

第２条〔皇
こう
位
い
の継
けい
承
しょう

〕皇
こう
位
い
は，世

せ
襲
しゅう

のものであって，国会
の議決した皇室典

てん
範
ぱん
の定

めるところにより，こ
れを継

けい
承
しょう

する。

第３条〔天皇の国
こく
事
じ
行
こう
為
い
に対する内

ない
閣
かく
の助言と承

しょう

認
にん
〕天皇の国

こく
事
じ
に関するすべての

行
こう
為
い
には，内

ない
閣
かく
の助言と承

しょう

認
にん
を必要とし，内閣が，

その責任を負
お
ふ。

第４条〔天皇の権
けん
能
のう
の限界，天皇の国事行

為の委任〕①天皇は，
この憲法の定める

国事に関する行為のみ
を行ひ，国政に関する

権
けん
能
のう
を有しない。

②天皇は，法律の定め
るところにより，その

国事に関する行為を委
任することがで

きる。

第５条〔摂
せっ
政
しょう

〕皇室典範の定めると
ころにより摂

せっ
政
しょう

を置くときは，摂政は
，天皇の

名でその国事に関する
行為を行ふ。この場合

には，前条第１項
こう
の規定を準

じゅん

用
よう
する。

第６条〔天皇の任命権
〕①天皇は，国会の指

名に基いて，内閣総理
大臣を任命する。

②天皇は，内閣の指名
に基いて，最高裁

さい
判
ばん
所
しょ
の長たる裁判官を任命

する。

第７条〔天皇の国事行
為〕天皇は，内閣の助

言と承認により，国民
のために，左の

国事に関する行為を行
ふ。

日本国憲法
1946（昭和21）年11月３日公布，1947（昭和22）年５月３日施行

第１章　天皇

第１章

第５章　私たちと国
際社会の課題
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第一次世界大戦の戦
せん

禍
か
への反省から，1920年に国

際連
れん

盟
めい

が生まれましたが，
第二次世界大戦が起

こ

るのを防ぐことはで
きませんでした。そ

こで，1945年，第二次世界

大戦中の連合国が集
まり，国際連合憲章

が採択され国際平和
の維

い
持
じ

と国際協調を目的と
して，国際連合（The United Nations）が創設さ

れました（最初の加
か
盟
めい

国は51か国）。

国際連合には，193の国が加盟してい
ます（2013年

現在）。本部はアメリ
カのニューヨークに

ありま

す。おもな機関とし
ては総会，安

あん

全
ぜん

保
ほ
障
しょう

理
り
事
じ
会
かい

，経
けい

済
ざい

社会理事会な

どがあり，さらに世
界保健機関（ＷＨＯ），国連教育科学文

化機関

（Ｕ
ユ ネ ス コ

ＮＥＳＣＯ）などの専
せん

門
もん

機関などからなってい
ます。

　総会はすべての加
盟国で構成され，年

１回定期的に開かれ
ます。

加盟国には国の大小
や政治体制，国連へ

の拠
きょ

出
しゅつ

金などにかかわら

ず，一国一票の権
けん

利
り
があたえられ，さま

ざまな国際問題につ
いて討

とう

議
ぎ
し，決議をすること

ができます。

安全保障理事会は，
国際社会の平和と安

全の維持

を目的とする最も重
要な機関です。加盟

国は安全

保障理事会の決議に
従
したが

う義務があり，平和
を脅

おびや

かすような事態が起

こったときは，安全
保障理事会の決定に

基
もと

づいて，経済封
ふう

鎖
さ
，軍事

的措
そ
置
ち
などの制

せい

裁
さい

が加えられます。

4 国際連合のはたらき

　国際連合で日本が果たしている役

割について考えましょう。

国際連合の
創設

国際連合の
しくみ

安
あん

全
ぜん

保
ほ

障
しょう

理
り

事
じ

会
かい

の役
やく

割
わり

1南スーダンで給水
活動を行う国連南ス

ーダン派

遣団の自衛隊（2013年）

♴感染症対策（ポリオ

の予防接種）を受ける
子

ども（アフガニスタ
ン，

2013年）

♵国連総会の議

場（アメリカ・ニ

ューヨーク）

国際連合は
どんな活動
をしている
のかな。

アメリカ
22.0％

約28億
ドル

日本
10.8

ドイツ
7.1

5.1

中
国

その他
28.5

フ
ランス

5.6
5.2

イ
ギ
リ
ス

【「世界国勢図会 2013/14」】

（2013年）

イタリア 4.4

ブ
ラ
ジ
ル 

2.9

ス
ペ
イ
ン 

3.0

カ
ナ
ダ 

3.0

ロ
シ
ア 

2.4

♶安全保障理事会

♷国連通常予算の国
別分

ぶん
担
たん
率　国連の

通常予算は，加
か
盟
めい
国の拠

きょ
出
しゅつ

金によってま

かなわれています。

ⒸUNMISS
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67考えよう

5

10

15

20

も身近で基本的なコ
ミュニティーです。

　家族が単に個人の
集まりでしかないと

考えられた

り，個人が家族より
優
ゆう
先
せん
されるべきだとみな

される

ようになると，家族
の一体感は失われて

いくおそれ

があります。個人の
多様な生き方を尊重

する現代の

社会は，そのような
ことになりがちです

。現在の日

本では，家族の形や
役割には変化がみら

れますが，

家族を維
い
持
じ
していくことの重要

性は，現代の日本人

にも強く意識されて
います。

家族の協力

　家族生活には，生
せい
計
けい
費
ひ
の獲

かく
得
とく
や育児・家事が不

ふ
可
か

欠
けつ
です。家族はこれら

を協力して行わなけ
ればなり

ません。いわゆる性別
役割分業は，「男は仕

事に出て，

女は家庭を守る」と
いう役割分担のしか

たをさしま

す。女性の社会進出
が進むにつれ，その

ような役割

分担は批
ひ
判
はん
されるようになりま

した。

　しかし，育児・家
事に専

せん
念
ねん
する専業主婦という

形

も，家族の協力のひ
とつのあり方です。

一方で職業

をもつ女性には，家
族が協力して家事の

負
ふ
担
たん
がかか

りすぎないようにす
ることも大切でしょ

う。どんな

場合でも，家族の間
の相

そう
互
ご
の理解と協力が大切

であ

ることに変わりはあ
りません。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ないかく

【内閣府世論調査】

100

（%）

29.9%

36.4% 24.0 35.5

35.5
39.7% 21.6

33.7% 26.0 35.5

23.0 42.1

5.0

4.1

3.2

4.8

2001年調査
（3,468人）

2012年調査
（3,041人）

男　性
（1,366人）

女　性
（1,675人）

結婚する以上，夫婦
は必ず同じ姓を名乗

るべきである。

夫婦が結婚前の姓を
名乗ることを希望し

ている場合には，夫
婦

それぞれ結婚する前
の姓を名乗ることが

できるように法律を
改

めてもかまわない。

わからない。

＊国家公務員の通称
使用は2001年から認

められ，外務省もパ
スポー

トに旧姓を「別姓」
として併記すること

を特例として認めて
いま

す。民間でも普及し
てきています。

へい き

夫婦は必ず同じ姓を
名乗るべきだが，結

婚によって姓を改め
た

人が結婚前の姓を通
称としてどこでも使

えるように法律を改
め

ることについては，
かまわない。

＊

つうしょう

　家族が毎日の生活を
営んでいくためには，

掃
そう

除
じ

，洗
せん

濯
たく

，炊
すい

事
じ

や育児，買い物などい
ろいろな仕事，すなわ

ち「家事」が必要

となります。家電製品
の普

ふ

及
きゅう

が，その負
ふ

担
たん

を軽くしてきました

が，それでも家事は時
間をとられる毎日の仕

事です。

　例えばクリーニング
や外食などを利用すれ

ば支
し

払
はら

いが必要

ですが，家事にはお金
は支払われません。そ

こで家事は「無

償の労働」であるとし
て，お金で評価すれば

どのくらいの額に

なるかという換
かん

算
さん

が試みられました。

　しかし大切なことは
，そもそも家事は，単

なる「労働」なのか，

ということです。家事
は家族生活の喜びや家

族のきずなを生み

出す源
みなもと

でもあります。家事は
，お金にならない仕事

というより，

お金でははかれないほ
ど大事な価

か

値
ち

をもった仕事だといえ
ます。

理解を深めよう

4１年あたりの日本
全体の家事活動など

の評価

3夫婦別姓
せい
の賛否についての世

せ
論
ろん
調査　法

ほう

律
りつ

により，夫婦

は夫または妻のどち
らかの姓をともに名

乗ることになってい

ます。この夫婦同姓
制度も家族の一体感

を保つはたらきをし

ていると考えられて
います。

家事は無償の労働か

【平成25年版「男女
共同参画白書」】
（2013年）

家事
11.1
兆円

男性
20.0%

女性
80.0%

買い物
10.0兆円

育児
11.7兆円

買い物
17.1兆円

家事 77.5兆円

合計
138.5兆円

社会活動 2.0兆円 介護 1.0兆円

育児 3.1兆円

介護
2.4兆円

社会活動
2.5兆円

⬅p.18
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れているようです。
動物が絵画を見て涙を流すことはありません。美
を求めるのは人間だけの行

こう

為
い

です。人間が美的な
価
か

値
ち

を形として外部に表すとき，芸術が生まれます。芸術は私たち
の感性を豊かにはぐくみます。
　日本では，芸術は一部の特

とっ

権
けん

階級だけのものではなく，古くから
庶
しょ

民
みん

も担
にな

い手となっています。例えば万
まん

葉
よう

集
しゅう

には，4500首以上の和
歌が収

おさ

められていますが，天
てん

皇
のう

や貴
き

族
ぞく

だけでなく防
さき

人
もり

など庶民の和
歌も多く，日本の国民性のレベルの高さを示す一例です。
　私たちは，現代の生活の中に芸術を生かすとともに，祖

そ

先
せん

の芸術
遺
い

産
さん

を鑑
かん

賞
しょう

し学ぶことから新しい芸術を創造し，それによりいっそ
う豊かな社会と生活を築きあげていくことが大切です。

日本は自国の文化にその時代の外来文化も受け
入れながら，新しい文化を生み出してきました。

　例えば日本語もそうです。漢字は中国から取り入れましたが，も
ともとの日本語の体系は変えることなく，逆に漢字を表音文字とし
て用いたり，ひらがなやカタカナを生み出しながら，より豊かな表
現力を備えた言語に進化させてきました。
　このように日本の文化は，中国とも欧

おう

米
べい

ともちがう独自の文化を
築いています。

私たちの生活
と芸術

日本文化の
特
とく

徴
ちょう

　私たちの生活に影響を与えている文化について，宗教，科学，芸術のそれぞれの
分野で一つずつ挙げてみましょう。

理解を深めよう

フランス式庭園と日本庭園

万
まん

葉
よう

集
しゅう

　天
てん

皇
のう

から庶
しょ

民
みん

まで，あらゆ
る地位や身分の人々の和歌が収められて
います。上の歌は駿

する

河
が

国（今の静岡県）出
身の防

さき

人
もり

の歌。この和歌には，親と子の
情愛がこめられています。

高校生の神
か ぐ ら

楽甲
こう

子
し

園
えん

（広島県安
あ

芸
き

高
たか

田
た

市）　古来より神楽は，お囃
はや

子
し

と舞い
をその土地の氏

うじ

神
がみ

様に奉
ほう

納
のう

する神事とし
て行われており，現代にも受け継がれて
います。

父ち
ち

母は
は

が

　頭か
し
ら

か
き
撫な

で

　幸さ

く
あ
れ
て

　言い

ひい

し
言け

と

葉ば

ぜ

　忘
れ
か
ね
つ
る

丈は
せ
つ
か
べ
の
い
な

部
稲
麻ま

呂ろ

歌
意
＝
父
母
が
私
の
頭
を
撫
で
な
が
ら
「
無

事
で
あ
っ
て
く
れ
よ
」
と
祈い

の

る
よ
う

に
言
っ
た
言
葉
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。

　庭園にも各国の文化の違いが表れています。パリ郊外に
あるベルサイユ宮殿にみられるようなフランス式庭園は，
左右対称で，植え込みは整って刈り込まれ，木は直線や円
状に規則的に配置されています。自然を支配して，人工的
な美しさを追求しているといえます。
　これに対し日本庭園は，川や池，木，
花，石などで自然に似せた景色をつくり
出しています。自然と対立するのではな
く，人間は自然の一部であるという日本
人の自然観を表しています。
　わが国独自の庭園形式の一つに，京
都・龍

りょう

安
あん

寺
じ

の石庭に代表される枯
かれ

山
さん

水
すい

があります。余分なものを捨て去って，白砂をほうきで掃
いて作った模様や石の組み合わせだけで水や山などを表現
し，水を使う日本庭園とは別の形で自然の美をかもし出し
ています。

8ベルサイユ宮殿の庭園 9龍安寺の石庭
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　伝統文化から，私たちは受け継
つ

がれた深い精神性や人としての礼
儀や生き方などを学ぶことができます。それは，日本人が長い歴史
を通じてつちかい，はぐくみ，伝えてきた日本人の心でもあります。
その心を現在の私たちが受け継ぎ，身につけることが大切なのです。

さまざまな職業の中にも伝統文化に専門に取り組
む，例えば歌舞伎役者や書道家，神社仏

ぶっ

閣
かく

の建築
や補修をする宮大工やすし職人などがいます。
　また，日本には大阪にある寺社建築の会社の金

こん

剛
ごう

組（578年創業）を
はじめ，千年以上続いている老

し に せ

舗が七社，二百年以上の老舗が三千
社以上あり，百年以上の老舗は十万社以上と推定されています。
　そうした人々や老舗は，先祖代々からの技術をしっかりと受け継
ぐとともに，今を生きる日本人として，いかに創意工夫を加えられ
るかを大切にし，技能の継承や後継者育成などに尽力しています。
　現在，新しい文化を創造し世界に発信し，活躍している日本人は
いろいろな分野にたくさんいます。そのすそ野は広く，アニメから
科学技術までさまざまな分野におよんでいます。日本の伝統と文化
を土台として，そこからはぐくまれた成果が，世界の国々で高く評
価されています。
　私たちは，日本の伝統文化の守り手であるとともに，創り手でも
あるのです。

これからの
伝統文化

法
ほう

隆
りゅう

寺
じ

の五重塔（上）の耐震構造が応
用された東京スカイツリー（下）　現代
の最新技術を駆

く

使
し

して建てられたスカイ
ツリーには，高い耐震性をもたせるため
に五重塔の中央部に「心

しん

柱
ばしら

」を立てる伝
統的工法が応用されています。

　2013（平成25）年に富士山が世界文化遺産に登録されました。「富士山―信仰の対
象と芸術の源泉」という登録名が示すように，富士山は民衆の精神的なよりどころ
として信仰の対象となってきました。一方で『万

まん

葉
よう

集
しゅう

』や『古今和歌集』，太
だ

宰
ざい

治
おさむ

の
『富

ふ

嶽
がく

百
ひゃっ

景
けい

』をはじめとする和歌や物語，葛
かつ

飾
しか

北
ほく

斎
さい

や歌
うた

川
がわ

広
ひろ

重
しげ

らの浮
うき

世
よ

絵
え

や絵画な
ど，さまざまな芸術の題材として描かれてきました。
　山を神聖化し崇

すう

拝
はい

の対象とする山岳信仰は古来，日本各地に広く見られます。
中でも富士山は，火を噴

ふ

く恐ろしい山として人々から畏
い

敬
けい

の念を集めてきたのです。
その噴火を鎮

しず

めるために平安時代初期，浅
せん

間
げん

神社が建てられました。その後，鎌
かま

倉
くら

時代から山岳修行者による登山（登
とう

拝
はい

）が行われ，江戸時代には富士山を信仰し，
信仰登山を行う「富

ふ

士
じ

講
こう

」が盛んになりました。
　富士山のふもとにある静岡県富

ふ

士
じの

宮
みや

市では，小中学校で富士山学習に取り組み，
郷土に誇りをもち，郷土を愛する子どもを育てる教育を行っています。

理解を深めよう

富
ふ

士
じ

山
さん

　信
しん

仰
こう

の対象と芸術の源泉

　p.28,29「日本の伝統文化」の中で関心をもったものを一つあげて，その内容を説
明しましょう。

8三
み

保
ほ

の松
まつ

原
ばら

と富士山（静岡県静岡市）

9村山浅間神社の開山祭で神主からお
はらいを受ける中学生（静岡県富士宮市）

リニューアルした教科書の改訂点一覧6つの特色を
支える工夫❶

6つの特色を
支える工夫❷

歴史と公民の連動

学びやすさへの配慮

私たちの生活と政治
―日本国憲法の基本原則―

第2章

♳島
しま

守
もり

之
の

塔
とう

（沖
おき

縄
なわ

県糸
いと

満
まん

市）　第二次世界大戦末期に沖縄県
知事を務めた兵庫県神

こう

戸
べ

市出身の島田叡
あきら

と沖縄県職員453人
が祀

まつ

られています。

2平和の礎
いしじ

（沖縄県糸満市）　国籍や軍人，民間人の区別なく，第二
次世界大戦末期の沖縄戦などで亡くなったすべての人々の氏名が刻

きざ

ま
れています。

3車いすがそのまま乗せられるワゴン車　埼玉県久
く

喜
き

市では，公共
交通が不便な場所で生活する高齢者や障害者のための，生活交通網を
整備しています。

戦争を起こさないために，まわ
りの国々とどのような関係を築
いていけばいいのだろうか。

みんなが生活し
やすい社会にす
るために，どの
ような工夫がで
きるだろうか。

歴  p.242

歴  p.269

歴  p.49

p.43 p.25 p.27

歴  口絵❷
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前文
協和　心を合わせ仲良

くすること。

恵沢　めぐみ。

惨禍　いたましい災難
。

主権　国家の意思や
政治のあり方を最終

的に

決定する権限。

厳粛　おごそかで，心
が引き締まるさま。

信託　信頼して，政治
などを任せること。

福利　幸福と利益。

享受　あるものを受け
，自分のものとするこ

と。

普遍　すべてのものに
あてはまること。

詔勅　天皇の発する公
式文書の総称。

恒久　長く変わらない
こと。

崇高　気高くて，尊い
こと。

専制　支配的立場に
ある者が独断でほし

いま

まに事を行うこと。

隷従　仕え従うこと。

偏狭　度量が狭いこ
とや考えがかたよっ

てい

て狭いこと。

欠乏　不足しているこ
と。

第１条
象徴　直接的に知覚

できない概念などを
，そ

れを連想させる具体
的事物によって間接

的に

表現すること。

第２条
皇位の継承　天皇の地

位を引きつぐこと。

世襲　地位・財産・
職業などを子孫が代

々受

け継ぐこと。

皇室典範　皇位継承
など皇室に関する事

項を

規定した法律。

第３条
国事　国の政治に関す

る事柄。

第４条
権能　ある事柄につ

いて権利を主張し，
行使

できる能力と資格。

委任　ある物事の処理
を他の人にまかせるこ

と。

第５条
摂政　天皇が未成年

であったり，病気・
事故

により国事行為を行
えない場合，天皇の

名で

国事行為を行う者。

準用　ある事項に関
する規定を，それと

類似

する事項について，
必要な変更を加えて

あて

前文
　日本国民は，正当に

選挙された国会におけ
る代表者を通じて行動

し，われらとわ

れらの子孫のために，
諸
しょ
国民との協

きょう

和
わ
による成果と，わが国

全土にわたって自由の

もたらす恵
けい
沢
たく
を確保し，政府の行為

によって再び戦争の惨
さん
禍
か
が起ることのないやう

にすることを決意し，
ここに主

しゅ
権
けん
が国民に存することを

宣
せん
言
げん
し，この憲

けん
法
ぽう
を確定する。

そもそも国政は，国民
の厳
げん
粛
しゅく

な信
しん
託
たく
によるものであって，

その権
けん
威
い
は国民に由

ゆ
来
らい
し，

その権力は国民の代表
者がこれを行

こう
使
し
し，その福利は国民が

これを享
きょう

受
じゅ
する。これ

は人類普
ふ
遍
へん
の原理であり，この

憲法は，かかる原理
に基

もとづ

くものである。われ
らは，

これに反する一
いっ
切
さい
の憲法，法令及

およ
び詔

しょう

勅
ちょく

を排
はい
除
じょ
する。

　日本国民は，恒
こう
久
きゅう

の平和を念願し，人間
相
そう
互
ご
の関係を支配する崇

すう
高
こう
な理想を深く

自覚するのであって，
平和を愛する諸国民の

公正と信義に信
しん
頼
らい
して，われらの安全

と生存を保持しようと
決意した。われらは，

平和を維
い
持
じ
し，専

せん
制
せい
と隷
れい
従
じゅう

，圧
あっ
迫
ぱく
と偏
へん

狭
きょう

を地上から永遠に除去
しようと努めてゐる国

際社会において，名
めい
誉
よ
ある地位を占

し

めたいと思ふ。われら
は，全世界の国民が，

ひとしく恐
きょう

怖
ふ
と欠
けつ
乏
ぼう
から免

まぬ
かれ，平和

のうちに生存する権利
を有することを確

かく
認
にん
する。

　われらは，いづれの
国家も，自国のことの

みに専
せん
念
ねん
して他国を無

む
視
し
してはならな

いのであって，政治
道徳の法則は，普遍

的なものであり，こ
の法則に従ふことは

，

自国の主権を維持し，
他国と対等関係に立た

うとする各国の責務で
あると信ずる。

　日本国民は，国家の
名誉にかけ，全力をあ

げてこの崇高な理想と
目的を達成する

ことを誓
ちか
ふ。

第１条〔天
てん
皇
のう
の地位・国民主

しゅ
権
けん
〕天
てん
皇
のう
は，日本国の象

しょう

徴
ちょう

であり日本国民統合の
象徴

であって，この地位は
，主権の存する日本国

民の総意に基く。

第２条〔皇
こう
位
い
の継
けい
承
しょう

〕皇
こう
位
い
は，世

せ
襲
しゅう

のものであって，国会
の議決した皇室典

てん
範
ぱん
の定

めるところにより，こ
れを継

けい
承
しょう

する。

第３条〔天皇の国
こく
事
じ
行
こう
為
い
に対する内

ない
閣
かく
の助言と承

しょう

認
にん
〕天皇の国

こく
事
じ
に関するすべての

行
こう
為
い
には，内

ない
閣
かく
の助言と承

しょう

認
にん
を必要とし，内閣が，

その責任を負
お
ふ。

第４条〔天皇の権
けん
能
のう
の限界，天皇の国事行

為の委任〕①天皇は，
この憲法の定める

国事に関する行為のみ
を行ひ，国政に関する

権
けん
能
のう
を有しない。

②天皇は，法律の定め
るところにより，その

国事に関する行為を委
任することがで

きる。

第５条〔摂
せっ
政
しょう

〕皇室典範の定めると
ころにより摂

せっ
政
しょう

を置くときは，摂政は
，天皇の

名でその国事に関する
行為を行ふ。この場合

には，前条第１項
こう
の規定を準

じゅん

用
よう
する。

第６条〔天皇の任命権
〕①天皇は，国会の指

名に基いて，内閣総理
大臣を任命する。

②天皇は，内閣の指名
に基いて，最高裁

さい
判
ばん
所
しょ
の長たる裁判官を任命

する。

第７条〔天皇の国事行
為〕天皇は，内閣の助

言と承認により，国民
のために，左の

国事に関する行為を行
ふ。

日本国憲法
1946（昭和21）年11月３日公布，1947（昭和22）年５月３日施行

第１章　天皇

第１章

第５章　私たちと国
際社会の課題
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184

第一次世界大戦の戦
せん

禍
か
への反省から，1920年に国

際連
れん

盟
めい

が生まれましたが，
第二次世界大戦が起

こ

るのを防ぐことはで
きませんでした。そ

こで，1945年，第二次世界

大戦中の連合国が集
まり，国際連合憲章

が採択され国際平和
の維

い
持
じ

と国際協調を目的と
して，国際連合（The United Nations）が創設さ

れました（最初の加
か
盟
めい

国は51か国）。

国際連合には，193の国が加盟してい
ます（2013年

現在）。本部はアメリ
カのニューヨークに

ありま

す。おもな機関とし
ては総会，安

あん

全
ぜん

保
ほ
障
しょう

理
り
事
じ
会
かい

，経
けい

済
ざい

社会理事会な

どがあり，さらに世
界保健機関（ＷＨＯ），国連教育科学文

化機関

（Ｕ
ユ ネ ス コ

ＮＥＳＣＯ）などの専
せん

門
もん

機関などからなってい
ます。

　総会はすべての加
盟国で構成され，年

１回定期的に開かれ
ます。

加盟国には国の大小
や政治体制，国連へ

の拠
きょ

出
しゅつ

金などにかかわら

ず，一国一票の権
けん

利
り
があたえられ，さま

ざまな国際問題につ
いて討

とう

議
ぎ
し，決議をすること

ができます。

安全保障理事会は，
国際社会の平和と安

全の維持

を目的とする最も重
要な機関です。加盟

国は安全

保障理事会の決議に
従
したが

う義務があり，平和
を脅

おびや

かすような事態が起

こったときは，安全
保障理事会の決定に

基
もと

づいて，経済封
ふう

鎖
さ
，軍事

的措
そ
置
ち
などの制

せい

裁
さい

が加えられます。

4 国際連合のはたらき

　国際連合で日本が果たしている役

割について考えましょう。

国際連合の
創設

国際連合の
しくみ

安
あん

全
ぜん

保
ほ

障
しょう

理
り

事
じ

会
かい

の役
やく

割
わり

1南スーダンで給水
活動を行う国連南ス

ーダン派

遣団の自衛隊（2013年）

♴感染症対策（ポリオ

の予防接種）を受ける
子

ども（アフガニスタ
ン，

2013年）

♵国連総会の議

場（アメリカ・ニ

ューヨーク）

国際連合は
どんな活動
をしている
のかな。

アメリカ
22.0％

約28億
ドル

日本
10.8

ドイツ
7.1

5.1

中
国

その他
28.5

フ
ランス

5.6
5.2

イ
ギ
リ
ス

【「世界国勢図会 2013/14」】

（2013年）

イタリア 4.4

ブ
ラ
ジ
ル 

2.9

ス
ペ
イ
ン 

3.0

カ
ナ
ダ 

3.0

ロ
シ
ア 

2.4

♶安全保障理事会

♷国連通常予算の国
別分

ぶん
担
たん
率　国連の

通常予算は，加
か
盟
めい
国の拠

きょ
出
しゅつ

金によってま

かなわれています。
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67考えよう
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も身近で基本的なコ
ミュニティーです。

　家族が単に個人の
集まりでしかないと

考えられた

り，個人が家族より
優
ゆう
先
せん
されるべきだとみな

される

ようになると，家族
の一体感は失われて

いくおそれ

があります。個人の
多様な生き方を尊重

する現代の

社会は，そのような
ことになりがちです

。現在の日

本では，家族の形や
役割には変化がみら

れますが，

家族を維
い
持
じ
していくことの重要

性は，現代の日本人

にも強く意識されて
います。

家族の協力

　家族生活には，生
せい
計
けい
費
ひ
の獲

かく
得
とく
や育児・家事が不

ふ
可
か

欠
けつ
です。家族はこれら

を協力して行わなけ
ればなり

ません。いわゆる性別
役割分業は，「男は仕

事に出て，

女は家庭を守る」と
いう役割分担のしか

たをさしま

す。女性の社会進出
が進むにつれ，その

ような役割

分担は批
ひ
判
はん
されるようになりま

した。

　しかし，育児・家
事に専

せん
念
ねん
する専業主婦という

形

も，家族の協力のひ
とつのあり方です。

一方で職業

をもつ女性には，家
族が協力して家事の

負
ふ
担
たん
がかか

りすぎないようにす
ることも大切でしょ

う。どんな

場合でも，家族の間
の相

そう
互
ご
の理解と協力が大切

であ

ることに変わりはあ
りません。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ないかく

【内閣府世論調査】
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29.9%

36.4% 24.0 35.5

35.5
39.7% 21.6

33.7% 26.0 35.5

23.0 42.1

5.0

4.1

3.2

4.8

2001年調査
（3,468人）

2012年調査
（3,041人）

男　性
（1,366人）

女　性
（1,675人）

結婚する以上，夫婦
は必ず同じ姓を名乗

るべきである。

夫婦が結婚前の姓を
名乗ることを希望し

ている場合には，夫
婦

それぞれ結婚する前
の姓を名乗ることが

できるように法律を
改

めてもかまわない。

わからない。

＊国家公務員の通称
使用は2001年から認

められ，外務省もパ
スポー

トに旧姓を「別姓」
として併記すること

を特例として認めて
いま

す。民間でも普及し
てきています。

へい き

夫婦は必ず同じ姓を
名乗るべきだが，結

婚によって姓を改め
た

人が結婚前の姓を通
称としてどこでも使

えるように法律を改
め

ることについては，
かまわない。

＊

つうしょう

　家族が毎日の生活を
営んでいくためには，

掃
そう

除
じ

，洗
せん

濯
たく

，炊
すい

事
じ

や育児，買い物などい
ろいろな仕事，すなわ

ち「家事」が必要

となります。家電製品
の普

ふ

及
きゅう

が，その負
ふ

担
たん

を軽くしてきました

が，それでも家事は時
間をとられる毎日の仕

事です。

　例えばクリーニング
や外食などを利用すれ

ば支
し

払
はら

いが必要

ですが，家事にはお金
は支払われません。そ

こで家事は「無

償の労働」であるとし
て，お金で評価すれば

どのくらいの額に

なるかという換
かん

算
さん

が試みられました。

　しかし大切なことは
，そもそも家事は，単

なる「労働」なのか，

ということです。家事
は家族生活の喜びや家

族のきずなを生み

出す源
みなもと

でもあります。家事は
，お金にならない仕事

というより，

お金でははかれないほ
ど大事な価

か

値
ち

をもった仕事だといえ
ます。

理解を深めよう

4１年あたりの日本
全体の家事活動など

の評価

3夫婦別姓
せい
の賛否についての世

せ
論
ろん
調査　法

ほう

律
りつ

により，夫婦

は夫または妻のどち
らかの姓をともに名

乗ることになってい

ます。この夫婦同姓
制度も家族の一体感

を保つはたらきをし

ていると考えられて
います。

家事は無償の労働か

【平成25年版「男女
共同参画白書」】
（2013年）

家事
11.1
兆円

男性
20.0%

女性
80.0%

買い物
10.0兆円

育児
11.7兆円

買い物
17.1兆円

家事 77.5兆円

合計
138.5兆円

社会活動 2.0兆円 介護 1.0兆円

育児 3.1兆円

介護
2.4兆円

社会活動
2.5兆円

⬅p.18

p.218

p.184

p.67

　新しい時代に必要となる資質･能力を育成するために，｢何を教えるか｣という知識の質や量を見直す
とともに，「どのように学ぶか」という学びの質や深まりを重視するために，課題の発見と解決に向け
て主体的･協働的に学ぶ学習（いわゆる「アクティブ・ラーニング」）を促す教材を充実させました。知
識･技能を定着させるとともに，生徒の学習意欲を高めます。

改訂の
ポイント

1 人生モノサシ―15歳からの自分の過去・現在・未来（p.4-5）　自分のこれからの人生を「鳥の目」で俯瞰することで，自分の人生と
公民教科書で学習する内容との関わりについて知り，学習への興味・関心を育みます。

2 学習の入り口　（p.10-11，44-45，84-85，122-123，172-173）　各章の導入に，その章の学習内容の趣旨を大きくとらえさせる［入
り口］を設けました。各章の学習内容への興味・関心を促すとともに，広い視野から社会をとらえる力を養い，学習への意欲を高めます。

3 「つかむ⇒調べる⇒まとめる」の紙面構成　見開き１単位時間の紙面で，問題解決型学習の流れを明確にしました。また，［学習のま
とめ］（右ページ下の鉛筆マーク）で，言語活動に取り組めます。

4 身近な祭りを調べてみよう（p.34-37）　地域の祭りについて調べる活動を通して，郷土への興味・関心を深めることができます。
5 「ともに生きる」ためにできること（p.70-71）　人権と多文化共生に関する記述を充実させました。
6 新聞活用教育（ＮＩＥ）（p.94-95ほか）　新聞記事を多数掲載し，新聞を活用した授業を促します。
7 裁判員になって判決を考えよう（p.110-111）　裁判員となって模擬裁判に取り組む活動を通して，裁判員制度について学習できます。
8 観光資源を探そう（p.118-119）　地域社会の取り組みを調べ，パンフレットを作成する作業学習を通して，観光立国の視点を養います。
9 領土を取り戻す，守るということ（p.178-179）　我が国の領土をめぐる問題について，地理・歴史の学習も踏まえ，詳しく紹介しました。
⓾ 東日本大震災―国民の絆，世界の絆（p.194-195）　東日本大震災を通して，東北の復興や地域の防災・減災について考えます。
⓫ ワイド判の紙面　判型をAB判にし，見開きで約６cm広がり，図版や写真などを大きく掲載できます。

　１，２年生で学んできた地理や歴史の知識を
生かして，公民を学べるように配慮しました。

地理・歴史の知識を活かせる教材

教科書には，環境への負荷の少ない再生紙と植物油インキを使用しました。環境への配慮

　公民の学習に欠かせない主
な法令を巻末に掲載していま
す。日本国憲法には，難しい
用語の解説を付け，理解を深
められるよう配慮しています。

学習を助ける巻末資料

　図版資料には，見開きごとに通し番
号を付け，先生が示しやすく，生徒も
確認しやすいように配慮しました。

授業を円滑に進める図版番号

　図版は色覚特性を踏まえて，判別し
やすい色の使用や表示の工夫により，
生徒が見やすいように配慮しました。
　また，ふりがなにはゴシック体を用
いて，小さな文字が読み取りにくい生
徒も読みやすいように配慮しました。

誰もが使いやすい紙面
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中　　国
�岡山県瀬戸内市 （邑久長島大橋 公p.71）
�広島県福山市 （幻の町・草戸千軒 歴p.91）
�広島県尾道市 （椋浦の法楽踊り 公p.117）
�広島県呉市 （「里海」により海の力を回復した例 公巻末）
�広島県広島市 （原爆ドーム 歴p.241・巻末）
�鳥取県 （神話「因幡の白うさぎ」歴p.50）
�島根県出雲市 （出雲大社歴p.51・巻末，神在祭 公p.37）
�島根県大田市 （世界文化遺産・石見銀山 歴p.87）
�山口県防府市 （防府天満宮 歴p.57）
�山口県萩市  （松下村塾 歴p.163・巻末）
�山口県下関市 （下関講和会議 歴p.189）

北海道・東北
①北海道千歳市 （ジュニア・エイトサミットで討議する
 世界の中高生 公p.204）
②北海道登別市 （知里幸恵 公p.71）
③北海道函館市 （五稜郭 歴p.166・巻末）
④青森県青森市 （三内丸山遺跡 歴p.21・巻末，ねぶた祭 公p.37）
⑤岩手県釡石市 （「釡石の奇跡」公p.195）
⑥岩手県平泉町 （中尊寺 歴p.73・巻末）
⑦秋田県男鹿市 （地域おこし「なまはげ」公p.118）
⑧宮城県気仙沼市 （石碑「津波の教え」公p.19）
⑨山形県山形市 （花笠祭 公p.37）
⑩福島県南相馬市 （相馬野馬追 公p.37）
⑪福島県会津若松市 （日新館の教え 歴p.130，日新館 歴p.131）

関　　東
⑫栃木県日光市 （日光の社寺 歴巻末）
⑬茨城県水戸市 （弘道館 歴p.131，公p.117）
⑭群馬県富岡市 （富岡製糸場 歴p.178・巻末）
⑮埼玉県深谷市 （渋沢栄一 歴p.197，公p.140）
⑯千葉県銚子市 （製造業「サンマの加工」公p.127）
⑰東京都大田区 （優れた技術を持つ中小企業 公巻末）
⑱東京都武蔵村山市 （高齢者と保育園児の交流 公p.16）
⑲神奈川県川崎市 （拉致問題の早期解決を求める署名活動 公p.92）
⑳神奈川県横浜市 （日本初の近代水道 歴p.201，待機児童ゼロ 公p.16，
 東日本大震災の義援金を募る中華街の人々 公p.32，
 多文化共生の例 公p.70）
㉑神奈川県 （神奈川県営初のメガソーラー 公口絵）
㉒神奈川県鎌倉市 （源頼朝はなぜ鎌倉を選んだか 歴p.73）
㉓神奈川県小田原市 （二宮尊徳 歴p.139）

中　　部
㉔山梨県甲斐市 （信玄堤 歴p.90）
㉕山梨県・静岡県 （「世界文化遺産・富士山と日本人」歴p.147・巻末）
㉖静岡県富士宮市 （神社の祭で神主からおはらいを受ける
 中学生 公p.27）
㉗静岡県静岡市 （「三保の松原と富士山」公p.27・巻末）
㉘静岡県牧之原市 （中條景昭と「牧之原お茶物語」歴p.175）
㉙静岡県浜松市 （虹の架け橋教室 公p.73，
 市議会議場で市のPRについて話し合う
 中学生 公p.116，
 浜名湖サイクリングロードと家康くん 公p.118）
㉚新潟県長岡市 （新潟県立歴史博物館で縄文時代探検！ 歴p.22～25）
㉛長野県松本市 （松本城 歴p.115・巻末）
㉜富山県富山市 （おわら風の盆 公p.37）
㉝富山県・岐阜県 （白川郷と五箇山の合掌造り集落 歴巻末）
㉞岐阜県八百津町 （杉原千畝 歴p.233）
㉟石川県金沢市 （八田與一 歴p.193，主計町の茶屋街 公p.116）
㊱石川県加賀市 （地域の生徒による里山の保全活動 公p.199）
㊲福井県越前市 （里地里山で人と生きものの共生をめざす 公巻末）
㊳福井県 （水月湖の年縞 歴p.39，橋本左内 歴p.162）
㊴愛知県田原市 （障害者にミサンガの作り方を教える生徒 公p.68）

関　　西
㊵三重県伊勢市 （日本神話と伊勢神宮 歴p.51・巻末，
 公巻末）
㊶滋賀県大津市 （延暦寺 歴巻末）
㊷京都府舞鶴市 （縄文時代の丸木舟 歴p.13）
㊸京都府京都市 （平安京の復元模型 歴p.54，外国人に
 「だし」を教える料理人 公p.12，
 食育に取り組む料理人 公p.33）
㊹大阪府大阪市 （大阪城 歴p.109，適塾 歴p.145，
 地方議会のようす 公p.114，
 屋内でＬＥＤの光により栽培される
 野菜 公p.136）
㊺大阪府堺市 （大仙古墳 歴p.30，
 「堺打刃物の製造風景」公p.117）
㊻大阪府東大阪市 （律令時代の土地区画 歴p.47，
 まいど１号 公p.145）
㊼奈良県奈良市 （東大寺と大仏開眼供養 歴p.52）
㊽奈良県斑鳩町 （法隆寺 歴p.44・巻末，公p.27・巻末）
㊾和歌山県串本町 （エルトゥールル号遭難事件 歴p.277）
㊿兵庫県西宮市 （甲子園球場 公p.124）
�兵庫県神戸市 （島田叡 歴p.242，公p.43）

九　　州
�福岡県北九州市 （八幡製鉄所 歴p.194）
�福岡県福岡市 （元寇の石塁 歴p.79・巻末，博多どんたく 公p.37）
�佐賀県唐津市 （ヘリコプターで患者の搬送訓練 公p.19，
 唐津くんち 公p.37）
�佐賀県 （吉野ヶ里遺跡 歴p.29・巻末）
�長崎県対馬市 （日本一高い神社密度 公p.24）
�長崎県平戸市 （平戸オランダ商館 歴p.119）
�長崎県長崎市 （浦上天主堂 歴p.37）
�大分県日田市 （咸宜園 歴p.130）
�宮崎県高千穂町 （高千穂の夜神楽 公p.37）
�熊本県山鹿市 （保全されている歴史的まちなみ 公p.117）
�熊本県熊本市 （西南戦争 歴p.175）
�鹿児島県鹿児島市 （西郷と大久保がめざしたもの 歴p.177，
 老人ホームの1階に開所した保育所 公口絵）

四　　国
�香川県高松市 （障害者の手作り品の展示即売 公p.54）
�徳島県徳島市 （阿波踊り 公p.37）
�愛媛県上島町 （海を渡る「友愛の水」公p.113）
�愛媛県今治市 （石碑「津波の教え」を無償加工 公p.19）
�愛媛県松山市 （松山収容所とロシア人捕虜 歴p.191，
 正岡子規と夏目漱石 歴p.199，
 坂の上の雲ミュージアム 公p.118）
�高知県高知市 （坂本龍馬 歴p.164）

沖　　縄
�沖縄県 （多面的な沖縄戦の視点 歴p.242，
 沖縄と基地 公p.59）
�沖縄県糸満市 （島守之塔，平和の礎 公p.43）
�沖縄県宮古島市 （さとうきびの搾りカスなどから作られた
 バイオ燃料 公p.200）
�沖縄県石垣市 （明治時代に撮られた尖閣諸島の
 カツオ節工場 公p.179）
　　　　八重山諸島 （戦争マラリア 歴p.239）

当社教科書の豊富な地域事例 ※この他にも多くの地域事例を掲載しておりますが，紙面の都合上，
一部のみの紹介となっております。

歴=当社の歴史教科書  公=当社の公民教科書  p.=該当ページマークの説明

2016事例地マップAB.indd   1 2015/04/10   18:01
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平成28年度
検討の観点からみた内容の特色

検討の観点 本書の特色

内
容
の
選
択
・
程
度

教育基本法が定める教育の目
標や学習指導要領の社会科の
目標を達成するために，適切
な内容が取り上げられている
か。

◆教育基本法が定める教育の目標を達成するため，生徒が，幅広い知識と教養を身に付け，豊かな情操
と道徳心を培い，伝統と文化を尊重し，我が国と郷土を愛するとともに，他国を尊重し，国際社会の
平和と発展に寄与する態度を養うことを主眼として教科書づくりを行った。

◆国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養うために，歴史的分野で学習した過去から現
在，そして未来へと続く「時間軸」と，家族・地域・国家・国際社会と広がる「空間軸」の交点にいる「私」
を明示し，生徒が自らの立ち位置を自覚できるように配慮されている。➡p.２～３

◆公民としての基礎的教養を培うために厳選された教材・資料を通して，世の中の変化や現代の課題を
多面的・多角的に考察することができるよう工夫されている。

◆現代社会の課題に対して，生徒自らが主体的に取り組んでいく能力・態度を養うという観点から，学
習方法，調査方法，問題解決のための手がかりなどが示されている。

生徒の発達段階に応じて内容
の程度や範囲は配慮されてい
るか。

◆学習指導要領に沿って，生徒が無理なく，興味をもって学習できる内容になっている。また，図表類，
写真には適宜，理解を深めるための解説を示す等，有効な資料活用のための工夫がなされている。

◆教科書の本文内容を十分理解した生徒が，より広く，より深く学ぶことができるように，「理解を深め
よう」「考えよう」などのコラムを設け，対応している。

生徒が理解しやすく，興味や
関心を促す内容が選択されて
いるか。

◆自分の人生と公民教科書で学習する内容との関わりについて知ることにより，生徒が自分の将来設計
との関わりの中で学習できるように工夫した。➡p.４～５

◆各章の導入に，その章の学習内容の趣旨をとらえさせる言語活動の見開きを設け，学習内容への興味・
関心を促すように工夫した。➡p.10～11，44～45，84～85，122～123，172～173

◆生徒の生活経験と結びつきの強い身近な事例が取り上げられ，興味・関心が高まるように工夫されて
いる。特に導入部分では問題提起をして，生徒が資料などをもとに，興味・関心を高めながら課題に
取り組んだり，学習を進めたりできるよう配慮されている。

構
成
・
分
量
・
配
列

単元（教材）は学習しやすいよ
うに適切に構成されているか。

◆単元（教材）構成は，学習指導要領の内容・区分に準拠して，学習しやすく配列されている。また，生
徒の発達段階，年間配当時間等にも配慮し，さらに歴史学習，および道徳教育との関連等も図られて
いる。

教材の分量が適切に設定され
ているか。

◆基礎的・基本的事項の確実な理解のため，項目数を厳選した。また，１授業時間を見開き２ページ構
成とし，授業を進めやすくしている。配当時数は合計88時間とし，柔軟に指導計画を作成できるよう
にした。

◆各学校や地域の状況に応じて，「理解を深めよう」「考えよう」「やってみよう」等の学習により，柔軟な
時数の運用が可能となっている。

表
記
・
表
現

正確で，バランスの取れた記
述内容か。

◆記述内容は正確を期している。生徒が多面的・多角的に考察できるようにバランスの取れた資料の選
定，本文の記述を心がけた。また，平和で民主的な国家・社会の将来の担い手として必要な思考力・
判断力を養うことに主眼をおいている。

生徒にとってわかりやすい記
述であるか。

◆生徒にとってのわかりやすさに重点をおき，文字は読みやすい大きさとし，教育外漢字や固有名詞な
ど，適宜ふりがなを振り，丁寧な記述を心がけた。難解な法律用語等には補足をつける等の配慮をし
ている。また，概念的な内容を学習する単元では，生徒の理解を助けるために，適宜イラスト等を用
いて表現した。

資料は正確，かつ効果的か。

◆図版，イラスト，写真等の資料類には正確を期し，本文の記述と関連づけて的確に掲示した。特に，
口絵や折り込みページは，生徒が視覚的にも大いに興味をもって取り組めるよう工夫されている。ま
た，巻末の「学習資料」には，憲法・法律・条約を掲載している。

　➡口絵，p.20 ～ 21，28 ～ 29，217 ～ 245ほか

色覚に関して，生徒が識別し
やすいよう配慮があるか。

◆色覚に関しては個人差があることに留意して，図版・イラスト等の色彩や形，紙面のデザインにも十
分配慮した。

検討の観点 本書の特色

学
習
活
動

生徒が主体的に学習活動を行
えるように配慮されているか。

◆アクティブ・ラーニングの視点を取り入れ，生徒が課題の発見と解決に向けて主体的，意欲的に学べ
る学習課題を配置している。

◆同年代の生徒と，教師のキャラクターを登場させ，生徒たちが親しみをもちながら主体的に学習でき
るよう工夫されている。

現代社会をとらえる見方や考
え方の基礎を養う工夫がなさ
れているか。

◆現代社会をとらえる見方や考え方の基礎として，「対立と合意」「効率と公正」について紹介し，家族・
地域・国家・国際社会の場において具体的にどのように活用できるか提示している。

　➡p.38～39ほか

作業的・体験的な学習が有効
に取り入れられているか。

◆各章の最後の「学習のまとめ」には，作業的学習や意見交換・話し合いのための問題提起がある。また，
「やってみよう」では，生徒自らが聞き取り調査をしたり，企業訪問をするなどして，体験的学習を行
えるよう配慮されている。

　➡p.22～23，34～37，42，94～95，107，110～111，118～119，120，141，151，157，170，208

◆持続可能な社会を形成するという観点から，私たちがよりよい社会を築いていくために解決すべき課
題を探究させ，自分の考えをまとめさせるように工夫されている。➡p.209～215

社
会
的
課
題

伝統と文化を尊重し，それら
をはぐくんできた我が国と郷
土を愛する態度を養うために，
どのような配慮がなされてい
るか。

◆我が国の文化の特長，宗教，生活様式などを豊富な写真資料や図表，コラムで紹介し，生徒が理解を
深められるように配慮した。➡p. 24～29，32～37ほか

◆国家の主権について考え，我が国の国旗（日の丸）と国歌（君が代）を尊重する態度と，同時に他国の国
旗・国歌を尊重する国際感覚も養うように配慮されている。➡p.176～183ほか

◆生徒たちの郷土の伝統文化や産業への関心が高まる題材を豊富に取り入れ，地域への愛着を深め，地
域活動へ参加する意欲を高めるよう工夫されている。➡p. 24～29，32～37，116～119ほか

環境問題に関する教育につい
て，どのような配慮がなされ
ているか。

◆地球環境の重要性を認識すると同時に，自らが進んで行動することの大切さも理解するため，例とし
て，生徒による里地里山の保全活動など，身近な事例が紹介されている。➡p.138，196～203ほか

国際理解や平和教育・グロー
バル化への理解に関して，ど
のような配慮がなされている
か。

◆グローバル化が進む現代社会の特徴や，国際社会においてルールを守ることの大切さ，国際協力の必
要性が，わかりやすく説かれている。➡p.32～33， 168～169，188～191ほか

◆国際社会が抱える諸問題に関する教材や，平和教育に関する教材を取り上げ，生徒が平和な国際社会
の実現や国際社会の発展に寄与していくための基礎を養えるようにしている。

　➡p.56 ～ 59，184 ～ 193ほか
◆我が国の領土問題や北朝鮮による日本人拉致問題については，日本政府の見解を紹介し，明確に記述
している。➡口絵❶～❷，p.176～179，182～183

人権教育・福祉教育，少子高
齢社会の理解に対して，どの
ような配慮がなされている
か。

◆人権尊重への理解を深める国内外の事例を豊富に用意し，生徒が人権の大切さを理解し，基本的人権
を尊重する知識と態度を養えるようにしている。➡p.52～55，62～81，182～183ほか

◆少子高齢社会にあって，家族の役割と価値を考え，福祉・社会保障の重要性と課題をみつめ，「ともに
生きる社会」について考えるための教材を豊富に用意した。

　➡p.16～19，22～23，66～67，72～73，162～165ほか

男女共同参画社会に対して，
どのような配慮がなされてい
るか。

◆男女の本質的平等に基づき，男女が互いを尊重し，助け合うことの重要性が理解できるように，具体
的な資料や事例を紹介しながら説明されている。➡p.64～67，138～139，142～143ほか

情報社会に関して，どのよう
な配慮がなされているか。

◆情報社会の長所と短所を記述し，またその中で守っていくべきルールを生徒たちが理解し，情報社会
において有意義な生活ができるよう図られている。➡p.14～15ほか

◆学習に役立つウェブサイトを紹介する等，パソコンを活用した学習への配慮がなされている。
　➡p.119，216ほか

消費者教育に関して，どのよ
うな配慮がなされているか。

◆消費者主権の立場から，消費者の権利と保護についての考えが記述され，生徒たち自身も消費者とし
て正しい知識と注意を払うことが自覚できるよう図られている。➡p.130～131ほか

印
刷
・
製
本

この教科書は生徒にとって見
やすく，耐久性のあるものか。

◆文字は適度な大きさで読みやすく，写真は鮮明なものを掲載し，図表・図解資料は明るくメリハリあ
る色彩デザインにするなど，美しく見やすい紙面構成になるように工夫した。

◆造本は長期の使用に耐えうる丈夫な製本にした。

本自体が環境問題への配慮が
なされたものであるか。

◆紙は質の高い再生紙を使用し，環境への配慮と印刷適性を両立した。
◆印刷には環境に配慮した植物油インキを用いた。
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単元構成と時間配当 生徒の学習を支援する
教師用指導書・準拠教材単　元　構　成 配当時数 学習指導要領との対照

私たちを取り巻く課題／なぜ「公民」を学ぶのか？／人生モノサシ ２

第１章 私たちの生活と現代社会
発見！　現代社会の特色 １ ２⑴ア
第１節　私から見える現代の日本社会 ４ ２⑴ア
第２節　現代社会の文化と私たちの生活 ４ ２⑴ア
第３節　現代社会をとらえる見方や考え方 ２ ２⑴イ

第２章 私たちの生活と政治―日本国憲法の基本原則―

法の入り口 １ ２⑴イ，２⑶ア
第１節　日本国憲法の基本原則 ８ ２⑶ア，２⑷ア
第２節　基本的人権の尊重 ７ ２⑴イ，２⑶ア

第３章 私たちの生活と政治―民主政治と政治参加―

政治の入り口 １ ２⑴イ，２⑶イ
第１節　民主政治のしくみ ４ ２⑴イ，２⑶イ
第２節　国民の代表機関としての国会 ２ ２⑶イ
第３節　行政権をもつ内閣 ２ ２⑶イ
第４節　裁判所と司法権 ３ ２⑶イ
第５節　地方自治と住民 ３ ２⑶イ

第４章 私たちの生活と経済
経済の入り口 １ ２⑴イ，２⑵ア
第１節　消費と経済 ４ ２⑵ア，２⑵イ，

第２節　生産と労働 ５ ２⑵ア
第３節　市場経済と金融 ５ ２⑴ア，２⑵ア，３⑶ア
第４節　私たちの生活と財政 ３ ２⑵イ
第５節　私たちの生活と福祉 ４ ２⑴ア，２⑵イ，２⑷ア

第５章 私たちと国際社会の課題
国際社会の入り口 １ ２⑴イ，２⑷ア
第１節　国家と国際社会 ８ ２⑴ア，２⑷ア，２⑷イ
第２節　持続可能な社会をつくるために ４ ２⑷ア，２⑷イ

社会科のまとめ　テーマを決めてレポートを作成しよう ４ ２⑷イ
※公民の授業時数は100時間です。配当時数の合計は88時間で，別途予備時間として12時間設けています。　
※配当時数には，各章の「学習のまとめ」を指導する時間（各1時間）を含めます。
※予備時間は，必要に応じて各章の「理解を深めよう」「やってみよう」「考えてみよう」の学習にあてる時間です。

①　教科書の紙面と対比しながら，学習活動の流れや，
適切な発問，指導例など，具体的な授業展開が一目で
わかります。

②　生徒が理解しやすい板書例を提示しました。
③　授業を深める研究資料を豊富に掲載しました。
④　付録のCD-ROMに，授業をスムーズに行うための
資料を数多く収録しました。

教師用指導書の紹介

新編　新しいみんなの公民

教師用指導書
①　教科書の本文から抜き出した文章の空欄に用語を補
充することで，基礎・基本を確認できます。

②　さまざまなタイプの基本問題にチャレンジすること
で，学力の向上をはかります。

③　実際の高校入試問題に挑戦。入試対策にも利用でき
ます。

④　記述式の問題で，自分の言葉で表現する力を養います。

準拠教材の紹介

新編　新しいみんなの公民

ワークブック

デジタル教科書
教師用指導書に添付

新編　新しいみんなの公民

※ここに掲載した内容・
仕様および画面は，企
画開発中のものです。
今後，変更となる場合
があります。

◆ペンやマーカー，メモ帳，目かくしなど，　
様々な機能が満載

◆教科書に載ってない写真や動画も視聴可能
◆デジタル学習辞典とのリンクにより，重要　

語句もかんたん学習

特
　
色

＊これらの商品の価格は未定です。

紙の教科書と同
じ見開き状態の
画面を表示。

本文や図版画像
の拡大もボタン
一つで自由自在
にできます。
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