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1  現代社会２単位の授業，そして大学受験のための学

習，双方に過不足のない学習項目で構成しました。

2  第１編は，学習の導入として位置づけました。

……「生命」・「情報」・「環境」の三テーマについて，

身近な話題をやさしく位置づけました。

3  学習の中核となる第２編は，「青年期・倫理」，「法」，「政

治」，「経済」，「国際社会」の五分野すべての項目につ

いて，見開き構成・全70項目で展開しました。

4  第３編は，まとめとして位置づけました。

……「個人と社会」・「社会と社会」・「現在世代と将来

世代」の三項目の学習を，ディベートやプレゼンテー

ション，小論文作成などのスキルも身につけながら，

アクティブに学ぶことができるように構成しました。

5  「使いやすさ」を重視して，各所にさまざまな工夫を

 凝らしました。

現代に生きる第1編

……もしかしたらイヌの現状は，
未来の人間の姿をうつしているのかもしれない。

……先進国だけが恩恵を
受けてきた果実だった
「情報化」が，少しずつ
発展途上国に広がりつつ
ある。

……自然と人間との対話を実現するためには
どうしたらよいのだろうか。
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6 第1編　現代に生きる 7生命　生命について考えよう

原始以来，人間は自然や動植物を自分たちが使いやすいように，

改良することで生活を向上させてきた。特に近現代の科学技術の発

展はめざましく，21世紀に入った現在，人間はまるで神のように

他の生命体までも操
そう

作
さ

するようになりつつある。例えば，従来のよ

うに違う品種の作物の花粉を受粉させるのではなく，直接遺
い

伝
でん

子
し

の

配列を変えることによって，病気になりにくいだけでなく除
じょ

草
そう

剤
ざい

に

も耐性がある品種がつくり出されている。アメリカなどでさかんな

こうした遺伝子組み換
か

えの技術は，気候変動や疫
えき

病
びょう

に左右されない

食料の安定供給の実現に向けて，大いに期待されている。またクロ

ーン技術によって，肉質のよい肉牛と同じ遺伝子をもつものを何頭

も誕生させ，おいしい牛肉をより豊富に供給させようという動きも

ある。一方で，これらの技術でつくり出した食品について，その安

全性や生命倫理の観点から問題視する見方もある。ここでは，私た

ちにとってとても身近な存在であるイヌを例にして，人間とその他

の生命とのかかわりについて考えてみよう。

あなたは紅茶カップに入っているイヌを見たこ

とがあるだろうか。写真のイヌは，生後２～３

か月の月
げつ

齢
れい

では，手のひらに乗るようなサイズで，紅茶カップにも

おさまるようなことから，「ティーカップ－プードル」という通称が

つけられている。このような特徴のイヌは突然変異ではなく，人間

の手によって誕生した。もともとプードルは体高が40cmほどある

犬種で，それを人間が望むようにかわいらしくしたり，飼
し

育
いく

をしや

すくしたり，ペットとして人間の生活する環境にあわせて徐
じょ

々
じょ

に小

型化を進め，ついには紅茶カップに入るまでになった。

「イヌという種はもともと存在しなかった」と

いう説が近年広く受け入れられている。野生の

オオカミから分かれ，それを人間が家畜化していき，つくり出され

たのがイヌだという説である。人間が狩
しゅ

猟
りょう

をするときのサポート役

として改良された犬種は多く，例えばプードルはカモなどの水鳥を

狩るときに，ダックスフンドはアナグマ猟のときに，それぞれ古く

からヨーロッパにおいて活
かつ

躍
やく

していた。それらが愛
あい

玩
がん

用として人間

にとって飼育しやすいように徐々に小型化されて，現在私たちが飼

育するようなイヌの姿となってきている。現在日本の家庭で飼育さ

れているイヌは登録されている数では678万頭（2010年度末現在）だ

が，実際にはそれ以上いると推測されており，1,200万頭とする調

査データもある。近年では特に高齢世帯や単身世帯での飼育数が増

加しており，イヌが愛らしい姿で多くの人々の心を癒
いや

し，幸福をも

たらしていることがよくわかる。

ティーカップ－プードルは話題となっているが，

血統書を発行している社団法人ジャパンケネル

クラブは，ティーカップ－プードルを犬種として認めていない。そ

1

イヌと人間

紅茶カップに
おさまるイヌ

小型化を阻止!?

1 例えば，プードルの独特のカ
ットは，冷たい水のなかでも肺
や心臓を守るために胸の毛，推
進力を増すために足首の毛をそ
れぞれ残し，水の抵抗を減らし
て水からあがった後で乾

かわ

きやす
くするためにその他の毛をカッ
トしたことに由

ゆ

来
らい

している。

②ティーカップ－プードル ④イヌの登録頭数の推移（厚生労働省）
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③スタンダード－プードル
⑤イヌの前足　イヌの前足には「オオカ

ミ爪
つめ

」といわれる爪がある。

1
Subject；

◆人間とその他の生命との
かかわりについて考えて
いこう。

分析ポイント

①クローン技術で生まれたネ
コ

⑥プードルの種類（ジャパン
ケネルクラブ）

名称（体高）

スタンダード－プードル
（45cm～ 60cm）

ミディアム－プードル
（35cm～ 45cm）

ミニチュア－プードル
（28cm～ 35cm）

トイ－プードル
（24cm～ 28cm
［理想は25cm］）

生命について考えよう生命
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14 第1編　現代に生きる 15環境　「自然」と「人間」との対話

「春がきたが，沈黙の春だった。いつもだったら，

コマツグミ，ネコマネドリ，ハト，カケス，ミ

ソサザイの鳴き声で春の夜は明ける。（中略）だが，いまはもの音一

つしない。野原，森，沼地―みな黙りこくっている。」（青
あお

樹
き

簗
りょう

一
いち

訳）

これは1962年にレイチェル＝カーソンが著した『沈黙の春』の書

き出しの一部分である。カーソンはさまざまな土地を訪れ，自然環

境（生態系）に関する研究の業績を残した。彼女は，農薬や殺
さっ

虫
ちゅう

剤
ざい

に

含
ふく

まれる有害物質が自然界と人間に与
あた

える深刻な影響について訴
うった

え

た。膨
ぼう

大
だい

な資料を徹
てっ

底
てい

的に分析して書かれたこの著書のなかで，彼

女は「自然界のバランスは，生物間，および生物と環境との一連の

相
そう

互
ご

関係が成り立っていて，野
や

蛮
ばん

な力が踏
ふ

み込んで一つのことを変

えれば，必ず他の多くのことを変えてしまう」と述べ，生態系のも

ろさを説
と

き，自然を安易に改変しようとする人間を戒
いまし

めた。

北極の雪と氷の世界に生きるホッキョクグマは，

汚
お

染
せん

とは関係のない生き物のはずである。とこ

ろが，その体内から北極にはもともとなかったPCBやDDTが検出

された。こうした人工的な有害物質は，地球のどこかで使われ，お

そらく海や大気を通じて北極にたどり着き，ホッキョクグマを汚染

したと考えられる。このことは，地球が大きな一つの生態系である

ことをあらわしている。ホッキョクグマはこのことをどう考えるだ

ろうか。

人間は，これまで食料や豊かさを求めて自然を

改造してきた。なかでも工業は大規模な自然改

造といえるもので，その力は人間にまるで自然を支配できるかのよ

うな思いを抱
いだ

かせた。しかし，石油・石炭などの化石燃料を大量に

燃やす生産活動や行き過ぎた森林伐
ばっ

採
さい

により，大気中の二酸化炭素

の量が増加した。今
こん

日
にち

温暖化は地球規模の環境問題となっている。

もともと日本では太陽のことを「お天
てん

道
とう

様
さま

」とよび，慈
いつく

しみ敬
うやま

っ

てきた。人間の意思によって気候は簡単に変えられるものではなく，

農業においては雨を期待して雨
あま

乞
ご

いするよりほかに方法はなかった。

しかし，今ではその気候を大きく変えてしまうほど，人間が自然を

改造する力は高まっている。その力の使い方を誤
あやま

れば，人間社会の

存在自体も危機に陥
おとしい

れるほどになってしまった。生態系全体にと

って危機的な状況であり，人間社会が自然とのつきあい方を変えな

ければならないところまできてしまったのである。

今私たちが暮らしている社会に自然は何を提供

してくれているだろうか。2001～2005年に国

連の提
てい

唱
しょう

で行われたミレニアム生態系評価以降は，生態系や生物の

多様性から人間社会に対して提供されている物事をあらわすために，

生態系サービスという言葉が用いられるようになった。生態系サー

ビスには，もちろん木材の供給のような伝統的な資源を供給する機

ホッキョクグマ
 の憂

ゆう

鬱
うつ

1

2

3

4

（アメリカ・海洋動物学者，1907－1964）

沈
ちん

黙
もく

の春

地球規模の
 環境問題

自然と人間が
共生する社会

1 PCB（ポリ塩化ビフェニー
ル）は耐熱性などに優

すぐ

れた化学
物質，DDT（ジクロロジフェニ
ルトリクロロエタン）は殺虫剤
としてそれぞれ使われていたが，
発がん性などその危険性により，
現在，生産・使用が禁止（一部，
限定的に使用）されている。

3 生態系の変化により，人間社
会がどのような影響を受けるの
かについて，国連が地球規模で
実
じっ

施
し

した生態系全体の多面的な
評価・査定。

2 有害な化学物質から受ける影
響には個人差があるが，近年で
は，化学物質過

か

敏
びん

症
しょう

，シックハ
ウス症候群といった環境疾

しっ

患
かん

が
問題となっている。

4 人間が生態系から受けている
さまざまな有益なサービス。酸
素，水や木材，エネルギー資源，
気候を調節する機能，多くの刺
激などをさす。

②生態系

水
養分

分解

二酸化炭素

呼吸
食物

呼吸

呼吸

食物

光合成 草食動物 肉食動物

水
養分

分解

二酸化炭素

呼吸
食物

呼吸

呼吸

食物

③生態系サービス

花粉の
媒介

繊維
食料

文化的多様性

水循環

土壌形成

光合成

淡水

遺伝子
資源

生化学
物質燃料 害虫の制御

無毒化

供給サービス 文化的サービス 調整サービス
花粉の
媒介

繊維
食料

文化的多様性

水循環

土壌形成

光合成

淡水

遺伝子
資源

生化学
物質燃料 害虫の制御

無毒化

基盤的サービス

ばいかい

せいぎょ

1
Subject；

◆「沈黙の春」「ホッキョ
クグマの憂鬱」を読んで
自然と人間の関係につい
て考えてみよう。

分析ポイント

①レイチェル＝カーソン　彼
女の著作である『沈黙の春』は，
環境保護運動が活発化する原動
力となり，大きな契

けい

機
き

となった。

Opinions；
◆人間はその身につけた自
然を改造する能力を駆

く

使
し

すれば，生態系を守れる
のではないか。
◆「人間も自然の一部であ
る」と自覚し，人間と自
然の共生について考え，
行動しなければならない
のではないか。

分析ポイント 2

「自然」と「人間」との対話環境
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10 第1編　現代に生きる 11情報　情報化のもたらすもの

左の３点の絵は，どれも同一人物を描いたもの

である。江戸時代末期の浦
うら

賀
が

に黒船で来航した

ペリーを描いたものであるが，どうみても違う人物としか思えない。

江戸時代の重要な情報伝達手段の一つであった瓦
かわら

版
ばん

や，こうした絵

にペリーは多く描かれているが，当時ペリーを直接見ることができ

たのは交
こう

渉
しょう

にあたった幕府関係者にほぼ限られ，おそらくこの絵を

描いた人はペリー本人を見ていない。つまり伝聞と想像だけで描い

たと思われる。未知の西洋人に対する情報のなさと当時の人々の思

いが表現されている。伝達の早さも，江戸の大火事が１週間後に大

阪の瓦版で報じられるというようなぐあいであった。

現代に生きる私たちは，江戸時代と比較すると

驚くほどの早さで正確な情報を手に入れている。

例えば地震などの災害が世界のどこかで起きれば，世界中の人々が

テレビの前で生存者の救出劇を見守ることになる。テレビだけでは

なく，インターネットを使えば24時間世界中の情報を私たちは手

に入れることができ，世界中の人々とコミュニケーションをとるこ

とができる。こうした空間的な広がりだけでなく，現代の情報は時

間的な広がりもみせている。例えば地球温暖化問題では，ボーリン

グ調査によって得られる堆
たい

積
せき

物
ぶつ

や樹木の年輪，氷
ひょう

床
しょう

，貝
かい

殻
がら

などを分

析することによって，過去1300年間の気候変化が割り出されている。

これをもとに，約100年後の地球の平均気温の推測値という未来の

情報が得られることになる。

このように現代は科学技術の飛
ひ

躍
やく

的な発達によ

って，ありとあらゆる情報を手に入れることの

できる社会となっている。特にインターネットによる通信網の発達

は，世界中をネットワーク化して大量の情報のやりとりを可能にし

た。情報を活用することにより，私たちは温暖化のような未来の危

機を事前に察
さっ

知
ち

して対策を講じる機会を得ることも，豊かで便利な

生活を送ることもできる。よりよいアイディアや斬
ざん

新
しん

で魅力的な商

品はまたたくまに世界に広がり，それを私たちは自宅にいながらに

してネットワークを利用してそれらを入手することができる。企業

はネットワークを活用して，手に入れたい原料を世界の産地のなか

から最も安い値段で調達し，最も人件費の安い場所で生産し，最も

売れそうな場所でそれを販売することが可能になっている。

このように近年の情報化の進展は数多くの幸福

を生みだしている。しかし一方で，情報を駆
く

使
し

して幸福を手に入れることができるのは社会的に強い立場にいる

（神奈川県）

（アメリカ・軍人，1794－1858）

▶p.152−155

江戸時代の
情報伝達

情報技術
 の進化

 情報化の
もたらす果実

情報化の影

1990年8月にイラクが隣国のクウェートに侵
しん

攻
こう

した。これに対して国連が多
た

国
こく

籍
せき

軍の派
は

遣
けん

を決定し，

イラクと交戦したのが湾岸戦争（▶p.129）である。
数多くのハイテク兵器が登場したことから，この戦

争は「テレビゲーム戦争」ともよばれた。アメリカ

の放送局は多国籍軍によるイラクへの空爆を世界中

に実況中継した。そこでは，爆撃機から地上の軍事

施設がターゲットにされ，そこに爆撃が見事に的中

しているようにみえた。世界の人々は「ピンポイン

ト爆撃」という言葉とともに，まさにテレビゲーム

を見ているような感覚で画面に注目した。そして特

に夜間の映像からは，まるで標的とされた軍事施設

のみが爆撃されているという印象を受けたものであ

った。ところが実際には，空爆は市民の生活圏にも

及
およ

んでおり，多数の市民が犠
ぎ

牲
せい

になっていたことは

いうまでもなかった。まもなく戦争は多国籍軍の圧

勝に終わり，イラクはクウェートから撤
てっ

退
たい

した。そ

の後のイラク戦争（▶p.18）への伏
ふく

線
せん

になる戦争で

あったが，ハイテク機器や情報が戦局を大きく左右

する新たな戦争のかたちを世界に示すものとなった。

情報化と湾岸戦争

④情報通信技術のあゆみ（情報通信白書ほか）②江戸時代の瓦版（了仙寺蔵） ③多機能情報端末（▶p.26）で見る新聞の電子版

1
Subject；

◆先進国と発展途上国の情
報格差の現状について考
えてみよう。

分析ポイント

①ペリーの肉筆画（了仙寺蔵）
と，ペリーの写真（一番下）

⑤ウェブ会議

ENIAC（初期のコンピューター）完成 
日本でテレビ放送開始
IC（集積回路）開発 
日米衛星中継開始
LSI（大規模集積回路）発表 
フロッピーディスクの開発 
日本でFAXサービスの開始
最初のスーパーコンピューター出荷 
日本語ワープロ登場 
自動車電話サービスの開始
CDの開発 
マウスとプルダウンメニューの採用 
ラップトップ型パソコン発売
ショルダーホン登場（▶p.26・写真①）
日本で携帯電話サービス開始（▶p.26・写真①）
世界最初のノート型パソコン発売
ワールドワイドウェブの提案
カーナビゲーションシステム登場
DVDの開発 
PHSサービスの開始
2000年問題の処理
携帯電話でインターネット接続開始
地上波デジタル放送開始，無線LAN機器登場

年 おもなできごと
1946
1953
1958
1963
1968
1969
1973
1976
1978
1979
1982
1983

1985

1987

1989

1990
1994
1995

1999

2003

情報化のもたらすもの情報

現代社会の諸課題を考
えるために，分析ポイ
ント１・２・３を設け
ました。

高校生活の入門書として
楽しみながら学べる。
大学受験のために必要な内容が
しっかりおさえられる。
社会人として知っておきたい知識が
身につく ……。
…… そんな教科書が『最新  現代社会』です。

現
代
社
会

現代社会最
新
最
新

ISBN978-4-316-20232-7
C4330  ¥00000E

文部科学省検定済教科書　高等学校公民科用　17教出  現社 304

□H25 高校社会　最新現代社会　表紙　4C　2012.3.29□H25 高校社会　最新現代社会　表紙　4C　2012.3.29

この教科書は，カラーユニバーサルデザインに配慮して，デザイン・配色を工夫
しています。また，環境にやさしい再生紙と植物油インキを使用しています。

印刷にはバイオマスで発電されたグリーン電力を使用しています。１冊印刷する
にあたり99Ｗhのグリーン電力を使用しています。

著作者紹介

題して「現代社会入門」。
身近で，ソフトな話題から……
「生命」「情報」「環境」

生命について考えよう
 ペットをテーマに，いのちについて考えよう。

情報化のもたらすもの
なぜ，ペリーの顔が異なっているのだろうか。

「自然」と「人間」との対話
自然と人間の共生のために私たちは何をしなければならない
のだろうか。

1
Subject（課題）

「問いかけ」

分析ポイント

p.6～9

p.10～13

p.14～17

p.6

p.14

p.10

32



私たちの生きる社会第2編
現代社会を彩る５つのテーマを扱います。
まずは，「あなたの生きてきた時代には何があったのか」で歴史をふり返り，
それから，いよいよ本題へと離陸するようにしました。

……ようこそ『最新　現代社会』メインステージへ……
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72 第3章　民主政治と日本国憲法 73第2節　日本国憲法の基本原理と平和主義

朝鮮戦争が勃
ぼっ

発
ぱつ

した翌年1951年に日米安全保

障条約（日米安
あん

保
ぽ

条約）が締
てい

結
けつ

された。この条約

により，日本の安全と極
きょく

東
とう

の平和を維
い

持
じ

するために，アメリカ軍（米

軍）基地を日本国内におくことや日本の周辺における米軍の活動を

認めることとなった。これは日本の平和をアメリカとの同盟関係に

よって維持するとともに，アメリカをはじめとする西側諸国の一員

として外交・防衛政策を進めることを意味した。その後，1960年

には激しい反対運動が起こるなかで，安保条約が改定され，日米相
そう

互
ご

協力及
およ

び安全保障条約（新日米安全保障条約）が結ばれた。この改

正によって，「憲法上の規
き

定
てい

に従う」との条件がついてはいるが，

日本の領域に対して武力攻撃が行われた場合には日米が協力して防

衛の義務を負
お

うこと（日米共同軍事行動），日米両国各々の防衛力の

維持・発展，自由主義の堅
けん

持
じ

と日米の経済協力などさまざまな分野

における協力などが定められた。

また，同時に在日米軍の日本における法的地位を取り決め，在日

米軍にさまざまな特権を与
あた

える日米地位協定も結ばれた。1978年

度以降，在日米軍の日本駐
ちゅう

留
りゅう

時の経費に関しても，その一部を日本

が負
ふ

担
たん

することが継
けい

続
ぞく

されている。

さらに，1978年には，｢日米防衛協力のための指針｣（旧ガイドラ

イン）が定められ，日本以外の極東における事態にまで，日米の軍

事協力が強化されることになった。1997年の新ガイドラインでは，

日米の軍事協力が具体的になり，その実施のために周辺事態法が制

定された。この法律は，周辺事態に際して，米軍の軍事行動に自衛

隊，行政機関，民間が後方支援を行うことを定めた。

2003年に武力攻撃事態法など有事関連三法，

2004年には国民保護法，米軍行動円
えん

滑
かつ

化法な

ど有事関連七法が制定され，有事法制が整えられた。有事法制とは

戦時を想定したものであり，戦時の自衛隊海外派
は

遣
けん

とあわせて考え

ると，現在，憲法の平和主義が岐
き

路
ろ

に立たされているともいえる。

私たちが生きているこの時代は，紛
ふん

争
そう

，テロ，貧困などの脅
きょう

威
い

に

直面している。このような時代に平和を構築するためには私たちは

どうしたらよいだろうか。その解答の一つとして，国連開発計画

（UNDP）は1994年に，「人間の安全保障」という考え方を打ち出し

た。人間の安全保障とは，軍事力による国家の安全保障ではなく，

一人一人の生存権を大切にすることである。この考え方は，日本外

交の柱の一つにもなっている。日本国憲法は，「全世界の国民が」「平

和のうちに生存する権利（平和的生存権）」を確保するために，第９

条で戦争を放
ほう

棄
き

し，戦力をもたないことを定めている。これは人間

の安全保障と同じ方向を示しており，日本国憲法が掲
かか

げる理想の達

成への努力が求められている。

3 日本の安全保障体制と平和の構築

平和の構築

4

3

2

1

日米安全
保障条約

（安保条約第２条）

（1960年締結）

（安保条約第３条）

（安保条約第３条）

U.N. Development Programme

▶p.134 ▶p.135

▶p.134

▶p.159

▶p.134

【前文】

◀p.70

（1970年以降，自動延長）

③各国にみる国防支出総額の比較（The Military Balance）

アメリカ合衆国

中国

イギリス

フランス

日本

ドイツ

サウジアラビア

ロシア

インド

イタリア

ブラジル

大韓民国

億ドル

（2009年）（200億ドル以上の国々）

0 200 400 600 800 1000

6,610
704

591

544

511

475

413

383

383

305

260

224

②アジア・太平洋地域におけるおもな兵力の状況（概数，
2010年度末　防衛省）

中　国
2,040機 950隻134.1万t160万人（121）

海兵隊1万人

極東
ロシア 8万人（10） 400機 250隻 55万t

（朝鮮民主主義人民共和国）

100万人（27）

1.7万人（5） 60機

在韓アメリカ軍

大韓民国

52万人（42）
海兵隊2.7万人（3）

570機

650隻
10.7万t

190隻 
18.1万t

在日アメリカ軍
1.9万人

（1）
140機

日　本
14万人

（15）

430機

143隻
44.8万tアメリカ第７艦隊

60機（艦載）

20隻33.6万t

たいわん
（台湾）

20万人（45）
海兵隊1.5万人

530機 330隻20.8万t

（　 ）内の数値は，師団，旅団
などの部隊の数の合計。

620機

4 国際的評価の高い日本の政策
に非核三原則がある。非核三原
則とは核兵器について「もたず，
つくらず，もちこませず」とい
う原則で，1968年，当時の佐
藤栄作首相が表明した。日本は
この「もたず，つくらず」とい
う原則を守っているが，アメリ
カは核兵器を日本にもち込むの
ではなく，日本を経由して他の
地域に移動することはできると
解
かい

釈
しゃく

していると考えられる。そ
のため，日米安保条約で定めら
れている事前協議をすることな
しに，米軍が日本国内に核兵器
をもち込んでいたのではないか
という疑問がもたれている。
2010年，日米間で核の日本
へのもち込みに関して黙認する
とした密約の存在が外務省の報
告書によって明らかになった。

1 在日米軍に関して，重要な配
置・装備の変更，日本を基地と
して行われる米軍の作戦行動な
どについては，日米で事前に協
議する（事前協議）ことが取り決
められているが，一度も行われ
たことがなく，取り決めの有効
性が疑問視されている。

2 維持費はアメリカ負
ふ

担
たん

，施設
経費は日本負担となっていたが，
1978年度以降，アメリカ軍関
連の福利厚生関連の費用を一部
負担するようになった。この日
本側の負担費用をさして「思い
やり予算」という。

3 1967年,佐
さ

藤
とう

栄
えい

作
さく

（1901－
1975）内閣が，武器禁輸三原則
（共産圏，国連決議で武器輸出
禁止となった国，国際紛争当事
国とそのおそれのある国への武
器輸出の禁止）を表明，その後，
すべての国への武器輸出が禁止
された。

①防衛関係費の推移（防衛省）
日本の防衛政策の基本原則には，
専守防衛の原則と同時に，軍事
大国にならないという原則も定
められている。政府は，1976年，

「防衛費は国民総生産（GNP）の
１％以内とする」と閣

かく

議
ぎ

決定し，
防衛費増大への歯止めとしたが，
しかし，1987年の当初予算で
は歯止めをこえてしまった。
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30 第1章　青年期と現代社会 31第２節　現代に生きる倫理

あなたは今朝から何回鏡を見ただろうか。最近，

大
おとな

人とぶつかったことはないだろうか。自分の

周
まわ

りにいる人がとても優秀にみえてくることはないだろうか。高校

生になると，体が変化することをきっかけに，自分のことをいつも

考えるようになり，自分のしたいことを強く主張して周りの大人に

反抗的な態度をとることもあって，気がつくと周囲の大人や自分自

身でさえも手に負
お

えなくなる。このように変化の激しい青年期を，

ルソーは『エミール』のなかで「第二の誕生」とよんだ。彼は，青

年期を男として女として歩み始める人生の重要な節目であり，自分

の人生に生きようとするスタートの時期と位置づけた。

あなたは，周りから「もう大人なんだから」と

「まだ子どもでしょ」の両方を言われて，自分

はどっちなんだと思ったことがあるだろう。レヴィンは，子どもと

大人の両方の性格をもちながら，どちらにも所属できない境界にい

る青年を境界人（マージナルマン）とよんだ。青年期には自我に目ざ

めて強い自己意識をもち，また他人に自分がどう映
うつ

るかを通して自

分を見つめるようになり，孤独や劣
れっ

等
とう

感，苦悩を強く感じるように

なる。悩みを相談し合い，自分を理解してくれる友人を求めるよう

になるが，友人に近づきすぎて傷つけ合うことも心配であり，距離

のとり方に悩む。この状況をヤマアラシのジレンマという。しかし，

1 青年期とは何か こうした悩みは他人への共感や連帯感のもとにもなる。

青年は親から精神的に独立する心理的離
り

乳
にゅう

を求

めるようになる。また，自分なりの生き方を確

立しようとするようになる。エリクソンは，どんな場合でも変わら

ない自分を確立することをアイデンティティ（自己同一性）の確立と

よび，青年の課題と位置づけた。アイデンティティは自分で考える

自分の姿が他人が考える自分の姿と一
いっ

致
ち

し，簡単には変わらない自

分らしさのことである。そのためには他人に認めてもらえるような

自分なりの生き方を身につけなければならない。エリクソンは，ア

イデンティティの確立は簡単なことではなく，モラトリアム（猶
ゆう

予
よ

期間）といわれる期間にさまざまなことへの試
し

行
こう

錯
さく

誤
ご

を経験するこ

とが必要であるとした。よく自分探しといわれるが，待っていても

自分にふさわしいものは見つからない。まず何かに打ち込むことに

よって自分らしさを確立する努力をすることが大切である。しかし，

時には自分に対する周りと自分の評価が異なると，自分らしさを失

い，苦しむこともある。これをアイデンティティの拡散という。

ゲーテは ｢人は努力する限り迷うものである｣ と言っているが，

私たちはよりよい人生を求めようとすれば努力をする。しかし，親

から独立をしようとしない青年や，大人になることを拒否しようと

する青年がみられる。この背景はさまざまであるが，まずは自分に

は何ができるのか，身のまわりからさまざまなことにチャレンジし，

じっくりと何かに取り組んでみることも大切である。

1

4

5

第二の誕生

 青年の
成長と悩み

アイデンティティ
 の確立

3

2

（フランス・思想家，1712－1778）

（アメリカ・心理学者，1902－1994）

（ドイツ・作家，1749－1832）

（ドイツ・心理学者，1890－1947）

〈精神的離乳〉

▶p.65

『第二の誕生』

わたしたちは，いわば，二回この世に生まれる。一
回目は存在するために，二回目は生きるために。…（略）
…にぶい音をたてて発

はっ

酵
こう

しているものが危険の近づき
つつあることを警告する。気分の変化，たびたびの興

こう

奮
ふん

，たえまない精神の動
どう

揺
よう

が子どもをほとんど手にお
えなくする。まえには素直に従っていた人の声も子ど
もには聞こえなくなる。それは熱病にかかったライオ
ンのようなものだ。子どもは指導者をみとめず，指導
されることを欲しなくなる。…（略）…

これがわたしのいう第二の誕生である。ここで人間
はほんとうに人生に生まれてきて，人間的ななにもの
もかれにとって無縁のものではなくなる。これまでの
わたしたちの心づかいは子どもの遊びごとにすぎなか
った。ここではじめて，それはほんとうに重要な意味
をもつことになる。 

（ルソー著・今野一雄訳『エミール』）

1 小学生の後半は集団でいたず
らをするギャングエイジといわ
れ，中学生が青年前期，高校生
が青年中期，以降が青年後期だ
と大まかに考えられている。

3 ヤマアラシのジレンマを通し
て青年は友人との適切な距離を
発見していくという。

2 マージナルマンを周辺人とす
る場合もある。青年期は，まだ
経験が少ないから，自信がなく，
ときどき不安を強く感じるよう
になる。

4 こうした考え方を青年期危機
説という。それに対し，多くの
青年は危機を普

ふ

通
つう

に穏
おだ

やかに乗
りこえていくとする青年期平

へい

穏
おん

説がある。

5 ピーターパンシンドロームと
いい，童話の主人公のようにい
つまでも大人になることを拒

きょ

否
ひ

する心理のことをさす。

モラトリアムとは，もと
は倒産騒ぎなどが起きた銀
行の預金支払いを国が一時
的に停止する猶予期間の意
味である。これから転じて，
大人への見習い期間であり，
大人が負わなければならな
い義務や責任をまだ免除さ
れている期間をエリクソン
はモラトリアムとよんだ。

モラトリアム

②他人に引き出される私と現実の私

③ヤマアラシのジレンマ

①青年期と境界人

境界人

子ども 青年期 大
おと

  人
な

自分にも
見えない
私

現実の
私

そうか，
私って
こういうところが
あったんだ。

他者によって
引き出される
私

他者の
反応，表情
まなざし

● 第二の誕生
● アイデンティティ
● モラトリアム

第

現代に
生きる倫理

２ 節

第 1章

第 2章

第 3章

………しかし，職業の意義は
それだけだろうか。
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1
自転車に乗りながら，音楽をプレイヤーで聴い

たり，携帯電話の操
そう

作
さ

に夢中になったりしてい

る人を見かけることがある。そのような人を見て，｢安全運転をし

ているな｣ と思う人はいるだろうか。本人は楽しいときを過ごして

いるのかも知れないが，実は周囲にいろいろな迷惑をかけているこ

とがある。ここから考えなければいけないことがある。人は，一人

で生きているのではない。私たちは，家族や地域，会社，国家とい

うさまざまな社会のなかで，多くの人と出会い，かかわりをもって

生きている。それらの社会は，自然にあるがままに動いているので

はなく，みんなが守らなければならない約束事
ごと

にしたがって動いて

いる。この約束事を社会規
き

範
はん

（ルール）という。

社会規範には，法，道徳，宗教など多くの種類

がある。それらは日常生活のルールであるが，

それぞれ意味が異なる。法は，すべての人のすべての行
こう

為
い

について，

強制的に使われるルールである。例えば，｢借りたお金は必ず返す

こと｣，｢人を傷つけてはならない｣ というように，みんなが守らな

ければならないことを定める。それに対し，道徳は，個人の心のな

法とは何か

かのルールで，一人一人の自律を重視する。例えば，｢電車に乗っ

ているとき，座席を譲
ゆず

る｣ というようなことである。宗教も個人の

心のなかのルールであるが，宗教を信じる人だけのルールであり，

神，仏などを崇
すう

拝
はい

することである。このように，ルールにはさまざ

まな意味があるが，どのような行動をすべきかを判断する際の基準

になるという共通点がある。

社会規範のなかでも特に法は，社会の全員に共

通するルールである。法は，社会秩
ちつ

序
じょ

の安定を

もたらすとともに，社会の安定の実現のために具体的に ｢何が妥
だ

当
とう

なことなのか｣ という方向性を示している。例えば，未成年者飲酒

禁止法は20歳未満の者の飲酒を禁止している。法というルールは，

ある現象が必ず生じる自然界の法則とは異なり，破られることがあ

る（法律違反）。そのようなときには，争いごとを解決したり，犯罪

に対して刑
けい

罰
ばつ

を科したりすることで社会秩序を守ろうとする。

法は，ある特定の時代（年代）に，ある特定の場

所（国，地域など）で，そこに属する人に対して

使われる。しかし，法には，時代・場所・人をこえて，守るべき重

要な価値がある。それは人権である。このような考え方は，自然法

思想に基
もと

づいている。人がつくる法（実
じっ

定
てい

法）は，時代や社会によっ

て内容が変化する。これに対し，自然法は，時代・場所・人をこえ

て常に守られるべきものと考えられている。

人が生きていくうえで，自分の個性を発揮することは必要なこと

である。しかし同時に，みんながともに暮らす社会においては，他

者の存在も無視してはならず，他者とともに協力して，よりよい社

会を築いていくことが大切である。

1

2

3

 人と社会
と社会規

き

範
はん

社会規範の種類

4

5

6

法が守るべき
 価値

 法の目的と
そのはたらき

（1922年制定，2001年改正）1 古代ギリシャの哲学者，アリ
ストテレス（前384－前322；
◀p.37）は，｢人間はポリス（都
市国家）的動物である｣ として，
人間が社会的動物であることを
指摘した。

2 法，道徳，慣
かん

習
しゅう

，習慣，宗教，
流行など，人間の行動の基準に
なるもの。

3 法と道徳の関係を考えてみよ
う。｢他人のものを盗んではい
けない｣ という道徳（個人の内
面的規範）が全員に共通する場
合，それは法としても同じこと
が求められる。それに対し，座
席を譲らなかったからといって，
処罰する必要はない。

②法と道徳・宗教・習慣の違い

4 なぜ20歳未満の者の飲酒を
禁止しているのか考えてみよう。
同じように，タバコはなぜ禁止
されるのか。逆に，未成年者で
も原
げん

付
つき

の免許を取ることができ
るのはなぜだろう。

5 人間の本性（自然，本来のあ
り方）にあらかじめ備

そな

わってい
る，普

ふ

遍
へん

的な法。近代以降，こ
うした自然法思想に基

き

礎
そ

をもち，
人間が社会をつくる以前からあ
る，自分の利益のために自分の
力を思うままに用いることので
きる権利を自然権という。人間
が人間であるという理由だけで，
生まれながらにもっていると考
えられている権利として自然権
を認めてきている。

6 人間が定めた法。人間が制定
したもの（制定法，成文法）や，
慣習として守られているもの
（慣習法）など，人間が意識的・
無意識的につくり出した法。自
然法に相対する考え方。

毎日の生活を普
ふ

通
つう

に過ごし生きてい
くために，自然と社会のなかでできあ
がってきた決まり事。
例．ご飯を食べるときは茶わんを持つ。

基本的に罰則がない

神仏を信じて人間が心の安
らぎを得ようとする行為。神
仏を信

しん

仰
こう

する教え。
例．神に祈る。

すべての人及
およ

びその行為について，
一律に強制的に適用されるルール。

＊命令（「…しなくてはならない」），
禁止（「…してはいけない」）を義務づける。 

⇒守られないと罰則がある。社会規範
（ルール）

法

習　慣

道　徳

宗　教

①身近にある憲法

勤労の義務と権利
〈第26条〉

居住，移転の自由
〈第25条〉

教育を受ける権利
〈第26条〉

両性の合意に基づく
婚
こん

姻
いん

〈第24条〉

選挙権
〈第15条〉

人間として善悪を考え
たときに，正しい行い。
また，正しい行いをする
ために守らなければなら
ないこと。
例．高齢者に席を譲

ゆず

る。

● 社会規範（ルール）
● 自然法
● 実定法
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法はこれまで，法
ほう

曹
そう

（弁護士，裁判官，検察官）

といわれる法律の専門家によって運用されてき

た。しかし2009年からは，死刑，無期懲
ちょう

役
えき

などにあたる事件につ

いて一般国民が参加して裁判を行う裁判員制度が始まった。この制

度は，国民の司法参加を実現するために，主権者である国民が裁判

に参加することにより，国民自らの視点や感覚を裁判に反映するも

ので，司法制度改革の一つである。裁判員は，裁判官と一緒に審
しん

理
り

・評議・評決し，判決を下す。これにより，人が人を裁
さば

くとはど

のようなことなのか，刑
けい

罰
ばつ

を科すということは何を意味するのか，

犯罪者を更正させるためには何が大事なことなのかを考えていくこ

とが必要となり，裁判への理解と信
しん

頼
らい

が深まることが期待されている。

これまでの刑事裁判では，犯罪の被害者や遺族

は，傍
ぼう

聴
ちょう

人
にん

や証人として裁判に参加することし

かできなかった。そこで，被害者や遺族を支援するために，2008

年から被害者参加制度が始まった。被害者や遺族は法廷に入り，被

告人に直接質問したり，求刑で意見を述べたりすることができるよ

うになった。被害者参加制度の対象となる事件は，殺人，傷害致
ち

死
し

，

誘
ゆう

拐
かい

，交通死傷事故などに限られるが，刑事裁判の仕組みは大きく

変わった。その一方で，裁判が感情に流されてしまうのではないか

という声もあり，これまで以上に，弁護人の果
は

たす役割と，裁判官

の合理的で冷静な判断が重要になっている。

法の支配を実現するための仕組みとして重要な

のが，裁判所である。民事・刑事・行政の各事

件を，法の定める公平で透
とう

明
めい

な手続きや判断の基準に従って解決す

ることにより，社会の秩
ちつ

序
じょ

を守るからである。

裁判が公正に行われるために，一人一人の裁判

官は法令に基
もと

づいて裁判を行う。これに対して

第三者が圧力をかけたり干
かん

渉
しょう

したりしてはならない。このことを司

法権の独立という。そのために，すべての裁判官は自
みずか

らの良心にし

たがって独立して職権を行使し，憲法と法律にのみ拘
こう

束
そく

される。そ

して，日本国憲法は，このような裁判官の職権の独立を確保するた

めに，心身の故障など限られた理由によらなければやめさせられな

いことなど，裁判官の身分保障を定めている。

裁判所は，法律や規則などに基づいて事件を解

決するため，最高法規である憲法に違反する法

律や規則が制定されてはならない。このような憲法に違反（違憲）し

ていないかどうかを判断する権限を違憲立法（法令）審査権といい，

すべての裁判所に与
あた

えられている。特に最高裁判所は，すべての法

律や行政機関の行
こう

為
い

が憲法に違反していないかどうか，また，私た

ちの人権が保障されているかどうかについて，最終的に判断を行う

ため，「憲法の番人」とよばれている。

3 国民の司法参加と法

2

1

3

犯罪被害者
 の救済

裁判員制度

法の支配
 の実現

司法権の独立

 違憲立法
（法令）審査権

【第76条・❸】

【第78条】

【第81条】

▶p.78

2 裁判員制度については，裁判
官の独立を侵

しん

害
がい

しないか，裁判
員の時間的・経済的な負

ふ

担
たん

を軽
減できるか，専門家でない人の
判断を，どれだけ反映する必要
があるか，などの問題がある。
その反面，審議を急ぎすぎると，
裁判の公正さが保てなくなるこ
とや，間違った判断を招

まね

くおそ
れがあることも心配される。
2009年に全国の地方裁判所
で審理された裁判員裁判対象事
件は約2,100件，2009年の一
年間で約5,900人に一人が裁判
員または補充裁判員に選任され
た計算になる。

3 民事･刑事司法制度の改革
（知的財産高等裁判所［▶p.78・
図①］の設置，労働審判制度［▶
p.115］の導入，国選弁護人制
度の整備，検察審査会の機能強
化など），法曹のあり方の改革
（法曹人口の拡大[法科大学院
制度の新設]など），国民の司
法参加（裁判員制度）などの改革
をさす。

1 このほか，裁判官自身の義務
違反などの重大な非行行為につ
いては，衆参両議院の議員で組
織する弾

だん

劾
がい

裁判所を設置し，裁
判官を裁判することができる
【第64条】。

司法権の独立が守られた
例として，1891年に起き
た大津事件がある。来日中
のロシア皇太子が，滋

し

賀
が

県
大津市でその警備にあたっ
ていた巡

じゅん

査
さ

津
つ

田
だ

三
さん

蔵
ぞう

におそ
われ，傷を負

お

った事件の裁
判で，ロシアとの国交悪化
をおそれた政府は，津田の
死刑を求めたが，当時の大

だい

審
しん

院
いん

長（現在の最高裁判所
長官）児

こ

島
じま

惟
い

謙
けん

は，津田の
罪は普通謀

ぼう

殺
さつ

未
み

遂
すい

（普通の
殺人未遂）罪にあたると主
張し，事件を担当した判事
たちは津田を無期懲

ちょう

役
えき

に処
しょ

した。この事件は，裁判所
が政府の圧力に屈しなかっ
た点は評価されているが，
児島惟謙自身が自らの意思
を支持するように部下の裁
判官に訴

うった

えたという面につ
いては，裁判官の独立を侵

おか

したとも考えられ，疑問が
残るとされている。

大
おお

津
つ

事件

②裁判員制度の法廷①最高裁判所のおもな違憲判決

違憲判決（判決年月日） 違憲とされた条文・行為と，根拠となった憲法条文の概要 判決後の取扱い

当時，普通殺人の法定刑が死刑，無期懲役，３年以上の懲役なのに
対し，刑法200条が尊属（父母など）殺人の法定刑を死刑または無期
懲役に限っていることが，憲法第14条の法の下の平等に反する。

薬事法第6条が，薬局開設について距離制限を定めているのは，職
業選択の自由を定めた憲法第22条に反する。

1983年の総選挙時に，最大4.4倍の格差を生じていた衆議院議員
定数配分は，法の下の平等を定めた憲法第14条に反する。

森林法第186条が，共有林の分割について制限を定めているのは，
財産権を保障した憲法第29条に反する。

公費による靖国神社などへの玉串料の支出は，公の財産の支出，利
用の制限を定めた憲法第20・89条に反する。

国の賠償責任の範囲を大幅に制限している郵便法の規定が，国家賠
償請求権を保障した憲法第17条に反する。

海外に住む日本人（在外国民）が衆参比例代表選挙にのみ投票できる
公職選挙法附則第8項は，選挙権・選挙人の資格を定めた憲法第
15･43･44条に反する。

刑法の一部を改正し，尊属殺
重罰規定を削除。

薬事法の一部を改正し，距離
制限規定を削除。

公職選挙法の附則を改正し，
定数是正を行う。

森林法の一部を改正し，分割
制限規定を削除。

2006年に公職選挙法が改正，
この制限は廃止。

国の賠償範囲を拡大した郵便
法（改正）が2002年に成立。

尊属殺重罰規定
（1973年4月4日）

薬局開設距離制限規定
（1975年4月30日）

衆議院議員定数配分規定
（1985年7月17日）

共有林分割制限規定
（1987年4月22日）

愛媛県による玉串料の支出
（1997年4月2日）

郵便法免責規定
（2002年9月11日）

在外日本人選挙権制限
規定（2005年9月14日）

そん さつぞく じゅう き てい

もと

こう い

ちょうえき

こんきょ

ばつ

ぶんかつ

たま ぐし やすくに

ばいしょうめんせき

弁護人

書記官
被告人

証人

被害者参加人

補充裁判員

裁判官（左陪席）裁判官（右
みぎ

陪
ばい

席
せき

）
裁判長

裁判員

裁判員

補充裁判員

検察官

傍聴人

● 司法権の独立
● 違憲立法（法令）審査権
● 裁判員制度

………注意しなければならないのは，形式的に
「法がつくられれば，それでよい」と考えてしまうことである。

各章の最初の項目には，
わかりやすいイラストを
取り入れたり，
身近な話題から導入するように
配慮しました。

登場人物の整理がしやすいように，
行間に人物の説明（生没年など）
を端的にまとめました。

各章ごとに色分けしてインデック
スを付けました。行間などにある
指示ページの矢印も，同じく色分
けすることで関連する事項がどの
編・章にあるのか，わかりやすく
なりました。

各見開きごとに，Key Wordを設
け，３語以内で学習の中心となる
用語を示しました。

青年期と現代社会
「青年期・倫理」をテーマに，現代社会，倫理，伝統文化を扱います。

人権保障の原理と日本国憲法
「法」をテーマに，　法に対する考え方を扱います。

民主政治と日本国憲法
「政治」をテーマに，　政治の仕組みについて扱います。

5

10

15

20

5

10

15

20

30 第1章　青年期と現代社会 31第２節　現代に生きる倫理

あなたは今朝から何回鏡を見ただろうか。最近，

大
おとな

人とぶつかったことはないだろうか。自分の

周
まわ

りにいる人がとても優秀にみえてくることはないだろうか。高校

生になると，体が変化することをきっかけに，自分のことをいつも

考えるようになり，自分のしたいことを強く主張して周りの大人に

反抗的な態度をとることもあって，気がつくと周囲の大人や自分自

身でさえも手に負
お

えなくなる。このように変化の激しい青年期を，

ルソーは『エミール』のなかで「第二の誕生」とよんだ。彼は，青

年期を男として女として歩み始める人生の重要な節目であり，自分

の人生に生きようとするスタートの時期と位置づけた。

あなたは，周りから「もう大人なんだから」と

「まだ子どもでしょ」の両方を言われて，自分

はどっちなんだと思ったことがあるだろう。レヴィンは，子どもと

大人の両方の性格をもちながら，どちらにも所属できない境界にい

る青年を境界人（マージナルマン）とよんだ。青年期には自我に目ざ

めて強い自己意識をもち，また他人に自分がどう映
うつ

るかを通して自

分を見つめるようになり，孤独や劣
れっ

等
とう

感，苦悩を強く感じるように

なる。悩みを相談し合い，自分を理解してくれる友人を求めるよう

になるが，友人に近づきすぎて傷つけ合うことも心配であり，距離

のとり方に悩む。この状況をヤマアラシのジレンマという。しかし，

1 青年期とは何か こうした悩みは他人への共感や連帯感のもとにもなる。

青年は親から精神的に独立する心理的離
り

乳
にゅう

を求

めるようになる。また，自分なりの生き方を確

立しようとするようになる。エリクソンは，どんな場合でも変わら

ない自分を確立することをアイデンティティ（自己同一性）の確立と

よび，青年の課題と位置づけた。アイデンティティは自分で考える

自分の姿が他人が考える自分の姿と一
いっ

致
ち

し，簡単には変わらない自

分らしさのことである。そのためには他人に認めてもらえるような

自分なりの生き方を身につけなければならない。エリクソンは，ア

イデンティティの確立は簡単なことではなく，モラトリアム（猶
ゆう

予
よ

期間）といわれる期間にさまざまなことへの試
し

行
こう

錯
さく

誤
ご

を経験するこ

とが必要であるとした。よく自分探しといわれるが，待っていても

自分にふさわしいものは見つからない。まず何かに打ち込むことに

よって自分らしさを確立する努力をすることが大切である。しかし，

時には自分に対する周りと自分の評価が異なると，自分らしさを失

い，苦しむこともある。これをアイデンティティの拡散という。

ゲーテは ｢人は努力する限り迷うものである｣ と言っているが，

私たちはよりよい人生を求めようとすれば努力をする。しかし，親

から独立をしようとしない青年や，大人になることを拒否しようと

する青年がみられる。この背景はさまざまであるが，まずは自分に

は何ができるのか，身のまわりからさまざまなことにチャレンジし，

じっくりと何かに取り組んでみることも大切である。

1

4

5

第二の誕生

 青年の
成長と悩み

アイデンティティ
 の確立

3

2

（フランス・思想家，1712－1778）

（アメリカ・心理学者，1902－1994）

（ドイツ・作家，1749－1832）

（ドイツ・心理学者，1890－1947）

〈精神的離乳〉

▶p.65

『第二の誕生』

わたしたちは，いわば，二回この世に生まれる。一
回目は存在するために，二回目は生きるために。…（略）
…にぶい音をたてて発

はっ

酵
こう

しているものが危険の近づき
つつあることを警告する。気分の変化，たびたびの興

こう

奮
ふん

，たえまない精神の動
どう

揺
よう

が子どもをほとんど手にお
えなくする。まえには素直に従っていた人の声も子ど
もには聞こえなくなる。それは熱病にかかったライオ
ンのようなものだ。子どもは指導者をみとめず，指導
されることを欲しなくなる。…（略）…

これがわたしのいう第二の誕生である。ここで人間
はほんとうに人生に生まれてきて，人間的ななにもの
もかれにとって無縁のものではなくなる。これまでの
わたしたちの心づかいは子どもの遊びごとにすぎなか
った。ここではじめて，それはほんとうに重要な意味
をもつことになる。 

（ルソー著・今野一雄訳『エミール』）

1 小学生の後半は集団でいたず
らをするギャングエイジといわ
れ，中学生が青年前期，高校生
が青年中期，以降が青年後期だ
と大まかに考えられている。

3 ヤマアラシのジレンマを通し
て青年は友人との適切な距離を
発見していくという。

2 マージナルマンを周辺人とす
る場合もある。青年期は，まだ
経験が少ないから，自信がなく，
ときどき不安を強く感じるよう
になる。

4 こうした考え方を青年期危機
説という。それに対し，多くの
青年は危機を普

ふ

通
つう

に穏
おだ

やかに乗
りこえていくとする青年期平

へい

穏
おん

説がある。

5 ピーターパンシンドロームと
いい，童話の主人公のようにい
つまでも大人になることを拒

きょ

否
ひ

する心理のことをさす。

モラトリアムとは，もと
は倒産騒ぎなどが起きた銀
行の預金支払いを国が一時
的に停止する猶予期間の意
味である。これから転じて，
大人への見習い期間であり，
大人が負わなければならな
い義務や責任をまだ免除さ
れている期間をエリクソン
はモラトリアムとよんだ。

モラトリアム

②他人に引き出される私と現実の私

③ヤマアラシのジレンマ

①青年期と境界人

境界人

子ども 青年期 大
おと

  人
な

自分にも
見えない
私

現実の
私

そうか，
私って
こういうところが
あったんだ。

他者によって
引き出される
私

他者の
反応，表情
まなざし

● 第二の誕生
● アイデンティティ
● モラトリアム

第

現代に
生きる倫理

２ 節

POINT

 1　

5

10

15

5

10

15

20

25

48 第2章　人権保障の原理と日本国憲法 49第1節　個人の尊重と法の支配

1
自転車に乗りながら，音楽をプレイヤーで聴い

たり，携帯電話の操
そう

作
さ

に夢中になったりしてい

る人を見かけることがある。そのような人を見て，｢安全運転をし

ているな｣ と思う人はいるだろうか。本人は楽しいときを過ごして

いるのかも知れないが，実は周囲にいろいろな迷惑をかけているこ

とがある。ここから考えなければいけないことがある。人は，一人

で生きているのではない。私たちは，家族や地域，会社，国家とい

うさまざまな社会のなかで，多くの人と出会い，かかわりをもって

生きている。それらの社会は，自然にあるがままに動いているので

はなく，みんなが守らなければならない約束事
ごと

にしたがって動いて

いる。この約束事を社会規
き

範
はん

（ルール）という。

社会規範には，法，道徳，宗教など多くの種類

がある。それらは日常生活のルールであるが，

それぞれ意味が異なる。法は，すべての人のすべての行
こう

為
い

について，

強制的に使われるルールである。例えば，｢借りたお金は必ず返す

こと｣，｢人を傷つけてはならない｣ というように，みんなが守らな

ければならないことを定める。それに対し，道徳は，個人の心のな

法とは何か

かのルールで，一人一人の自律を重視する。例えば，｢電車に乗っ

ているとき，座席を譲
ゆず

る｣ というようなことである。宗教も個人の

心のなかのルールであるが，宗教を信じる人だけのルールであり，

神，仏などを崇
すう

拝
はい

することである。このように，ルールにはさまざ

まな意味があるが，どのような行動をすべきかを判断する際の基準

になるという共通点がある。

社会規範のなかでも特に法は，社会の全員に共

通するルールである。法は，社会秩
ちつ

序
じょ

の安定を

もたらすとともに，社会の安定の実現のために具体的に ｢何が妥
だ

当
とう

なことなのか｣ という方向性を示している。例えば，未成年者飲酒

禁止法は20歳未満の者の飲酒を禁止している。法というルールは，

ある現象が必ず生じる自然界の法則とは異なり，破られることがあ

る（法律違反）。そのようなときには，争いごとを解決したり，犯罪

に対して刑
けい

罰
ばつ

を科したりすることで社会秩序を守ろうとする。

法は，ある特定の時代（年代）に，ある特定の場

所（国，地域など）で，そこに属する人に対して

使われる。しかし，法には，時代・場所・人をこえて，守るべき重

要な価値がある。それは人権である。このような考え方は，自然法

思想に基
もと

づいている。人がつくる法（実
じっ

定
てい

法）は，時代や社会によっ

て内容が変化する。これに対し，自然法は，時代・場所・人をこえ

て常に守られるべきものと考えられている。

人が生きていくうえで，自分の個性を発揮することは必要なこと

である。しかし同時に，みんながともに暮らす社会においては，他

者の存在も無視してはならず，他者とともに協力して，よりよい社

会を築いていくことが大切である。

1

2

3

 人と社会
と社会規

き

範
はん

社会規範の種類

4

5

6

法が守るべき
 価値

 法の目的と
そのはたらき

（1922年制定，2001年改正）1 古代ギリシャの哲学者，アリ
ストテレス（前384－前322；
◀p.37）は，｢人間はポリス（都
市国家）的動物である｣ として，
人間が社会的動物であることを
指摘した。

2 法，道徳，慣
かん

習
しゅう

，習慣，宗教，
流行など，人間の行動の基準に
なるもの。

3 法と道徳の関係を考えてみよ
う。｢他人のものを盗んではい
けない｣ という道徳（個人の内
面的規範）が全員に共通する場
合，それは法としても同じこと
が求められる。それに対し，座
席を譲らなかったからといって，
処罰する必要はない。

②法と道徳・宗教・習慣の違い

4 なぜ20歳未満の者の飲酒を
禁止しているのか考えてみよう。
同じように，タバコはなぜ禁止
されるのか。逆に，未成年者で
も原

げん

付
つき

の免許を取ることができ
るのはなぜだろう。

5 人間の本性（自然，本来のあ
り方）にあらかじめ備

そな

わってい
る，普

ふ

遍
へん

的な法。近代以降，こ
うした自然法思想に基

き

礎
そ

をもち，
人間が社会をつくる以前からあ
る，自分の利益のために自分の
力を思うままに用いることので
きる権利を自然権という。人間
が人間であるという理由だけで，
生まれながらにもっていると考
えられている権利として自然権
を認めてきている。

6 人間が定めた法。人間が制定
したもの（制定法，成文法）や，
慣習として守られているもの
（慣習法）など，人間が意識的・
無意識的につくり出した法。自
然法に相対する考え方。

毎日の生活を普
ふ

通
つう

に過ごし生きてい
くために，自然と社会のなかでできあ
がってきた決まり事。
例．ご飯を食べるときは茶わんを持つ。

基本的に罰則がない

神仏を信じて人間が心の安
らぎを得ようとする行為。神
仏を信

しん

仰
こう

する教え。
例．神に祈る。

すべての人及
およ

びその行為について，
一律に強制的に適用されるルール。

＊命令（「…しなくてはならない」），
禁止（「…してはいけない」）を義務づける。 

⇒守られないと罰則がある。社会規範
（ルール）

法

習　慣

道　徳

宗　教

①身近にある憲法

勤労の義務と権利
〈第26条〉

居住，移転の自由
〈第25条〉

教育を受ける権利
〈第26条〉

両性の合意に基づく
婚
こん

姻
いん

〈第24条〉

選挙権
〈第15条〉

人間として善悪を考え
たときに，正しい行い。
また，正しい行いをする
ために守らなければなら
ないこと。
例．高齢者に席を譲

ゆず

る。

● 社会規範（ルール）
● 自然法
● 実定法

人権保障の原理と日本国憲法2第 章
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……このような時代に平和を構築するため
には私たちはどうしたらよいのだろう。
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朝鮮戦争が勃
ぼっ

発
ぱつ

した翌年1951年に日米安全保

障条約（日米安
あん

保
ぽ

条約）が締
てい

結
けつ

された。この条約

により，日本の安全と極
きょく

東
とう

の平和を維
い

持
じ

するために，アメリカ軍（米

軍）基地を日本国内におくことや日本の周辺における米軍の活動を

認めることとなった。これは日本の平和をアメリカとの同盟関係に

よって維持するとともに，アメリカをはじめとする西側諸国の一員

として外交・防衛政策を進めることを意味した。その後，1960年

には激しい反対運動が起こるなかで，安保条約が改定され，日米相
そう

互
ご

協力及
およ

び安全保障条約（新日米安全保障条約）が結ばれた。この改

正によって，「憲法上の規
き

定
てい

に従う」との条件がついてはいるが，

日本の領域に対して武力攻撃が行われた場合には日米が協力して防

衛の義務を負
お

うこと（日米共同軍事行動），日米両国各々の防衛力の

維持・発展，自由主義の堅
けん

持
じ

と日米の経済協力などさまざまな分野

における協力などが定められた。

また，同時に在日米軍の日本における法的地位を取り決め，在日

米軍にさまざまな特権を与
あた

える日米地位協定も結ばれた。1978年

度以降，在日米軍の日本駐
ちゅう

留
りゅう

時の経費に関しても，その一部を日本

が負
ふ

担
たん

することが継
けい

続
ぞく

されている。

さらに，1978年には，｢日米防衛協力のための指針｣（旧ガイドラ

イン）が定められ，日本以外の極東における事態にまで，日米の軍

事協力が強化されることになった。1997年の新ガイドラインでは，

日米の軍事協力が具体的になり，その実施のために周辺事態法が制

定された。この法律は，周辺事態に際して，米軍の軍事行動に自衛

隊，行政機関，民間が後方支援を行うことを定めた。

2003年に武力攻撃事態法など有事関連三法，

2004年には国民保護法，米軍行動円
えん

滑
かつ

化法な

ど有事関連七法が制定され，有事法制が整えられた。有事法制とは

戦時を想定したものであり，戦時の自衛隊海外派
は

遣
けん

とあわせて考え

ると，現在，憲法の平和主義が岐
き

路
ろ

に立たされているともいえる。

私たちが生きているこの時代は，紛
ふん

争
そう

，テロ，貧困などの脅
きょう

威
い

に

直面している。このような時代に平和を構築するためには私たちは

どうしたらよいだろうか。その解答の一つとして，国連開発計画

（UNDP）は1994年に，「人間の安全保障」という考え方を打ち出し

た。人間の安全保障とは，軍事力による国家の安全保障ではなく，

一人一人の生存権を大切にすることである。この考え方は，日本外

交の柱の一つにもなっている。日本国憲法は，「全世界の国民が」「平

和のうちに生存する権利（平和的生存権）」を確保するために，第９

条で戦争を放
ほう

棄
き

し，戦力をもたないことを定めている。これは人間

の安全保障と同じ方向を示しており，日本国憲法が掲
かか

げる理想の達

成への努力が求められている。

3 日本の安全保障体制と平和の構築

平和の構築

4

3

2

1

日米安全
保障条約

（安保条約第２条）

（1960年締結）

（安保条約第３条）

（安保条約第３条）

U.N. Development Programme

▶p.134 ▶p.135

▶p.134

▶p.159

▶p.134

【前文】

◀p.70

（1970年以降，自動延長）

③各国にみる国防支出総額の比較（The Military Balance）

アメリカ合衆国

中国

イギリス

フランス

日本

ドイツ

サウジアラビア

ロシア

インド

イタリア

ブラジル

大韓民国

億ドル

（2009年）（200億ドル以上の国々）
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383
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②アジア・太平洋地域におけるおもな兵力の状況（概数，
2010年度末　防衛省）

中　国
2,040機 950隻134.1万t160万人（121）

海兵隊1万人

極東
ロシア 8万人（10） 400機 250隻 55万t

（朝鮮民主主義人民共和国）

100万人（27）

1.7万人（5） 60機

在韓アメリカ軍

大韓民国

52万人（42）
海兵隊2.7万人（3）

570機

650隻
10.7万t

190隻 
18.1万t

在日アメリカ軍
1.9万人

（1）
140機

日　本
14万人

（15）

430機

143隻
44.8万tアメリカ第７艦隊

60機（艦載）

20隻33.6万t

たいわん
（台湾）

20万人（45）
海兵隊1.5万人

530機 330隻20.8万t

（　 ）内の数値は，師団，旅団
などの部隊の数の合計。

620機

4 国際的評価の高い日本の政策
に非核三原則がある。非核三原
則とは核兵器について「もたず，
つくらず，もちこませず」とい
う原則で，1968年，当時の佐
藤栄作首相が表明した。日本は
この「もたず，つくらず」とい
う原則を守っているが，アメリ
カは核兵器を日本にもち込むの
ではなく，日本を経由して他の
地域に移動することはできると
解
かい

釈
しゃく

していると考えられる。そ
のため，日米安保条約で定めら
れている事前協議をすることな
しに，米軍が日本国内に核兵器
をもち込んでいたのではないか
という疑問がもたれている。
2010年，日米間で核の日本
へのもち込みに関して黙認する
とした密約の存在が外務省の報
告書によって明らかになった。

1 在日米軍に関して，重要な配
置・装備の変更，日本を基地と
して行われる米軍の作戦行動な
どについては，日米で事前に協
議する（事前協議）ことが取り決
められているが，一度も行われ
たことがなく，取り決めの有効
性が疑問視されている。

2 維持費はアメリカ負
ふ

担
たん

，施設
経費は日本負担となっていたが，
1978年度以降，アメリカ軍関
連の福利厚生関連の費用を一部
負担するようになった。この日
本側の負担費用をさして「思い
やり予算」という。

3 1967年,佐
さ

藤
とう

栄
えい

作
さく

（1901－
1975）内閣が，武器禁輸三原則
（共産圏，国連決議で武器輸出
禁止となった国，国際紛争当事
国とそのおそれのある国への武
器輸出の禁止）を表明，その後，
すべての国への武器輸出が禁止
された。

①防衛関係費の推移（防衛省）
日本の防衛政策の基本原則には，
専守防衛の原則と同時に，軍事
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められている。政府は，1976年，

「防衛費は国民総生産（GNP）の
１％以内とする」と閣

かく

議
ぎ

決定し，
防衛費増大への歯止めとしたが，
しかし，1987年の当初予算で
は歯止めをこえてしまった。
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30 第1章　青年期と現代社会 31第２節　現代に生きる倫理

あなたは今朝から何回鏡を見ただろうか。最近，

大
おとな

人とぶつかったことはないだろうか。自分の

周
まわ

りにいる人がとても優秀にみえてくることはないだろうか。高校

生になると，体が変化することをきっかけに，自分のことをいつも

考えるようになり，自分のしたいことを強く主張して周りの大人に

反抗的な態度をとることもあって，気がつくと周囲の大人や自分自

身でさえも手に負
お

えなくなる。このように変化の激しい青年期を，

ルソーは『エミール』のなかで「第二の誕生」とよんだ。彼は，青

年期を男として女として歩み始める人生の重要な節目であり，自分

の人生に生きようとするスタートの時期と位置づけた。

あなたは，周りから「もう大人なんだから」と

「まだ子どもでしょ」の両方を言われて，自分

はどっちなんだと思ったことがあるだろう。レヴィンは，子どもと

大人の両方の性格をもちながら，どちらにも所属できない境界にい

る青年を境界人（マージナルマン）とよんだ。青年期には自我に目ざ

めて強い自己意識をもち，また他人に自分がどう映
うつ

るかを通して自

分を見つめるようになり，孤独や劣
れっ

等
とう

感，苦悩を強く感じるように

なる。悩みを相談し合い，自分を理解してくれる友人を求めるよう

になるが，友人に近づきすぎて傷つけ合うことも心配であり，距離

のとり方に悩む。この状況をヤマアラシのジレンマという。しかし，

1 青年期とは何か こうした悩みは他人への共感や連帯感のもとにもなる。

青年は親から精神的に独立する心理的離
り

乳
にゅう

を求

めるようになる。また，自分なりの生き方を確

立しようとするようになる。エリクソンは，どんな場合でも変わら

ない自分を確立することをアイデンティティ（自己同一性）の確立と

よび，青年の課題と位置づけた。アイデンティティは自分で考える

自分の姿が他人が考える自分の姿と一
いっ

致
ち

し，簡単には変わらない自

分らしさのことである。そのためには他人に認めてもらえるような

自分なりの生き方を身につけなければならない。エリクソンは，ア

イデンティティの確立は簡単なことではなく，モラトリアム（猶
ゆう

予
よ

期間）といわれる期間にさまざまなことへの試
し

行
こう

錯
さく

誤
ご

を経験するこ

とが必要であるとした。よく自分探しといわれるが，待っていても

自分にふさわしいものは見つからない。まず何かに打ち込むことに

よって自分らしさを確立する努力をすることが大切である。しかし，

時には自分に対する周りと自分の評価が異なると，自分らしさを失

い，苦しむこともある。これをアイデンティティの拡散という。

ゲーテは ｢人は努力する限り迷うものである｣ と言っているが，

私たちはよりよい人生を求めようとすれば努力をする。しかし，親

から独立をしようとしない青年や，大人になることを拒否しようと

する青年がみられる。この背景はさまざまであるが，まずは自分に

は何ができるのか，身のまわりからさまざまなことにチャレンジし，

じっくりと何かに取り組んでみることも大切である。

1
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第二の誕生

 青年の
成長と悩み

アイデンティティ
 の確立

3

2

（フランス・思想家，1712－1778）

（アメリカ・心理学者，1902－1994）

（ドイツ・作家，1749－1832）

（ドイツ・心理学者，1890－1947）

〈精神的離乳〉

▶p.65

『第二の誕生』

わたしたちは，いわば，二回この世に生まれる。一
回目は存在するために，二回目は生きるために。…（略）
…にぶい音をたてて発

はっ

酵
こう

しているものが危険の近づき
つつあることを警告する。気分の変化，たびたびの興

こう

奮
ふん

，たえまない精神の動
どう

揺
よう

が子どもをほとんど手にお
えなくする。まえには素直に従っていた人の声も子ど
もには聞こえなくなる。それは熱病にかかったライオ
ンのようなものだ。子どもは指導者をみとめず，指導
されることを欲しなくなる。…（略）…

これがわたしのいう第二の誕生である。ここで人間
はほんとうに人生に生まれてきて，人間的ななにもの
もかれにとって無縁のものではなくなる。これまでの
わたしたちの心づかいは子どもの遊びごとにすぎなか
った。ここではじめて，それはほんとうに重要な意味
をもつことになる。 

（ルソー著・今野一雄訳『エミール』）

1 小学生の後半は集団でいたず
らをするギャングエイジといわ
れ，中学生が青年前期，高校生
が青年中期，以降が青年後期だ
と大まかに考えられている。

3 ヤマアラシのジレンマを通し
て青年は友人との適切な距離を
発見していくという。

2 マージナルマンを周辺人とす
る場合もある。青年期は，まだ
経験が少ないから，自信がなく，
ときどき不安を強く感じるよう
になる。

4 こうした考え方を青年期危機
説という。それに対し，多くの
青年は危機を普

ふ

通
つう

に穏
おだ

やかに乗
りこえていくとする青年期平

へい

穏
おん

説がある。

5 ピーターパンシンドロームと
いい，童話の主人公のようにい
つまでも大人になることを拒

きょ

否
ひ

する心理のことをさす。

モラトリアムとは，もと
は倒産騒ぎなどが起きた銀
行の預金支払いを国が一時
的に停止する猶予期間の意
味である。これから転じて，
大人への見習い期間であり，
大人が負わなければならな
い義務や責任をまだ免除さ
れている期間をエリクソン
はモラトリアムとよんだ。

モラトリアム

②他人に引き出される私と現実の私

③ヤマアラシのジレンマ

①青年期と境界人

境界人

子ども 青年期 大
おと

  人
な

自分にも
見えない
私

現実の
私

そうか，
私って
こういうところが
あったんだ。

他者によって
引き出される
私

他者の
反応，表情
まなざし
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生になると，体が変化することをきっかけに，自分のことをいつも

考えるようになり，自分のしたいことを強く主張して周りの大人に

反抗的な態度をとることもあって，気がつくと周囲の大人や自分自

身でさえも手に負
お

えなくなる。このように変化の激しい青年期を，

ルソーは『エミール』のなかで「第二の誕生」とよんだ。彼は，青

年期を男として女として歩み始める人生の重要な節目であり，自分

の人生に生きようとするスタートの時期と位置づけた。

あなたは，周りから「もう大人なんだから」と

「まだ子どもでしょ」の両方を言われて，自分

はどっちなんだと思ったことがあるだろう。レヴィンは，子どもと

大人の両方の性格をもちながら，どちらにも所属できない境界にい

る青年を境界人（マージナルマン）とよんだ。青年期には自我に目ざ
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るかを通して自
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等
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感，苦悩を強く感じるように

なる。悩みを相談し合い，自分を理解してくれる友人を求めるよう

になるが，友人に近づきすぎて傷つけ合うことも心配であり，距離

のとり方に悩む。この状況をヤマアラシのジレンマという。しかし，

1 青年期とは何か こうした悩みは他人への共感や連帯感のもとにもなる。

青年は親から精神的に独立する心理的離
り

乳
にゅう

を求

めるようになる。また，自分なりの生き方を確

立しようとするようになる。エリクソンは，どんな場合でも変わら

ない自分を確立することをアイデンティティ（自己同一性）の確立と

よび，青年の課題と位置づけた。アイデンティティは自分で考える

自分の姿が他人が考える自分の姿と一
いっ

致
ち

し，簡単には変わらない自

分らしさのことである。そのためには他人に認めてもらえるような

自分なりの生き方を身につけなければならない。エリクソンは，ア

イデンティティの確立は簡単なことではなく，モラトリアム（猶
ゆう

予
よ

期間）といわれる期間にさまざまなことへの試
し

行
こう

錯
さく

誤
ご

を経験するこ

とが必要であるとした。よく自分探しといわれるが，待っていても

自分にふさわしいものは見つからない。まず何かに打ち込むことに

よって自分らしさを確立する努力をすることが大切である。しかし，

時には自分に対する周りと自分の評価が異なると，自分らしさを失

い，苦しむこともある。これをアイデンティティの拡散という。

ゲーテは ｢人は努力する限り迷うものである｣ と言っているが，

私たちはよりよい人生を求めようとすれば努力をする。しかし，親

から独立をしようとしない青年や，大人になることを拒否しようと

する青年がみられる。この背景はさまざまであるが，まずは自分に

は何ができるのか，身のまわりからさまざまなことにチャレンジし，

じっくりと何かに取り組んでみることも大切である。
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これがわたしのいう第二の誕生である。ここで人間
はほんとうに人生に生まれてきて，人間的ななにもの
もかれにとって無縁のものではなくなる。これまでの
わたしたちの心づかいは子どもの遊びごとにすぎなか
った。ここではじめて，それはほんとうに重要な意味
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あなたの生きてきた時代には何があったのか

「現代社会」の「現代」とは
いつなんだろう？
……阪神・淡路大震災，
　　同時多発テロ事件，
　　アベノミクス

　 　 　 　 …

高校生が生まれたであろう時代から，
現在までのできごとを俯瞰しました。

エリクソンは，どんな場合でも変わら
（アメリカ・心理学者，1902－1994）

ゲーテは ｢人は努力する限り迷うものである｣ と言っているが，
（ドイツ・作家，1749－1832）
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第3 編 共生社会を
目ざして

第3編は，第2編の学習を下敷き
とした「まとめ」をする部分です。
「個人と社会」「社会と社会」「現
在世代と将来世代」の３テーマ
について，ディベートやプレゼ
ンテーション，小論文作成など
でアクティブに学びます。
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88 第4章　現代の経済社会と経済活動のあり方 89第1節　現代経済の仕組み

あなたは，経済と聞いてどのような言葉をまず

思い浮かべるだろうか。お金と答える人も多い

だろう。ただの紙切れにすぎないお金で，どうしてさまざまな商品

を買うことができるのか，不思議に思ったことはないだろうか。

社会の生産力が向上すると，生産物は市場での交換を目的として

生産される商品になった。商品の交換は，初めは物々交換で行われ

ていたが，商品の種類が増えるとともに，だれもが欲しがる商品を

仲立ちとするようになった。それが，やがてお金（貨
か

幣
へい

）に置き換
か

え

られてお金が交換の仲
ちゅう

介
かい

を担
にな

うようになり，市場経済（商品経済，

貨幣経済）が発達した。貨幣には，初めは金・銀などの貴
き

金
きん

属
ぞく

が用

いられていたが，取
とり

引
ひき

量が高まるにつれて，政府や中央銀行がその

価値を保証する紙幣や硬貨が使用されるようになった（管理通貨制

度）。このように国家の発行する貨幣が，社会の仕組みに欠かせな

い存在になったのが，私たちが暮らしている資本主義経済である。

封
ほう

建
けん

制社会の後期になると，地主や商人のなか

に貨幣をたくわえる者があらわれ，生産手段と

労働力を手に入れて，もうけ（利
り

潤
じゅん

）を目的に工業を営
いとな

む者（資本家）

が出てきた。この利潤を生み出すもとになる貨幣を資本という。一

方，地主のもとで働いていた農民は，地主の土地を離れて都市に移

2 経済社会のあゆみとその変容 り，労働者が生み出されていった。労働者は土地を自由に移動でき

るようになったが，生産手段を所有していないため，資本家に労働

力を提供し，その見返りに賃
ちん

金
ぎん

を手に入れることになった（労働力

の商品化）。このようにして資本主義経済は成立した。

18世紀後半にイギリスで始まった産業革命に

よって，それまでの道具を使った工場制手工業

（マニュファクチュア）にかわって，機械が生産の中心となる工場制

機械工業が確立した。19世紀後半には重工業が発展し，企業規模

が拡大するとともに，少数の大企業が市場を支配するようになり，

自由競争的資本主義から独占資本主義の時代へと移行した。同時に，

先進国は資源や市場を求めて植民地化を進めた（帝国主義）。生産力

の飛躍的向上と大量生産を可能にした資本主義経済は，好況と不況

の景気循環を伴
ともな

いながら拡大してきたが，1929年にアメリカで起

こった世界恐
きょう

慌
こう

は，世界の資本主義諸国を大不況に陥
おとしい

れた。アメ

リカのローズヴェルト大統領は，大規模な公共事業であるニューデ

ィール政策を実
じっ

施
し

して景気回復を目ざした。この政策の背景には，

ケインズの有
ゆう

効
こう

需
じゅ

要
よう

の理論の考え方があり，その後，国家が経済活

動に積極的な役割を果
は
たし，資本主義経済を支えるようになった。

こうして現代の資本主義経済は，市場経済と政府による計画経済を

組み合わせて運営されている（混合経済）。

経済社会と
お金の役割

資本主義経済
 の始まり

1

3

資本主義経済
 の変容

（イギリス・経済学者，1883－1946）

（1882－1945）

▶p.92

▶p.106

2

▶p.100

▶p.101

▶p.101 5

世界恐慌後のア

メリカでは，労働

者の約４分の１に

あたる1,500万人

が失業し，社会不

安は頂点に達して

いた。このような

状況に対してロー

ズヴェルト大統領

は，大規模な公共事業などによって雇用不足と民間企

業の投資の空白を埋
う

めようとした。これはニューディ

ール政策といわれ，具体的にはテネシー川流域開発公
社（TVA）（▶p.103）の設立（1933年）や社会保障法の制
定（1935年，▶p.118）などが行われた。

ニューディール政策

②ニューディール政策によるテ
ネシー川のダム（アメリカ）

マルクスに代表される社会主義思想は，不況・失業

を伴う景気循環や分配の不平等を資本主義経済の問題

点としてとらえ，生産手段を社会全体の所有（生産手
段の社会的所有）にし，生産を利潤追求ではなく社会
全体の意志により計画的に行う（計画経済）ことをおも
な内容としている。その実現を目ざしたのが1917年

のロシア革命によって成立したソビエト社会主義共和
国連邦 (ソ連 )であった。すべての人が平等である社
会主義を目ざし，第二次世界大戦後はアメリカと世界

を二分する超大国として存在した（▶p.130）。しかし，

政治・経済両面に及
およ

ぶ官
かん

僚
りょう

的で非効率的な仕組みが，

高まる国民の消費に対する要求にこたえられず，

1991年にソ連は解体しCIS（独立国家共同体）に移行
した。現代の資本主義国家が，政府による積極的な経

済政策や福祉政策を実施し，計画経済の要素を取り入

れていることは，社会主義国家の存在とその思想が大

きな影響力を与えてきたことを示している。

社会主義の思想とソ連

資本主義経済において発生

する恐慌や失業は自由放任政

策では解決しないと考え，国

家が財政支出を拡大して有効

需要（▶p.89）の増大をはか

り，完全雇用を実現すべきだ

とした。国家が積極的な財政

政策や金
きん

融
ゆう

政策を行うことに

よって恐慌を克
こく

服
ふく

するという

考えは，第二次世界大戦後，アメリカをはじめ資本主

義各国で採用されたが，財政赤字やスタグフレーショ

ン（▶p.101）などの新たな問題が発生した。主著は『雇

用，利子および貨幣の一般理論』。

ケインズ
（イギリス・経済学者，1883－1946）

友人エンゲルス（ドイツ・

経済学者，1820－1895）と

ともに，科学的社会主義（マ

ルクス経済学）の理論を築

いた。アダム＝スミス（イギ
リス・経済学者，1723－

1790［▶p.95］）の理論を発

展させ，商品の価値は，そ

の生産に必要な労働量によ

り規定されるという労働価値説を説
と

いた。また，資本主

義社会における資本家と労働者の階級対立や，恐慌の

周期的発生といった矛
む

盾
じゅん

を，資本主義経済の分析を通

じて理論的に解明し，社会主義思想に科学的根拠を与
あた

えた。主著は三巻からなる『資本論』。

カール＝マルクス
（ドイツ･経済学者，1818－1883）

①資本主義経済の展開

1800年

1850年

1900年

1950年

〈工場制手工業〉

（綿工業中心）
〈工場制機械工業の確立〉

〈帝国主義〉

〈第一次世界大戦〉

〈第二次世界大戦〉

〈経済の国際化〉

〈ME化，経済のソフト化・
サービス化〉

◆ワットが蒸気機関改良

◆鉄道開設

◆重工業の発展

植民地の再分割
◆製鉄業の技術革新

◆化学工業の発展
◆フォードシステム

◆世界恐慌
◆ニューディール政策

◆公害と環境破壊が進む
◆石油危機

◆EU誕生
◆アジア通貨危機

◆世界金融危機
◆欧州経済危機

◆ジェニー紡績機の発明
ぼうせき き

混
合
経
済

独
占
資
本
主
義

自
由
競
争
的
資
本
主
義

産
業
革
命

2000年

1 代表的な例として，イギリス
におけるエンクロージャー（囲

かこ

い込
こ

み）があげられる。毛織物
業の発展で羊毛価格が上昇した
ので，領主は農

のう

奴
ど

を土地から追
い出し，牧草地に変えた。これ
をトマス＝モア（イギリス・思
想家，1478－1535）は著書『ユ
ートピア』のなかで「羊

ひつじ

が人を
食う」と表現した。

3 ただ「欲しい」というのでは
なく，実際にお金で買うことの
できる需要（有効需要）を政府が
創出し，景気と雇

こ

用
よう

の回復をは
かるという考え。

2 18世紀後半からイギリスで
始まり，道具から機械（動力）に
よる生産へと技術革新が起こっ
た。生産量の飛

ひ

躍
やく

的な向上とと
もに，長時間労働や環境破壊な
どの弊

へい

害
がい

ももたらされた。

● 市場経済
● 産業革命
● 有効需要

……なぜ，１台数万円も
するはずのパソコンが
100円で販売できるの
だろうか。

7

5

10

15

20

25

30

35

5

10

15

174 第3編　共生社会を目ざして 175ディベートの秘訣／プレゼンテーションの秘訣

▶１．ディベートをやってみよう！

ディベートはあるテーマ（論題）の肯定側か否定側の立場から討論をして，審
しん

判
ぱん

が勝敗を決するゲー

ムで，説得力・聴く力・資料調査・社会への関心など総合的な力をつけることができる。

＊ルール：進行の順番と制限時間を守ること。

▶２．ディベートの準備

１．論題を決める。

２．1チームを4人ほどでつくり，論題の肯定側か否定側の立場を決定する。

３．新聞・書
しょ

籍
せき

・インターネットなどから自分たちに有利な資料を集める。その資料を証
しょう

拠
こ

に使い

ながら，立論を組み立てる。

４．対戦相手の立論を予想して，崩
くず

すための資料も用意しておく。

◆ディベート論題の例　肯定と否定が分かりやすい「政策」をテーマとした例。

日本は，ペットに税金をかけるべきである。（税について考える）

日本は，死刑制度を廃
はい

止
し

して終身刑にするべきである。（法律について考える）

日本は，二院制の国会を，一院制にするべきである。（政治について考える）

日本は，道州制を導入するべきである。（地方自治について考える）

◆立論の例　肯定側はメリット，否定側はデメリットを出し合って比較する方法の例。

論　題；「日本は，二院制の国会を，一院制にするべきである。肯定か否定か。」

肯定側；「国会を一院制に。メリットは，一院制だと法案成立にかける審
しん

議
ぎ

と決定までの時間が

早くなること。政府の政策実行も速まり，変化に迅
じん

速
そく

に対応できるようになります。」　

否定側；「デメリットは，法案が一つの議院だけで審議・議決するようになれば，慎
しん

重
ちょう

で十
じゅう

分
ぶん

な

審議が行われず，まちがった法案でも誤
あやま

りが正せなくなり，国民生活に悪い影響が出ます。」

▶３．ディベートの進行の項目と時間（例）

肯定側立論（4分）→否定側質疑と肯定側の応

答（2）→ 否定側立論（4）→肯定側質疑と否定

側の応答（2）→否定側第１反
はん

駁
ばく

（3）→肯定側

第１反駁（3）→否定側第２反駁（3）→肯定側

第２反駁（3）→審判団による判定・講評（5）

※各項目は全員で分
ぶん

担
たん

する。　

※質疑は，立論で不明な部分を明らかにする。

※反駁は，相手の立論のまちがいを指摘し，

自分たちへの反駁に再反駁する。　

※その他の工夫 ・それぞれの項目の前に1分間の「作戦タイム」を入れる。

  ・反駁が難しい場合は，15分間程度の「全員による討論時間」に変えてもいい。

▶４．審判の判定

審判団は，メリットとデメリットの大きさや，立論や反駁の論理的な明確さなどを判定するための

判定表に基
もと

づいて公正中立に判定し，勝ったと思う側に投票し，投票数の多い側を勝ちとする。そ

れぞれのチームに審判からの「講評」があるとディベートの張り合いが出る。

▶１．プレゼンテーションをやってみよう！

伝えたいことを相手にわかりやすく伝えることをプレゼンテーションという。プレゼンテーション

には，伝えたい内容を適切に要約するとともに，伝える相手にはっきりとわかりやすく表現する工

夫が必要である。

▶２．プレゼンテーションの準備

会場の広さや，設備（マイクの使用が必要か，パソコンは使えるかなど）の状況などを把
は

握
あく

しておこ

う。会場の広さによって声の大きさ，資料の枚数，掲示物の大きさなどが決まってくる。

▶３．ストーリーをつくろう

プレゼンテーションのもち時間に合わせて，ストーリー（発表の進め方と時間配分）を考えよう。

＊Ⅰ 導入 ⇒ Ⅱ 本論 ⇒ Ⅲ 結論 に沿って，話す内容のポイントをまとめて，原稿をつくろう。

（プレゼンテーションの流れの例）

Ⅰ 導入；プレゼンテーションの全体の流れを要約して話す。

Ⅱ 本論；

Ⅲ 結論；ポイントを再度まとめる。

＊質問を受けつける；質問にこたえる（その場でこたえられないものは，あとで対応する）。

▶４．資料づくり

レジュメ，模
も

造
ぞう

紙
し

などを使った資料を作成しよう。

；内容要約型・資料提示型など，プレゼンテーションのストーリーに合わせて作成しよう。

▶５．表現方法を工夫しよう

◆パソコン … プレゼンテーション用ソフトを利用する。画像取り込みや移りかわりを表現するの

に有効である。必ず事前にパソコンまわりの環境のチェックをしよう。

◆スキット（寸
すん

劇
げき

） … 口頭で行う状況説明がわかりにくく，単調になりそうな場合に行う。

◆実物資料の展示・閲
えつ

覧
らん

 … 回覧して手に取り見てもらう。回覧するタイミングにも工夫が必要。

司　会 記録・時計

審判・ジャッジ席

（否定側） （肯定側）

ディベートの秘
ひ

訣
けつ

　「ゲームだけれど，真剣に戦おう…」◆ スキルを磨
みが

くⅣ プレゼンテーションの秘訣　「心に残る，発表をしよう…」◆ スキルを磨くⅤ

②結論にいたる，道
みち

筋
すじ

を示していく（複
数の調査の結果を発表するなど，根

こん

拠
きょ

を積み重ねて肉づけしていく）。

③別の観点から，結論を裏づけるような
資料を提示する（他者による論文の提
示をするなど，多面的な見方を示す）。

①最初に結論を位置づける

⇒ 話し方を工夫しよう
・スピード
・話す間のあけ方
・視線の向き
・「たとえ」を入れる
・身振りや手振りを交える
・その他；発音に注意し，

棒読みは避
さ

けるなど

プレゼンテーションの留意点

第 4章 現代の経済社会と経済活動のあり方
「経済」をテーマに，経済の仕組み，経済政策，経済のあゆみと課題について扱います。
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図①からもわかるように，コーヒーは「コーヒ

ーベルト」とよばれる，赤道をはさんだ熱帯地

方で生産される。世界のコーヒー生産量は約820万t（2008年）。生

産国のほとんどは，アジア，アフリカ，ラテンアメリカなど「南」

の発展途上国であり，これらの国々での消費量は４分の１にすぎず，

残りの４分の３は輸出されている。一方，輸入国は主として北アメ

リカ，ヨーロッパ，日本など「北」の先進国であり，品質の良いコ

ーヒー豆を中心に輸入している。コーヒーには，「南」がつくり，

「北」が飲むという構造ができあがっている。

コーヒーの原産地はエチオピアのカッファ地方

といわれている。コーヒーはアラビア半島を経

由してヨーロッパそしてアメリカへと伝わった。18世紀初頭のロ

ンドンには，3,000軒ものコーヒーハウスがつくられ，知識獲
かく

得
とく

や

情報交換の場
ば

としても利用された。こうした欧米からのコーヒー需
じゅ

要
よう

を支えたのが，植民地につくられたコーヒーのプランテーション

であった。欧米人によって開発されたプランテーションでは，奴
ど

隷
れい

や先住民・移民などの安い労働力を使って，消費国への輸出用換金

作物として大規模なコーヒー栽培が行われた。

①コーヒー生産国と輸入国（FAO）

コーヒー豆生産国（20万 t 以上）
コーヒー豆輸入国（20万 t 以上） （コーヒー輸入量）10万 t

（コーヒー生産量）10万 t

ドイツベルギー

イタリア

ブラジル

グアテマラ

コロンビア

エチオピア

インド

日本

ベトナム

インドネシア

ペルー

スペイン

フランス

アメリカ

メキシコ

（2009年）

②コーヒーの収穫から消費まで

1
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（2010年）

③年間一人当たりのコーヒー
消費量の比較（国際コーヒー機
関）

図①を見て，コーヒーの生産国と輸入国を比較してみよ

う。生産国と輸入国はどのような特徴をもった国々だろ

うか。

考えて
みよう

Ⅰ

「南」が作り
「北」が飲む

コーヒー生産
 の歴史

Ⅰ．収穫（ニカラグア） Ⅱ．乾燥（エチオピア）

Ⅲ．焙
ばい

煎
せん

（日本）

Ⅳ．カフェ（ドイツ）

たり１年間でどのくらいコーヒーを飲ん

でいるか知っていますか？

；難しいわ。赤ちゃんや老人は，コーヒー

を飲まないだろうし…。

；日本が輸入しているコーヒー豆の量は世

界第４位，一人当たり約３kgで，１杯

10gが必要だとすると，１年間に約300

杯を飲んでいる計算になります。

；そんなに飲んでいるんだ，知らなかった。

でも，コーヒーってどこから輸入してる

のですか？

；ブラジルは有名だと思うけど，あとは

…？　日本でも収
しゅう

穫
かく

できるのかしら？

；みんな，今日の朝食は何を食べたかな？

；私は，ごはんにみそ汁，おかずは卵と…。

；私の家は，いつもパンとコーヒー。朝起

きるとコーヒーのいい香りがするの。

；君もコーヒーは飲む？

；勉強していて眠
ねむ

気
け

覚
ざ

ましにインスタント

コーヒーをつくって飲みます。コンビニ

や自動販売機で缶コーヒーを買うことも

あります。先生はいかがですか？

；私も，喫
きっ

茶
さ

店やコーヒーチェーン店によ

く行きます。ところで，日本人は一人当

トーク セッション

1 欧米人が，その植民地であっ
たアジア・アフリカ・ラテンア
メリカの熱帯地域で，バナナや
天然ゴムなどの熱帯原産の作物
や，茶やコーヒーなどの嗜

し

好
こう

品
作物をつくるために開いた大農
園をプランテーションという。

Subject；
◆コーヒーの生産・流通・消
費をめぐる問題について考
えてみよう。

分析ポイント 1「苦い」コーヒー　
～生産者と消費者を結ぶもの

社会
社会

と

……共に生きる社会をつくるためにどうしたらよいか，
考えていくことにしよう。

5

10

15

5

10

15

20

88 第4章　現代の経済社会と経済活動のあり方 89第1節　現代経済の仕組み

あなたは，経済と聞いてどのような言葉をまず

思い浮かべるだろうか。お金と答える人も多い

だろう。ただの紙切れにすぎないお金で，どうしてさまざまな商品

を買うことができるのか，不思議に思ったことはないだろうか。

社会の生産力が向上すると，生産物は市場での交換を目的として

生産される商品になった。商品の交換は，初めは物々交換で行われ

ていたが，商品の種類が増えるとともに，だれもが欲しがる商品を

仲立ちとするようになった。それが，やがてお金（貨
か

幣
へい

）に置き換
か

え

られてお金が交換の仲
ちゅう

介
かい

を担
にな

うようになり，市場経済（商品経済，

貨幣経済）が発達した。貨幣には，初めは金・銀などの貴
き

金
きん

属
ぞく

が用

いられていたが，取
とり

引
ひき

量が高まるにつれて，政府や中央銀行がその

価値を保証する紙幣や硬貨が使用されるようになった（管理通貨制

度）。このように国家の発行する貨幣が，社会の仕組みに欠かせな

い存在になったのが，私たちが暮らしている資本主義経済である。

封
ほう

建
けん

制社会の後期になると，地主や商人のなか

に貨幣をたくわえる者があらわれ，生産手段と

労働力を手に入れて，もうけ（利
り

潤
じゅん

）を目的に工業を営
いとな

む者（資本家）

が出てきた。この利潤を生み出すもとになる貨幣を資本という。一

方，地主のもとで働いていた農民は，地主の土地を離れて都市に移

2 経済社会のあゆみとその変容 り，労働者が生み出されていった。労働者は土地を自由に移動でき

るようになったが，生産手段を所有していないため，資本家に労働

力を提供し，その見返りに賃
ちん

金
ぎん

を手に入れることになった（労働力

の商品化）。このようにして資本主義経済は成立した。

18世紀後半にイギリスで始まった産業革命に

よって，それまでの道具を使った工場制手工業

（マニュファクチュア）にかわって，機械が生産の中心となる工場制

機械工業が確立した。19世紀後半には重工業が発展し，企業規模

が拡大するとともに，少数の大企業が市場を支配するようになり，

自由競争的資本主義から独占資本主義の時代へと移行した。同時に，

先進国は資源や市場を求めて植民地化を進めた（帝国主義）。生産力

の飛躍的向上と大量生産を可能にした資本主義経済は，好況と不況

の景気循環を伴
ともな

いながら拡大してきたが，1929年にアメリカで起

こった世界恐
きょう

慌
こう

は，世界の資本主義諸国を大不況に陥
おとしい

れた。アメ

リカのローズヴェルト大統領は，大規模な公共事業であるニューデ

ィール政策を実
じっ

施
し

して景気回復を目ざした。この政策の背景には，

ケインズの有
ゆう

効
こう

需
じゅ

要
よう

の理論の考え方があり，その後，国家が経済活

動に積極的な役割を果
は
たし，資本主義経済を支えるようになった。

こうして現代の資本主義経済は，市場経済と政府による計画経済を

組み合わせて運営されている（混合経済）。

経済社会と
お金の役割

資本主義経済
 の始まり

1

3

資本主義経済
 の変容

（イギリス・経済学者，1883－1946）

（1882－1945）

▶p.92

▶p.106

2

▶p.100

▶p.101

▶p.101 5

世界恐慌後のア

メリカでは，労働

者の約４分の１に

あたる1,500万人

が失業し，社会不

安は頂点に達して

いた。このような

状況に対してロー

ズヴェルト大統領

は，大規模な公共事業などによって雇用不足と民間企

業の投資の空白を埋
う

めようとした。これはニューディ

ール政策といわれ，具体的にはテネシー川流域開発公
社（TVA）（▶p.103）の設立（1933年）や社会保障法の制
定（1935年，▶p.118）などが行われた。

ニューディール政策

②ニューディール政策によるテ
ネシー川のダム（アメリカ）

マルクスに代表される社会主義思想は，不況・失業

を伴う景気循環や分配の不平等を資本主義経済の問題

点としてとらえ，生産手段を社会全体の所有（生産手
段の社会的所有）にし，生産を利潤追求ではなく社会
全体の意志により計画的に行う（計画経済）ことをおも
な内容としている。その実現を目ざしたのが1917年

のロシア革命によって成立したソビエト社会主義共和
国連邦 (ソ連 )であった。すべての人が平等である社
会主義を目ざし，第二次世界大戦後はアメリカと世界

を二分する超大国として存在した（▶p.130）。しかし，

政治・経済両面に及
およ

ぶ官
かん

僚
りょう

的で非効率的な仕組みが，

高まる国民の消費に対する要求にこたえられず，

1991年にソ連は解体しCIS（独立国家共同体）に移行
した。現代の資本主義国家が，政府による積極的な経

済政策や福祉政策を実施し，計画経済の要素を取り入

れていることは，社会主義国家の存在とその思想が大

きな影響力を与えてきたことを示している。

社会主義の思想とソ連

資本主義経済において発生

する恐慌や失業は自由放任政

策では解決しないと考え，国

家が財政支出を拡大して有効

需要（▶p.89）の増大をはか

り，完全雇用を実現すべきだ

とした。国家が積極的な財政

政策や金
きん

融
ゆう

政策を行うことに

よって恐慌を克
こく

服
ふく

するという

考えは，第二次世界大戦後，アメリカをはじめ資本主

義各国で採用されたが，財政赤字やスタグフレーショ

ン（▶p.101）などの新たな問題が発生した。主著は『雇

用，利子および貨幣の一般理論』。

ケインズ
（イギリス・経済学者，1883－1946）

友人エンゲルス（ドイツ・

経済学者，1820－1895）と

ともに，科学的社会主義（マ

ルクス経済学）の理論を築

いた。アダム＝スミス（イギ
リス・経済学者，1723－

1790［▶p.95］）の理論を発

展させ，商品の価値は，そ

の生産に必要な労働量によ

り規定されるという労働価値説を説
と

いた。また，資本主

義社会における資本家と労働者の階級対立や，恐慌の

周期的発生といった矛
む

盾
じゅん

を，資本主義経済の分析を通

じて理論的に解明し，社会主義思想に科学的根拠を与
あた

えた。主著は三巻からなる『資本論』。

カール＝マルクス
（ドイツ･経済学者，1818－1883）

①資本主義経済の展開

1800年

1850年

1900年

1950年

〈工場制手工業〉

（綿工業中心）
〈工場制機械工業の確立〉

〈帝国主義〉

〈第一次世界大戦〉

〈第二次世界大戦〉

〈経済の国際化〉

〈ME化，経済のソフト化・
サービス化〉

◆ワットが蒸気機関改良

◆鉄道開設

◆重工業の発展

植民地の再分割
◆製鉄業の技術革新

◆化学工業の発展
◆フォードシステム

◆世界恐慌
◆ニューディール政策

◆公害と環境破壊が進む
◆石油危機

◆EU誕生
◆アジア通貨危機

◆世界金融危機
◆欧州経済危機

◆ジェニー紡績機の発明
ぼうせき き

混
合
経
済

独
占
資
本
主
義

自
由
競
争
的
資
本
主
義

産
業
革
命

2000年

1 代表的な例として，イギリス
におけるエンクロージャー（囲

かこ

い込
こ

み）があげられる。毛織物
業の発展で羊毛価格が上昇した
ので，領主は農

のう

奴
ど

を土地から追
い出し，牧草地に変えた。これ
をトマス＝モア（イギリス・思
想家，1478－1535）は著書『ユ
ートピア』のなかで「羊

ひつじ

が人を
食う」と表現した。

3 ただ「欲しい」というのでは
なく，実際にお金で買うことの
できる需要（有効需要）を政府が
創出し，景気と雇

こ

用
よう

の回復をは
かるという考え。

2 18世紀後半からイギリスで
始まり，道具から機械（動力）に
よる生産へと技術革新が起こっ
た。生産量の飛

ひ

躍
やく

的な向上とと
もに，長時間労働や環境破壊な
どの弊

へい

害
がい

ももたらされた。

● 市場経済
● 産業革命
● 有効需要

POINT

5

学習内容を特に深めたいところ
には，小コラムを配置しました。
また，特に重要人物の解説につ
いても，囲み記事的にまとめま
した。

トークセッションを各項目に設けて，
学習ポイントを会話の中に入れ込み
ました。
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人種とは，肌
はだ

の色など身体的な特徴による区分

をさし，民族とは，文化や言語や宗教などを共

有する集団を示すといわれる。しかし，人間の歴史において，この

二つの概
がい

念
ねん

は厳密に区別されてきたわけではない。フランス革命以

降，ナショナリズムの高まりとともに国民国家の思想が世界に広ま

り，さらに20世紀に入ると，民族の運命は大国などの「他者」で

はなく「自分たち自身」の手で決めるべきだとする民族自決主義が

唱
とな

えられ，国際社会でも広く認められるようになった。第二次世界

大戦後は，国連憲章に民族自決の原則が盛り込まれ，民族自決はご

く当然で基本的な原則となった。しかし，世界をみわたすと，複数

の異なる民族から成り立っている国がほとんどであり，アメリカの

ような多民族国家も少なくない。だれがどの民族に属するかについ

て，絶対的な基準が存在するわけでもない。民族が異なれば文化や

宗教も異なるので，これが政治と結びつくと民族対立を引き起こし，

悪化すると武力衝
しょう

突
とつ

や紛争へと発展することもある。

冷戦終結後，世界各地で民族紛争が急増し，大

きな問題となっている。ユーゴスラビアでは，

共産主義支配が崩
ほう

壊
かい

した後に各民族共和国が独立を宣言し，激しい

内戦が起こった。その過程で凄
せい

惨
さん

な民族浄化（エスニック－クレン

ジング）や集団虐
ぎゃく

殺
さつ

（ジェノサイド）が発生し，冷戦後の平和を期待

していた世界中の人々に衝撃を与
あた

えた。アフリカのルワンダ内戦で

は，数十万人以上が虐殺されたとされている。また中国では，チベ

ット人がチベット仏教を，ウイグル人がイスラームを信仰している

ことなどに対し，それぞれ漢民族から民族文化や宗教などについて

弾圧を受けていると主張しており，より進んだ自治や分離独立を求

めて運動を展開している。その他，ロシアと同国からの独立を求め

る勢力の対立であるチェチェン紛争や，複数の宗教が聖地をめぐっ

て対立するパレスチナ問題など，民族の衝突は後を絶
た

たない。

人種・民族問題を解決することは，私たちには

できないのだろうか。南アフリカ共和国を例と

して考えていこう。南アフリカでは長い間，アパルトヘイト（人種

隔離政策）がとられ，白人が黒人やカラード（有色人種）を厳しく差

別してきた。しかし，国際社会からの圧力や粘
ねば

り強い抵抗運動によ

って，ついにアパルトヘイトは1991年に廃
はい

止
し

された。その後も，

政権を握
にぎ

った黒人によって白人への報復が起きないよう，真実和解

委員会が設置され，人種間の和解と国民の統
とう

合
ごう

を目ざす政策が実
じっ

施
し

されてきた。一方，マケドニアや東ティモールでは，紛争が起こる

前に国連が部隊を派
は

遣
けん

する予防外交が成功し，大規模な内戦や国際

紛争を回避することができた。国際社会の対応しだいでは問題解決

が可能であることを，この二つの例は示している。

地域紛
ふん

争
そう

と人種・民族問題1

解決への糸口

7

5

6

4

3

21

頻
ひん

発
ぱつ

する
地域紛争

 人種，民族，
 国家

（1994－1996年，1999－2009年）

（1994年）

（1991－1995年）

（1948年－）

◀p.127

（1789－1799年）

◀p.130

ある民族が団結して国家
の統一を成功させたり，植
民地から独立したり，国民
が協力して経済発展を遂

と

げ
ることは，ナショナリズム
の肯定的な面といえる。し
かし，自分たちの民族の偉
大さや優秀さを強調するあ
まり，他の民族に対して差
別や偏

へん

見
けん

をもったり，とき
には排

はい

斥
せき

したり攻撃したり
することは，ナショナリズ
ムの否定的な面といえるだ
ろう。このようにナショナ
リズムには二面性がある。

ナショナリズム

②イスラエルの領土の変遷　パレスチナ（地中海東部）では，さまざまな宗教を信仰する人が同じアラブ人として共存し
てきた。しかし，第二次世界大戦後に建国されたユダヤ人国家イスラエルは，建国以来，周辺アラブ諸国との間に発生し
た数度に及ぶ戦争を通じて，多くの難民を生み出しながら現在の領土を確保した。現在でも断続的に紛争が続いている。

1947年（国連による分割案）
第一次中東戦争後
（1948～1949年）

第三次中東戦争後
（1967年）

暫定自治合意後
（1993年）

エルサレム
川

ヨ
ル
ダ
ン

死
海

パ
レ
ス
チ
ナ

（
イ
ギ
リ
ス
委
任
統
治
領
）

イ
ス
ラ
エ
ル

イ
ス
ラ
エ
ル

イ
ス
ラ
エ
ル

海

中

地

川

ヨ
ル
ダ
ン

川

ヨ
ル
ダ
ン

川

ヨ

ス

ス

エ

エ

ズ

ズ

湾

運
河

ル
ダ
ン

死
海

死
海

死
海海

中

地

海

中

地
地中海

エルサレム

エルサレム

エルサレム エリコ

ゴラン高原 ゴラン高原

レバノン レバノンレバノン

ヨルダン

ヨルダン
ヨルダンサウジ

アラビア
エジプト

エジプトエジプト

シ
リ
ア

シ
リ
ア

シ
リ
ア

シ
ナ
イ
半
島

ヨルダン川
西岸地区 ヨルダン川

西岸地区
ガザ地区

ガザ地区

ユダヤ人国家
アラブ人国家

イスラエル 第三次中東戦争で
イスラエルが占領
した地域

暫定自治地域

0 100km 0 100km 0 100km 0 100km

5 かつてサッカー日本代表チー
ムの監督を務

つと

めたオシム氏はユ
ーゴスラビアのサラエヴォ（現
在のボスニア・ヘルツェゴビナ
の首都）出身であり，内戦中は
家族と離ればなれの生活を送ら
ざるをえなかった。

6 ルワンダでは，少数派ツチ族
が多数派フツ族を支配していた
が，そこに植民地支配に乗り込
んできたベルギーとドイツは封
建的支配を利用し，両民族の関
係を悪化させた。特に1990年
代以降，両民族の争いは内戦と
なり，わずか3か月間で80～
100万人が殺害された。

7 アパルトヘイトのもとで行わ
れた人権侵

しん

害
がい

の調査，政治犯の
釈
しゃく

放
ほう

，被害者の復権などを，公
平・中立な委員会が実行する仕
組みである。懲

ちょう

罰
ばつ

や復
ふく

讐
しゅう

ではな
く，かつて対立した人種や民族
間の共存を目的とする。南アフ
リカでの成功を受けて，これ以
降，世界各地の紛争地域で，真
実和解委員会が設置された。

①かつてのユーゴスラビアの
民族構成（1990－1991年）

オーストリア ハンガリー

ルーマニア

ギリシャ

ブ
ル
ガ
リ
ア

ア
ル
バ
ニ
ア

（ZALOZNISTVO SLOVENSKE KNJIGE 1991年版）

＾ ＾

0 200km

セルビア人

クロアチア人

アルバニア人

ボスニア系
モスレム人
スロベニア人

マケドニア人

モンテネグロ人

ハンガリー人

スロバキア人

ブルガリア人

スロベニア

クロアチア

コソボ

マケドニア

（Diercke Weltatlas1991年版ほか）

0 200km

セルビア

ボスニア・
ヘルツェゴビナ

モンテ
ネグロ

ザグレブ

サラエボ

ベオグラード

スコピエポドゴリツァ

プリシュティナ

リュブリャナ ボイ
ボディナ
  自治州

スロベニア 8

ボスニア系
モスレム人

アルバニア人 

マケドニア人 

その他
モンテネグロ人 3 セルビア人

総人口
2,384万人
1990年

クロアチア人 

36％

20

6
10

8

9

1 民族の統一・独立を目的とし
て強調し，進めていく思想や運
動。「民族主義」，「国家主義」な
ど，さまざまに訳される。

2 一つの民族は一つの国家をも
つべきだとする考え方。英語で
nation-stateという。

3 国連憲章第1条の2には，「人
民の同権及

およ

び自決の原則の尊重
に基

き

礎
そ

をおく諸国間の友好関係
を発展させること」とあり，国
連の目的の一つとされている。

4 対立する民族を迫
はく

害
がい

し，住ん
でいた土地から追放したり殺害
したりすることによって排

はい

除
じょ

し，
自民族が多数派として支配的地
位を確立しようとする民族差別
政策をいう。

● ナショナリズム
● 地域紛争
● 予防外交

第

地球社会
の課題

３ 節

第 5章

……地球上には，豊かな国もあれば，
貧しい国もある。

重要語句の解説については，
側注欄に適宜記しました。

国際社会の動向と日本の果たすべき役割
「国際社会」をテーマに，国際政治，国際経済，地球的課題について扱います。
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人種とは，肌
はだ

の色など身体的な特徴による区分

をさし，民族とは，文化や言語や宗教などを共

有する集団を示すといわれる。しかし，人間の歴史において，この

二つの概
がい

念
ねん

は厳密に区別されてきたわけではない。フランス革命以

降，ナショナリズムの高まりとともに国民国家の思想が世界に広ま

り，さらに20世紀に入ると，民族の運命は大国などの「他者」で

はなく「自分たち自身」の手で決めるべきだとする民族自決主義が

唱
とな

えられ，国際社会でも広く認められるようになった。第二次世界

大戦後は，国連憲章に民族自決の原則が盛り込まれ，民族自決はご

く当然で基本的な原則となった。しかし，世界をみわたすと，複数

の異なる民族から成り立っている国がほとんどであり，アメリカの

ような多民族国家も少なくない。だれがどの民族に属するかについ

て，絶対的な基準が存在するわけでもない。民族が異なれば文化や

宗教も異なるので，これが政治と結びつくと民族対立を引き起こし，

悪化すると武力衝
しょう

突
とつ

や紛争へと発展することもある。

冷戦終結後，世界各地で民族紛争が急増し，大

きな問題となっている。ユーゴスラビアでは，

共産主義支配が崩
ほう

壊
かい

した後に各民族共和国が独立を宣言し，激しい

内戦が起こった。その過程で凄
せい

惨
さん

な民族浄化（エスニック－クレン

ジング）や集団虐
ぎゃく

殺
さつ

（ジェノサイド）が発生し，冷戦後の平和を期待

していた世界中の人々に衝撃を与
あた

えた。アフリカのルワンダ内戦で

は，数十万人以上が虐殺されたとされている。また中国では，チベ

ット人がチベット仏教を，ウイグル人がイスラームを信仰している

ことなどに対し，それぞれ漢民族から民族文化や宗教などについて

弾圧を受けていると主張しており，より進んだ自治や分離独立を求

めて運動を展開している。その他，ロシアと同国からの独立を求め

る勢力の対立であるチェチェン紛争や，複数の宗教が聖地をめぐっ

て対立するパレスチナ問題など，民族の衝突は後を絶
た

たない。

人種・民族問題を解決することは，私たちには

できないのだろうか。南アフリカ共和国を例と

して考えていこう。南アフリカでは長い間，アパルトヘイト（人種

隔離政策）がとられ，白人が黒人やカラード（有色人種）を厳しく差

別してきた。しかし，国際社会からの圧力や粘
ねば

り強い抵抗運動によ

って，ついにアパルトヘイトは1991年に廃
はい

止
し

された。その後も，

政権を握
にぎ

った黒人によって白人への報復が起きないよう，真実和解

委員会が設置され，人種間の和解と国民の統
とう

合
ごう

を目ざす政策が実
じっ

施
し

されてきた。一方，マケドニアや東ティモールでは，紛争が起こる

前に国連が部隊を派
は

遣
けん

する予防外交が成功し，大規模な内戦や国際

紛争を回避することができた。国際社会の対応しだいでは問題解決

が可能であることを，この二つの例は示している。

地域紛
ふん

争
そう

と人種・民族問題1

解決への糸口

7

5

6

4

3

21

頻
ひん

発
ぱつ

する
地域紛争

 人種，民族，
 国家

（1994－1996年，1999－2009年）

（1994年）

（1991－1995年）

（1948年－）

◀p.127

（1789－1799年）

◀p.130

ある民族が団結して国家
の統一を成功させたり，植
民地から独立したり，国民
が協力して経済発展を遂

と

げ
ることは，ナショナリズム
の肯定的な面といえる。し
かし，自分たちの民族の偉
大さや優秀さを強調するあ
まり，他の民族に対して差
別や偏

へん

見
けん

をもったり，とき
には排

はい

斥
せき

したり攻撃したり
することは，ナショナリズ
ムの否定的な面といえるだ
ろう。このようにナショナ
リズムには二面性がある。

ナショナリズム

②イスラエルの領土の変遷　パレスチナ（地中海東部）では，さまざまな宗教を信仰する人が同じアラブ人として共存し
てきた。しかし，第二次世界大戦後に建国されたユダヤ人国家イスラエルは，建国以来，周辺アラブ諸国との間に発生し
た数度に及ぶ戦争を通じて，多くの難民を生み出しながら現在の領土を確保した。現在でも断続的に紛争が続いている。

1947年（国連による分割案）
第一次中東戦争後
（1948～1949年）

第三次中東戦争後
（1967年）

暫定自治合意後
（1993年）
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イスラエルが占領
した地域

暫定自治地域

0 100km 0 100km 0 100km 0 100km

5 かつてサッカー日本代表チー
ムの監督を務

つと

めたオシム氏はユ
ーゴスラビアのサラエヴォ（現
在のボスニア・ヘルツェゴビナ
の首都）出身であり，内戦中は
家族と離ればなれの生活を送ら
ざるをえなかった。

6 ルワンダでは，少数派ツチ族
が多数派フツ族を支配していた
が，そこに植民地支配に乗り込
んできたベルギーとドイツは封
建的支配を利用し，両民族の関
係を悪化させた。特に1990年
代以降，両民族の争いは内戦と
なり，わずか3か月間で80～
100万人が殺害された。

7 アパルトヘイトのもとで行わ
れた人権侵

しん

害
がい

の調査，政治犯の
釈
しゃく

放
ほう

，被害者の復権などを，公
平・中立な委員会が実行する仕
組みである。懲

ちょう

罰
ばつ

や復
ふく

讐
しゅう

ではな
く，かつて対立した人種や民族
間の共存を目的とする。南アフ
リカでの成功を受けて，これ以
降，世界各地の紛争地域で，真
実和解委員会が設置された。

①かつてのユーゴスラビアの
民族構成（1990－1991年）
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（ZALOZNISTVO SLOVENSKE KNJIGE 1991年版）
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コソボ
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（Diercke Weltatlas1991年版ほか）
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マケドニア人 

その他
モンテネグロ人 3 セルビア人

総人口
2,384万人
1990年

クロアチア人 
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1 民族の統一・独立を目的とし
て強調し，進めていく思想や運
動。「民族主義」，「国家主義」な
ど，さまざまに訳される。

2 一つの民族は一つの国家をも
つべきだとする考え方。英語で
nation-stateという。

3 国連憲章第1条の2には，「人
民の同権及

およ

び自決の原則の尊重
に基

き

礎
そ

をおく諸国間の友好関係
を発展させること」とあり，国
連の目的の一つとされている。

4 対立する民族を迫
はく

害
がい

し，住ん
でいた土地から追放したり殺害
したりすることによって排

はい

除
じょ

し，
自民族が多数派として支配的地
位を確立しようとする民族差別
政策をいう。

● ナショナリズム
● 地域紛争
● 予防外交
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地球社会
の課題

３ 節
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167社会と社会　苦いコーヒー166 第3編　共生社会を目ざして

図①からもわかるように，コーヒーは「コーヒ

ーベルト」とよばれる，赤道をはさんだ熱帯地

方で生産される。世界のコーヒー生産量は約820万t（2008年）。生

産国のほとんどは，アジア，アフリカ，ラテンアメリカなど「南」

の発展途上国であり，これらの国々での消費量は４分の１にすぎず，

残りの４分の３は輸出されている。一方，輸入国は主として北アメ

リカ，ヨーロッパ，日本など「北」の先進国であり，品質の良いコ

ーヒー豆を中心に輸入している。コーヒーには，「南」がつくり，

「北」が飲むという構造ができあがっている。

コーヒーの原産地はエチオピアのカッファ地方

といわれている。コーヒーはアラビア半島を経

由してヨーロッパそしてアメリカへと伝わった。18世紀初頭のロ

ンドンには，3,000軒ものコーヒーハウスがつくられ，知識獲
かく

得
とく

や

情報交換の場
ば

としても利用された。こうした欧米からのコーヒー需
じゅ

要
よう

を支えたのが，植民地につくられたコーヒーのプランテーション

であった。欧米人によって開発されたプランテーションでは，奴
ど

隷
れい

や先住民・移民などの安い労働力を使って，消費国への輸出用換金

作物として大規模なコーヒー栽培が行われた。

①コーヒー生産国と輸入国（FAO）

コーヒー豆生産国（20万 t 以上）
コーヒー豆輸入国（20万 t 以上） （コーヒー輸入量）10万 t

（コーヒー生産量）10万 t

ドイツベルギー

イタリア

ブラジル

グアテマラ

コロンビア

エチオピア

インド

日本

ベトナム

インドネシア

ペルー

スペイン

フランス

アメリカ

メキシコ

（2009年）

②コーヒーの収穫から消費まで
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③年間一人当たりのコーヒー
消費量の比較（国際コーヒー機
関）

図①を見て，コーヒーの生産国と輸入国を比較してみよ

う。生産国と輸入国はどのような特徴をもった国々だろ

うか。

考えて
みよう

Ⅰ

「南」が作り
「北」が飲む

コーヒー生産
 の歴史

Ⅰ．収穫（ニカラグア） Ⅱ．乾燥（エチオピア）

Ⅲ．焙
ばい

煎
せん

（日本）

Ⅳ．カフェ（ドイツ）

たり１年間でどのくらいコーヒーを飲ん

でいるか知っていますか？

；難しいわ。赤ちゃんや老人は，コーヒー

を飲まないだろうし…。

；日本が輸入しているコーヒー豆の量は世

界第４位，一人当たり約３kgで，１杯

10gが必要だとすると，１年間に約300

杯を飲んでいる計算になります。

；そんなに飲んでいるんだ，知らなかった。

でも，コーヒーってどこから輸入してる

のですか？

；ブラジルは有名だと思うけど，あとは

…？　日本でも収
しゅう

穫
かく

できるのかしら？

；みんな，今日の朝食は何を食べたかな？

；私は，ごはんにみそ汁，おかずは卵と…。

；私の家は，いつもパンとコーヒー。朝起

きるとコーヒーのいい香りがするの。

；君もコーヒーは飲む？

；勉強していて眠
ねむ

気
け

覚
ざ

ましにインスタント

コーヒーをつくって飲みます。コンビニ

や自動販売機で缶コーヒーを買うことも

あります。先生はいかがですか？

；私も，喫
きっ

茶
さ

店やコーヒーチェーン店によ

く行きます。ところで，日本人は一人当

トーク セッション

1 欧米人が，その植民地であっ
たアジア・アフリカ・ラテンア
メリカの熱帯地域で，バナナや
天然ゴムなどの熱帯原産の作物
や，茶やコーヒーなどの嗜

し

好
こう

品
作物をつくるために開いた大農
園をプランテーションという。

Subject；
◆コーヒーの生産・流通・消
費をめぐる問題について考
えてみよう。

分析ポイント 1「苦い」コーヒー　
～生産者と消費者を結ぶもの

社会
社会

と

POINT
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 ◆ スキルを磨くⅠ～Ⅵ
６つのポイントで，発表学習から小論文受験
まで，もれなく学習スキルが身につきます。

　Ⅰ．課題設定のコツ
　Ⅱ．資料集めのコツ p.160─161
　Ⅲ．レポート作成のコツ
　Ⅳ．ディベートの秘訣（p.174）
　Ⅴ．プレゼンテーションの秘訣（p.175）
　Ⅵ．小論文を書く秘訣（p.176─177）

5

あなたは，経済と聞いてどのような言葉をまず

思い浮かべるだろうか。お金と答える人も多い

だろう。ただの紙切れにすぎないお金で，どうしてさまざまな商品

を買うことができるのか，不思議に思ったことはないだろうか。

2 経済社会のあゆみとその変容

経済社会と
お金の役割1800年

〈工場制手工業〉〈工場制手工業〉〈工場制手工業〉

（綿工業中心）（綿工業中心）（綿工業中心）
〈工場制機械工業の確立〉〈工場制機械工業の確立〉
◆◆◆ワットが蒸気機関改良ワットが蒸気機関改良ワットが蒸気機関改良

◆◆鉄道開設鉄道開設

◆◆ジェニー紡績機の発明ジェニー紡績機の発明
ぼうせき きぼうせき き

ジェニー紡績機の発明
ぼうせき き

ジェニー紡績機の発明
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86 第4章　現代の経済社会と経済活動のあり方 87第1節　現代経済の仕組み

パソコンや携帯電話は，毎日の生活にとって欠

かすことのできないものになっている。売場に

は，さまざまな機能やデザインをもった製品が並んでいる。あなた

は「100円パソコン」「１円携帯」といった表示を見たことがある

だろうか。なぜ，１台数万円もするはずのパソコンが100円で販売

できるのだろう。実は，パソコンを販売する条件として，長期の通

信サービスを同時に契
けい

約
やく

することになっており，通信サービスによ

って得られる利益で，パソコンの代金を十分上まわると考えられて

いるからである。携帯電話も同じである。携帯電話というモノの値

段が安くても，その使用で生じる通話料というサービスで，より多

くの利益をあげることができる。

交換（売買）を目的に生産され，人間の生活に役立つものを商品と

いう。商品には，パソコンや携帯電話のように形のある財
ざい

（モノ）と，

その通信サービスのように形のないサービスがある。サービスを販

1 現代経済に生きる私たち

売する場合にも，その基
き

礎
そ

となる財の生産が必要である。

私たちが携帯電話という財を買ったり，通話や

メールなどのサービスを利用することを消費と

いう。これに対して，携帯電話を製造したり，通信サービスを提供

したりすることを生産という。携帯電話を製造している工場では，

私たちが買いたいという気もちになるように，新しい機能やデザイ

ンの新製品を次々に生産している。生産現場では，ベルトコンベア

に沿って労働者を配置し，労働を分
ぶん

担
たん

し合いながら（分業），集団と

して協力（協業）することで，大量生産を可能にしている。しかし，

この方式では，労働者が，自分がまるで機械の一部分であるかのよ

うに感じ，働きがいを失うこともある。

大量生産された携帯電話は，運
うん

搬
ぱん

や商業など流通を担
にな

う人々を通

じ，購入した私たちのもとに届けられることになる。さらに私たち

は，広告や宣
せん

伝
でん

を通して新製品への興味をもち，買い換
か

えることも

多い。こうして大量消費された携帯電話は，いずれ廃
はい

棄
き

されること

になる。廃棄するときには，携帯電話に内蔵されている金属類が環

境に悪影響を与
あた

えるおそれがあり，一方でこうした貴重な金属類を

資源として再び利用するために，リサイクル（再資源化）をさらに進

めることが必要となっている。

これまでみてきたように，携帯電話一つをとってみても，社会の

なかで多くの人々が一つの仕事にかかわって労働していることがわ

かるだろう。これを，社会的分業という。そして，こうした生産，

流通，消費，廃棄といった一連の営
いとな

みのことを経済という。

1

3

2

 私たちを
とりまく経済

携帯電話の生産
 から廃

はい

棄
き

まで

①携帯電話・PHSのリサイクルの仕組み（環境省資料ほかより作成）

●携帯電話販売店で回収
●個人情報の削除

（収益）→寄付
●植樹
●動物愛護などの活動

●携帯電話・PHS端末　734万台
●電池　1,009万代
●充電器　612万台

（2010年度）

【金属】金・銀・銅・パラジウムなど
 …精錬して素材に戻す

【スラグ（精錬時に出る物質）】
 …消波ブロックの一部に利用

【金属以外】プラスチック,ガラスなど
 …リサイクル処理

（例　プラスチック→ハンガーなど）

回　収

取り出された
資源の利用

消費者
リサイクル

3 ライン生産方式にかわり，部
品類をコの字に並べ，一人また
は少人数で組立工程のすべてを
行うセル生産方式（屋

や

台
たい

生産方
式ともいう）を取り入れている
企業もある。セル方式は，労働
者の責任が明確になり，多品種
少量生産に向いているなどの利
点がある。

2 20世紀に入ると，石油化学
や自動車などの分野で技術革新
が生じ，自動車生産などでは流
れ作業（ライン生産方式）に基

もと

づ
く大規模で大量生産が可能な方
式が導入され，一般化していっ
た。

②ライン生産方式 ③セル生産方式

1 人間が労働力を使って自然に
はたらきかけ，どれくらいの生
産物を生み出せるかという能力
を生産力という。人間は，道具
や機械などの労働手段を革新す
ることによって生産力を高めて
きた。原材料など人間が労働を
加える対象物(労働対象)と労
働手段を合わせて生産手段とい
う。一方，人間と人間が生産に
おいて結ばれる関係を生産関係
といい，これは生産手段をだれ
が所有しているかによって決ま
る。

● 財
● サービス
● 経済
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第

現代経済の
仕組み

１ 節

世界恐慌後のア

メリカでは，労働

者の約４分の１に

あたる1,500万人

が失業し，社会不

安は頂点に達して

いた。このような

状況に対してロー

ズヴェルト大統領

は，大規模な公共事業などによって雇用不足と民間企

業の投資の空白を埋
う

めようとした。これはニューディ

ール政策といわれ，具体的にはテネシー川流域開発公
社（TVA）（▶▶p.103）の設立（1933年）や社会保障法の制
定（1935年，▶▶p.118）などが行われた。

ニューディール政策

②ニューディール政策によるテ
ネシー川のダム（アメリカ）

マルクスに代表される社会主義思想は，不況・失業

を伴う景気循環や分配の不平等を資本主義経済の問題

点としてとらえ，生産手段を社会全体の所有（生産手
段の社会的所有）にし，生産を利潤追求ではなく社会
全体の意志により計画的に行う（計画経済）ことをおも
な内容としている。その実現を目ざしたのが1917年

のロシア革命によって成立したソビエト社会主義共和
国連邦 (ソ連 )であった。すべての人が平等である社
会主義を目ざし，第二次世界大戦後はアメリカと世界

を二分する超大国として存在した（▶▶p.130）。しかし，

政治・経済両面に及
およ

ぶ官
かん

僚
りょう

的で非効率的な仕組みが，

高まる国民の消費に対する要求にこたえられず，

1991年にソ連は解体しCIS（独立国家共同体）に移行
した。現代の資本主義国家が，政府による積極的な経

済政策や福祉政策を実施し，計画経済の要素を取り入

れていることは，社会主義国家の存在とその思想が大

きな影響力を与えてきたことを示している。

社会主義の思想とソ連

資本主義経済において発生

する恐慌や失業は自由放任政

策では解決しないと考え，国

家が財政支出を拡大して有効

需要（▶▶p.89）の増大をはか

り，完全雇用を実現すべきだ

とした。国家が積極的な財政

政策や金
きん

融
ゆう

政策を行うことに

よって恐慌を克
こく

服
ふく

するという

考えは，第二次世界大戦後，アメリカをはじめ資本主

義各国で採用されたが，財政赤字やスタグフレーショ

ン（▶▶p.101）などの新たな問題が発生した。主著は『雇

用，利子および貨幣の一般理論』。

ケインズ
（イギリス・経済学者，1883－1946）

友人エンゲルス（ドイツ・

経済学者，1820－1895）と

ともに，科学的社会主義（マ

ルクス経済学）の理論を築

いた。アダム＝スミス（イギ
リス・経済学者，1723－

1790［▶▶p.95］）の理論を発

展させ，商品の価値は，そ

の生産に必要な労働量によ

り規定されるという労働価値説を説
と

いた。また，資本主

義社会における資本家と労働者の階級対立や，恐慌の

周期的発生といった矛
む

盾
じゅん

を，資本主義経済の分析を通

じて理論的に解明し，社会主義思想に科学的根拠を与
あた

えた。主著は三巻からなる『資本論』。

カール＝マルクス
（ドイツ･経済学者，1818－1883）

こうして現代の資本主義経済は，市場経済と政府による計画経済を かるという考え。

5

10

15

5

10

15

20
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あなたは，経済と聞いてどのような言葉をまず

思い浮かべるだろうか。お金と答える人も多い

だろう。ただの紙切れにすぎないお金で，どうしてさまざまな商品

を買うことができるのか，不思議に思ったことはないだろうか。

社会の生産力が向上すると，生産物は市場での交換を目的として

生産される商品になった。商品の交換は，初めは物々交換で行われ

ていたが，商品の種類が増えるとともに，だれもが欲しがる商品を

仲立ちとするようになった。それが，やがてお金（貨
か

幣
へい

）に置き換
か

え

られてお金が交換の仲
ちゅう

介
かい

を担
にな

うようになり，市場経済（商品経済，

貨幣経済）が発達した。貨幣には，初めは金・銀などの貴
き

金
きん

属
ぞく

が用

いられていたが，取
とり

引
ひき

量が高まるにつれて，政府や中央銀行がその

価値を保証する紙幣や硬貨が使用されるようになった（管理通貨制

度）。このように国家の発行する貨幣が，社会の仕組みに欠かせな

い存在になったのが，私たちが暮らしている資本主義経済である。

封
ほう

建
けん

制社会の後期になると，地主や商人のなか

に貨幣をたくわえる者があらわれ，生産手段と

労働力を手に入れて，もうけ（利
り

潤
じゅん

）を目的に工業を営
いとな

む者（資本家）

が出てきた。この利潤を生み出すもとになる貨幣を資本という。一

方，地主のもとで働いていた農民は，地主の土地を離れて都市に移

2 経済社会のあゆみとその変容 り，労働者が生み出されていった。労働者は土地を自由に移動でき

るようになったが，生産手段を所有していないため，資本家に労働

力を提供し，その見返りに賃
ちん

金
ぎん

を手に入れることになった（労働力

の商品化）。このようにして資本主義経済は成立した。

18世紀後半にイギリスで始まった産業革命に

よって，それまでの道具を使った工場制手工業

（マニュファクチュア）にかわって，機械が生産の中心となる工場制

機械工業が確立した。19世紀後半には重工業が発展し，企業規模

が拡大するとともに，少数の大企業が市場を支配するようになり，

自由競争的資本主義から独占資本主義の時代へと移行した。同時に，

先進国は資源や市場を求めて植民地化を進めた（帝国主義）。生産力

の飛躍的向上と大量生産を可能にした資本主義経済は，好況と不況

の景気循環を伴
ともな

いながら拡大してきたが，1929年にアメリカで起

こった世界恐
きょう

慌
こう

は，世界の資本主義諸国を大不況に陥
おとしい

れた。アメ

リカのローズヴェルト大統領は，大規模な公共事業であるニューデ

ィール政策を実
じっ

施
し

して景気回復を目ざした。この政策の背景には，

ケインズの有
ゆう

効
こう

需
じゅ

要
よう

の理論の考え方があり，その後，国家が経済活

動に積極的な役割を果
は
たし，資本主義経済を支えるようになった。

こうして現代の資本主義経済は，市場経済と政府による計画経済を

組み合わせて運営されている（混合経済）。

経済社会と
お金の役割

資本主義経済
 の始まり

1

3

資本主義経済
 の変容

（イギリス・経済学者，1883－1946）

（1882－1945）

▶p.92

▶p.106

2

▶p.100

▶p.101

▶p.101 5

世界恐慌後のア

メリカでは，労働

者の約４分の１に

あたる1,500万人

が失業し，社会不

安は頂点に達して

いた。このような

状況に対してロー

ズヴェルト大統領

は，大規模な公共事業などによって雇用不足と民間企

業の投資の空白を埋
う

めようとした。これはニューディ

ール政策といわれ，具体的にはテネシー川流域開発公
社（TVA）（▶p.103）の設立（1933年）や社会保障法の制
定（1935年，▶p.118）などが行われた。

ニューディール政策

②ニューディール政策によるテ
ネシー川のダム（アメリカ）

マルクスに代表される社会主義思想は，不況・失業

を伴う景気循環や分配の不平等を資本主義経済の問題

点としてとらえ，生産手段を社会全体の所有（生産手
段の社会的所有）にし，生産を利潤追求ではなく社会
全体の意志により計画的に行う（計画経済）ことをおも
な内容としている。その実現を目ざしたのが1917年

のロシア革命によって成立したソビエト社会主義共和
国連邦 (ソ連 )であった。すべての人が平等である社
会主義を目ざし，第二次世界大戦後はアメリカと世界

を二分する超大国として存在した（▶p.130）。しかし，

政治・経済両面に及
およ

ぶ官
かん

僚
りょう

的で非効率的な仕組みが，

高まる国民の消費に対する要求にこたえられず，

1991年にソ連は解体しCIS（独立国家共同体）に移行
した。現代の資本主義国家が，政府による積極的な経

済政策や福祉政策を実施し，計画経済の要素を取り入

れていることは，社会主義国家の存在とその思想が大

きな影響力を与えてきたことを示している。

社会主義の思想とソ連

資本主義経済において発生

する恐慌や失業は自由放任政

策では解決しないと考え，国

家が財政支出を拡大して有効

需要（▶p.89）の増大をはか

り，完全雇用を実現すべきだ

とした。国家が積極的な財政

政策や金
きん

融
ゆう

政策を行うことに

よって恐慌を克
こく

服
ふく

するという

考えは，第二次世界大戦後，アメリカをはじめ資本主

義各国で採用されたが，財政赤字やスタグフレーショ

ン（▶p.101）などの新たな問題が発生した。主著は『雇

用，利子および貨幣の一般理論』。

ケインズ
（イギリス・経済学者，1883－1946）

友人エンゲルス（ドイツ・

経済学者，1820－1895）と

ともに，科学的社会主義（マ

ルクス経済学）の理論を築

いた。アダム＝スミス（イギ
リス・経済学者，1723－

1790［▶p.95］）の理論を発

展させ，商品の価値は，そ

の生産に必要な労働量によ

り規定されるという労働価値説を説
と

いた。また，資本主

義社会における資本家と労働者の階級対立や，恐慌の

周期的発生といった矛
む

盾
じゅん

を，資本主義経済の分析を通

じて理論的に解明し，社会主義思想に科学的根拠を与
あた

えた。主著は三巻からなる『資本論』。

カール＝マルクス
（ドイツ･経済学者，1818－1883）

①資本主義経済の展開

1800年

1850年

1900年

1950年

〈工場制手工業〉

（綿工業中心）
〈工場制機械工業の確立〉

〈帝国主義〉

〈第一次世界大戦〉

〈第二次世界大戦〉

〈経済の国際化〉

〈ME化，経済のソフト化・
サービス化〉

◆ワットが蒸気機関改良

◆鉄道開設

◆重工業の発展

植民地の再分割
◆製鉄業の技術革新

◆化学工業の発展
◆フォードシステム

◆世界恐慌
◆ニューディール政策

◆公害と環境破壊が進む
◆石油危機

◆EU誕生
◆アジア通貨危機

◆世界金融危機
◆欧州経済危機

◆ジェニー紡績機の発明
ぼうせき き

混
合
経
済

独
占
資
本
主
義

自
由
競
争
的
資
本
主
義

産
業
革
命

2000年

1 代表的な例として，イギリス
におけるエンクロージャー（囲

かこ

い込
こ

み）があげられる。毛織物
業の発展で羊毛価格が上昇した
ので，領主は農

のう

奴
ど

を土地から追
い出し，牧草地に変えた。これ
をトマス＝モア（イギリス・思
想家，1478－1535）は著書『ユ
ートピア』のなかで「羊

ひつじ

が人を
食う」と表現した。

3 ただ「欲しい」というのでは
なく，実際にお金で買うことの
できる需要（有効需要）を政府が
創出し，景気と雇

こ

用
よう

の回復をは
かるという考え。

2 18世紀後半からイギリスで
始まり，道具から機械（動力）に
よる生産へと技術革新が起こっ
た。生産量の飛

ひ

躍
やく

的な向上とと
もに，長時間労働や環境破壊な
どの弊

へい

害
がい

ももたらされた。

● 市場経済
● 産業革命
● 有効需要

p.86～123

p.124～159

p.160～177

p.86-87

p.88-89

p.148-149

p.166-167

p.174-175



従来の「政治」単元が第
２章・第３章にあたり
ます。

期 月 単　元 時数

前　　
　
　
　
　

期

４
月

第
１
編 

●幸福・正義・公正について考えよう （1）
◆生命  　生命について考えよう
◆情報  　情報化のもたらすもの
◆環境  　「自然」と「人間」との対話（※1）

1

1

1

第
２
編

●あなたの生きてきた時代には何があったのか （1）

第
１
章　

青
年
期
と
現
代
社
会
⑬

第１節
現代の社会〈5〉

１  変化する大衆社会
２  少子高齢社会の到来
３  男女が共に生きる社会
４  高度情報社会に生きる
５  国際社会と日本人

1

1

1

1

1

５
月

第２節
現代に生きる倫理

〈7〉

１  青年期とは何か
２  適応と欲求不満
３  青年期と自己実現－職業と社会参加（※2）

４  善く生きること
５  生き方の思想
６  宗教を考える
７  アジアの思想

1

1

1

1

1

1

1

６
月

第３節
日本の伝統文化と
思想のあゆみ〈1〉

１  日本の文化と伝統
２  日本人の思想と伝統 *1

第
２
章　

人
権
保
障
の

原
理
と
日
本
国
憲
法
⑦

第１節
個人の尊重

と法の支配〈2〉

１  法とは何か
２  人権保障と法の支配
３  国民の司法参加と法

*2

第２節
日本国憲法の
人権保障〈5〉

１  個人の尊重と公共の福祉
２  法の下の平等
３  自由権
４  社会権と人権を確保するための権利
５  広がりゆく人権

1

1

1

1

1７
月

第
３
章　

民
主
政
治
と
日
本
国
憲
法
⑪

第１節
民主政治とは〈2〉

１  民主政治の原理
２  世界のおもな政治制度

1

1

９
月

第２節
日本国憲法の

基本原理と平和主義〈3〉

１  日本国憲法の基本原理
２  平和主義と憲法第９条
３  日本の安全保障体制と平和の構築

1

1

1

第３節
日本国憲法と

政治の仕組み〈4〉

１  議会制民主主義と国会の仕組み
２  行政権と内閣
３  司法権と裁判所
４  地方自治の原理と仕組み

1

1

1

1

10
月

第４節
民主政治と
政治参加〈2〉

１  政党政治と選挙制度
２  世論と政治

1

1

期 月 単　元 時数

後　　
　
　
　
　

期

10
月

第
２
編

第
４
章　

現
代
の
経
済
社
会
と
経
済
活
動
の
あ
り
方
⑰

第１節
現代経済の仕組み

〈7〉

１  現代経済に生きる私たち
２  経済社会のあゆみとその変容
３  家計の役割と三つの経済主体
４  企業の分類とその役割
５  市場経済のはたらき
６  市場経済の限界
７  国民所得と国富
８  経済成長と景気変動

*1

1

1

1

1

1

1

11
月

第２節
政府の役割と
財政・金融〈2〉

１  政府の役割と財政政策
２  予算の仕組み
３  通貨と金融政策

*2

第３節
豊かな社会

を目ざして〈8〉

１  日本経済のあゆみ（１）
  ――経済民主化から高度経済成長へ
２  日本経済のあゆみ（２）
  ――石油危機からバブル・世界金融危機へ
３  地域経済と食料・農業問題
４  労働基本権と労働者の権利（※2）

５  日本的経営の変化と新しい労働問題（※2）

６  社会保障と社会福祉
７  消費者問題と企業の社会的責任
８  公害防止と環境保全

1

1

1

1

1

1

1

1
12
月

第
５
章　

 

国
際
社
会
の
動
向
と
日
本
の
果
た
す
べ
き
役
割
⑯

第１節
国際政治と
その課題〈5〉

１  国際社会の成り立ち
２  国際平和のために
３  国際連合の仕組みと課題
４  戦後の国際政治
５  核兵器と軍縮
６  国際平和と日本の外交

*2

1

1

1
１
月

第２節
国際経済と
その課題〈5〉

１  私たちの生活と国際経済
２  国際分業と貿易
３  為替相場と国際収支
４  戦後の国際経済
５  地域的経済統合と経済協定
６  経済における日本の貢献

*2

1

1

1

２
月

第３節
地球社会の課題〈6〉

１  地域紛争と人種・民族問題
２  国際社会と人権
３  地球環境問題（※1）

４  環境問題をめぐる対立（※1）

５  人口・食料問題
６  豊かさと貧困

1

1

1

1

1

1

３
月

第
３
編

●持続可能な社会の形成に参加しよう （1）
 ◆個人と社会 1

  １．「社会起業」という生き方
  ２．人間らしく働くことができる社会へ（※2）

 ◆社会と社会 1

  「苦い」コーヒー ～生産者と消費者を結ぶもの
 ◆現在世代と将来世代 1

  「世代間の対話」と持続可能な発展（※1）

スキルを磨く（Ⅳ～Ⅵ） （1）

（まとめ） （1）

最新 現代社会  内容構成・年間配当授業時数（案） ★前・後期制をモデルとした年間配当授業時数（案）です。

導入を意識した
「第１編」
身近な話題をとりあげま
した。

ここだけで70項目，
充実した内容の
「第２編」

第２編とびら

第１章
現代社会，青年期・倫理
を扱います。

第２章
法・人権について学習し
ていきます。

第３章
政治の仕組みについて学
習していきます。

1   第１編は，自学自習できるように身近な話題を，やさしい文章でとりあげています。
2   第２編は，受験を意識した学習に対応できる，70の項目で構成しています。
3   第３編は，学習のまとめとして発展的な話題をとりあげ，学習スキルを高めながらアクティ
ブに学ぶことができる構成にしています。

第４章
経済の仕組み，財政政策・
金融政策，経済史，経済
をめぐる諸問題を扱いま
す。

セットで深める
｢環境問題」（※1）
・ ｢自然｣と ｢人間｣との対話 

（第１編）
・地球環境問題，
　環境問題をめぐる対立
 （第２編）
・ ｢世代間の対話｣ と持続可能
な発展 （第３編）

セットで深める
｢職業と労働」（※2）
・ 青年期と自己実現─職業と
社会参加 （第２編・第１章）

・ 労働基本権と労働者の権利，
日本的経営の変化と新しい労
働問題 （第２編・第４章）

・ 人間らしく働くことができる
社会へ （第３編）

第５章
国際政治，国際経済，
地球的課題を扱います。

まとめとして位置
付けた「第３編」
具体的な事例をとりあ
げ，第２編の学習も共に
深まるように工夫しまし
た。

「スキルを磨
みが
く」を６

つ設け，課題を探究
するスキルが身に付
くようにしました。

課題設定のコツ
資料集めのコツ
レポート作成のコツ

ディベートの秘訣
プレゼンテーションの秘訣
小論文を書く秘訣

特  長

※年間の総授業時間数を「70時間」と想定しています。（  ）内の時間数は含んでおりません。

1995年以降の出来事をた
どりながらふり返ります。

セットで深める
｢環境問題」（※1）

セットで深める
｢職業と労働」（※2）

３  青年期と自己実現－職業と社会参加（※2）

４  労働基本権と労働者の権利（※2）

５  日本的経営の変化と新しい労働問題（※2）

  ２．人間らしく働くことができる社会へ（※2）

◆環境  　「自然」と「人間」との対話（※1）

３  地球環境問題（※1）

４  環境問題をめぐる対立（※1）

  「世代間の対話」と持続可能な発展（※1）
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教 授 資 料
『最新 現代社会　教授資料』のご紹介です。

Ｂ５判　176ページ　CD‐ROM付

教科書のサポートはもちろん，定期考査やプリントの作成に
役立つ教授資料です。教授資料は，基本的に教科書見開きペー
ジに対応した本編「授業の展開例と解説」と，プリント作成
や評価問題が収録された付属のCD－ROMからなっています。

1 教科書本文データ
	 テキストデータで収録。

2  教科書図版データ
	 	カラーとモノクロのJPEGデータで収録。

3  教科書巻末資料データ
	 	法令データをテキストデータで全点収録。

4 白地図図版データ
	 プリント作成用にJPEGデータで収録。

5 クロスワードパズル
	 	学習内容にあわせたパズルを収録。

6 評価問題（第２編）
	 	章・節ごとのまとめ用として，定期考査

用として，歯ごたえのある問題をワー
ド･一太郎データで収録。

7  �チェックドリル�
（第１編・第３編）

	 	学習の予習・復習用として収録。

8 センター入試問題
	 	過去のセンター入試問題をPDFデータで

収録。

Ⅰ
本 編

（「授業の展開例と解説」）

の内容紹介

Ⅱ
教授資料

付属
CD－ROM
の内容紹介

38　第1章　青年期と現代社会

 ソクラテス（p.36，4L）　　アテネで生まれた。
父親は石工で，母親は助産師。若い頃は自然哲学に
熱中したが，「ソクラテス以上の知恵者はいない」
という神託を聞き，その意図を知るために，アテネ
の著名な知識人と問答を繰り返し，人生の真のあり
方を探求した。多くの弟子ができたが，その一方で
人から憎まれ，異端の神を信仰したという理由で告
訴され，死刑判決を受けて刑死した。

 無知の自覚（p.36，11L）　　ソクラテスは問
答を通じ，自分は何も知らないが，世間で評判の知
者たちが善美の事柄を知らず，知らないのにうぬぼ
れていることに気づいていく。その過程は，プラト
ンの著書『ソクラテスの弁明』の中に記されている。
ソクラテスは，無知を自覚すれば，正しい知を求め
るはずだと確信し，問答法を勧めた。

 ｢ 大切なのはただ生きることではなく，善く生

きることだ」（p.36，15L）　　ソクラテスが，裁
判で死刑判決を受けて牢屋に入っていたときに，弟
子のクリトンが脱獄の準備を整え，脱獄を勧めにき
たが，それを断わったときに言った言葉である。ソ
クラテスは不正な判決に対して，不正な脱獄で報い
ることはしてはならないと考えた。

 プラトン（p.36，19L）　　アテネの名門の生
まれ。ソクラテスの弟子となり，師の残した課題に
ついて，主人公を師とする対話文を書いて探求した。
学園アカデメイアを開き，哲人思想を説いた。

 イデア（p.36，20L）　　プラトンは，美しい
花を美しくさせている美の原型を「美のイデア」と
するなど，あらゆるものの原型，本質を意味する語
としてイデアを用いた。イデアは永遠，不変で，完
全で，非物体的なので，感覚ではなく理性で把握す
るものとされる。このイデアを愛し慕う人間の魂の
活動を，プラトンはエロス（愛慕）とよんだ。エロ
スは，外見的な美に飽き足らず，内面的美，さらに

古代ギリシャの哲人の思想や生き方を学ぶことによって，自分の生き方や，理想と現実と
の対立，その解決の仕方などについて，広い視野から自分を見つめ，考えることができるようになる。

善く生きること
学習指導のねらい

4 1時間配　時
p.36～37教科書

内　容　解　説

留意点と発問例授業の流れの例

①　ソクラテスと無知の自覚
　＊哲学…人生や社会などの根本を考える学問（→ギリシャで発祥）
　・ソクラテス :「人生の教師」，神託を知恵者と問答して確認
　↓　…ソクラテスは自分の無知を自覚→真の知や生き方を探求
　・裁判の死刑判決 →「大切なのは善く生きること」
　　　…国法を守ることがアテネの市民の善い（正しい）生き方→死
②　プラトンのイデア論
　＊二つの世界　イデア界…永遠不滅で完全な実在の世界
　　　　　　　　現実界…イデアの影（変化し，不完全な事物の世界）
　・エロス（愛慕）：イデアを想起し求める真理探究の原動力
　・「善く生きること」：イデアを実現する生き方（理想主義）
③　アリストテレスの現実主義
　＊中庸 :「勇気」は無謀と臆病の中間の状態→勇気を現実で考える
　・人間はポリス的動物 : 人間は社会の中で生きる存在→友愛で結合
　・エピクロス学派：精神的な快楽こそが真の快楽で，幸福な状態
　・ストア派：共通の理性をもつ世界市民（平等思想）
　　　　　　　→近代の自然法思想の原理

●ソクラテスは，真理探究に重要
な「無知の自覚」にどうやって
気がついたのか。

○「問答法」をプラトンの著作や
資料から引用し，生徒と実際に
問答してみる。

○プラトンが説くイデアについて
は，美のイデアという観点がわ
かりやすいので活用したい。

○生徒のあこがれ，理想の人を丁
寧に聞きながら考えさせる。

●プラトンとアリストテレスの関
係や思想の違いはどこだろうか。

○「中庸」については，いくつか
の例をあげるとわかりやすい。

●快楽と禁欲の違いは何だろうか。

第2節　現代に生きる倫理　39
は知的な世界，遂には完全な本質であるイデアを見
いだすにいたる。プラトンによれば，感覚で把握さ
れる現実（現象）界はイデア界の仮象で，それはイ
デアを逸脱したものである。それゆえ，現実の背後
にある完全な世界を目ざすべきであるとした。

 ソクラテスの死（p.36，写真①）　　『パイドン』
で有名な≪ソクラテスの死≫を主題とした作品。画
面中央の主人公が，彼を囲む弟子の前で魂の不滅に
ついての演説を終え，今まさに毒杯を手にせんとし，
イデア界を指さす姿は，多くの人々に影響を与えた。

 アリストテレス（p.37，8L）　　アリストテレ
スは，プラトンのアカデメイアで 20 年間学び，多
くの影響を受けたが，プラトンの死後はそこを去り，
新しくリュケイオンという学校を開いた。もともと
生物学のような実証的学問を好み，国家や倫理を扱
う場合も現実的・実証的であった。そのため，プラ
トンの現実を超越したイデア論については批判的で
あり，現実のさまざまなあり方やできごとを分析し
て，あるべき姿を考えた。リュケイオンには，アリ
ストテレスが教えたアレクサンドロス大王が，遠征
先から送ってきた動物などがいた。

 中庸（p.37，12L）　　アリストテレスは，人
間の徳（アレテー：そのものの長所，優れた点）に
ついて，知性的徳と習性的徳に区別した。前者は量
的に多いほど良いが，後者は過不足のない状態が良
い。つまり，習性的徳は，中間の徳，すなわち中庸
が良いとされる。例えば，「勇気」は過度になれば
粗暴や無鉄砲となり，逆に少なすぎれば臆病となる
とされている ｡ また，「節制」は，過度になればけ
ちになり，少なすぎれば放縦（浪費癖）に，「穏和」
は過度になれば無感覚，少なければ怒りっぽい，…
となる。この中間点は，教わるのではなく，さまざ
まな場面で繰り返されることで身につくという，現
実的な考え方に基づいている。

 「人間は社会（ポリス）的動物である」（p.37，
16L）　　「人間は善を目ざす。善は幸福である。
幸福は自足である。自足的とは孤立的という意味で
はなくて，人間関係から得られる。人間は本性的に

“社会的（ポリーティコン）存在である”から親，子，
妻，友人との関係を含めての自足でなければならな
い」（『ニコマコス倫理学』）。アリストテレスは，人
間は国家の中で善き存在となり，人間関係の中で幸
福になると考えた。

 友愛（p.37，17L）　　アリストテレスは，習
性的徳の中で，正義とともに友愛（フィリア）を特
に重視している。友愛がプラトンのエロスと異なる
のは，それが一方的な愛ではなく，相互的愛という
点にある。この相互的愛には 3 種類あり，一つは，
老人の間に多くみられる実利を求める友愛であり，
もう一つは，若者たちの間にみられる快楽のための
愛であり，最後の一つが，卓越性（徳）において類
似した人々の間の友愛である。この最後の愛，すな
わち，互いに相手にとっての善を願う善き人々の間
の愛こそ，アリストテレスが究極的性質の愛とし，
ポリスの人々の絆となる友愛である。

 エピクロス学派（p.37，19L）　　エピクロスは，
人生の目標は「快楽｣であると考えた。その快楽とは，
官能的，瞬間的なもの（動的快楽）ではない。その
ような快楽は，むしろ苦痛や不快をもたらすからで
ある。彼の求めた快楽は，心身とも苦痛に煩わされ
ないことを意味するもので，永続的なものであった

（静的快楽）。彼は，心の平静をアタラクシアとよんだ。
 ストア派・自然法思想（p.37，21・22L）　　

　アテネのストア（列柱廊）で教えていたストア派は，
「自然に従って生きる」ことを賢者の生き方であると
し，人間の本質であるロゴス（理性）は，宇宙の本
質であるロゴスと同一であるので，理性に従って生
きる生き方が，宇宙の自然に従う生き方でもあると
した。ストア派は，強い意志をもって感覚的な欲望
を抑えて生きる理想的境地，「アパテイア（無感動，
不動心）＝パトス（感情）のない状態」を理想とした。

 アテネの学堂（p.37，写真②）　　抽象的，理
想的なプラトンは天を指さし，現実的なアリストテレ
スは，手を地面に向けている。階段下の憂鬱な哲学
者はヘラクレイトス， 左下は数学者ピタゴラス，中央
左で鎧をつけているのはアレクサンドロス大王，そ
の向かい側で指をさまざまな方向に広げているのが
ソクラテス，階段で寝転ぶディオゲネスは，財産を
捨て樽の中で暮らし，「犬」とあだ名された。

参　考　資　料
 『ソクラテスの弁明』角川文庫　プラトン著・山

本光雄訳　420 円
 『哲学の饗宴』ＮＨＫライブラリー　荻野弘之著

　966 円
 『イラスト西洋哲学史』宝島社　小阪修平著・ひ

さうちみちお画　1,896 円

58　第2章　人権保障の原理と日本国憲法

 形式的平等，実質的平等（p.56，側注₁）　　19
世紀から 20 世紀にかけての形式的平等は，個人を法
的に等しく扱い，自由な経済活動を保障した。これは
機会を「平等」に与えたにすぎなかったため，経済的・
社会的強者が誕生し，資本主義が発展すると格差は
ますます広がった。社会の矛盾が大きくなった 20 世
紀前半，経済的・社会的強者の自由を制限し，実質
的平等を保障する考えが生まれた。結果の平等を追
及する思想である。今日では，形式的平等と実質的
平等のどちらに重きをおくかが問われている。

 法の下の平等（p.56，9L）　　明治憲法下では
女性には選挙権・被選挙権などの参政権が認められ
なかった。また民法上，妻は無能力者と扱われ（民
法旧規定第 14 条），妻の財産は夫が管理していた（同
第 801 条）。刑法上も妻の姦通罪は２年以下の懲役
とされたが，夫の姦通は原則として犯罪とされなか
った（刑法旧規定第 183 条１項）。

 ポジティヴ ‐アクション（p.56，側注）　　政治
分野でのポジティヴ ‐ アクション（ＰＡ）には，①
厳格なＰＡとしてクオータ制やパリテ（男女同数制），
②中庸なＰＡとしてタイムゴールやプラス要素方式，

③穏健なＰＡとして両立支援，生活保護などの支援
策があげられる。女性の衆議院議員は 11.3%（2009
年８月），参議院議員は 18.2%（2010 年７月），地方
議員は 10.9％（2009 年 12 月）であるから，この分
野でもポジティヴ ‐ アクションが望まれる。

 男女間賃金格差の推移（p.56，図①）　　労働
基準法第 4 条に「使用者は，労働者が女性であるこ
とを理由として，賃金について，男性と差別的取扱
いをしてはならない」と規定があるにもかかわらず，
男女間の賃金格差は存在する。男女雇用機会均等法

（1985 年）の制定より格差は解消されてきたが，そ
れでも女性の賃金は，男性の約７割となっている。

 部落をめぐる問題（p.57，2L）　　江戸時代の
幕藩体制において，人民を分断統治するためにつく
られた身分制度から続く差別に関する問題。1871（明
治４）年の「解放令」により，法的に差別的な名称
は廃止され「平民」となったが，その後もさまざま
差別を受けた。その後部落解放運動が高まり，1922
年に「全国水平社」が結成された。戦後は，1961 年
に総理府（現内閣府）に同和対策審議会が置かれ，
1965 年に答申が出された。これに基づき，部落差別
の解消と対象地域の生活改善，社会福祉の向上を目
的に，1969 年に同和対策事業特別措置法が，1982

平等の意味とさまざまな差別の存在を理解させ，平等な社会の実現のために必要なことは
何かを考えさせる。

法の下の平等
学習指導のねらい

2 1時間配　時
p.56～57教科書

内　容　解　説

留意点と発問例授業の流れの例

①　平等という考え方
　・絶対的平等…各個人はすべて異なった貴重な存在
　・相対的平等…各個人の条件はさまざまである
②　法の下の平等
　＊日本国憲法第 14 条…個人の尊厳の保障
　　・その他のさまざまな差別，依然として残る差別…解決が急務
　◆平等の実現に向けて
　・部落をめぐる問題　→同和対策審議会答申（1965 年）
　・女性をめぐる問題
　・先住民族をめぐる問題
　・在日外国人をめぐる問題
　・障がい者をめぐる問題

●平等とはどのような状態なのか
話し合ってみよう。

○さまざまな平等観を例示して整
理し，説明する。

○「すべて国民は」に着目し，憲
法第 14 条を説明する。

●女性の固定的役割分担論が存在
するのはなぜだろうか。

●平等な社会の実現に向け，必要
なことをあげてみよう。

●政府の差別解消政策にはどのよ
うなものがあるかあげてみよう。

第2節　日本国憲法の人権保障　59
年に地域改善対策特別措置法が制定された。さらに
2000 年には，人権教育人権啓発推進法が成立した。
これまでさまざまな法律が制定されてきたが，部落
差別は解決されたとはいいがたい。

 男女共同参画社会基本法（p.57，14L）　　実
質的な男女平等社会を実現するために，1999 年に制
定され，2001 年に内閣府に男女共同参画会議が設け
られた。①男女ともに個人として尊重，②性による
役割分担を反映した社会制度や慣行を中立的なもの
にしていくこと，③国，地方公共団体の行政の政策
立案・決定への男女の共同参画，④家庭生活と他の
活動の両立，⑤国際協調などが理念としてあげられ
た。政府は，2000 年に男女共同参画基本計画を策定
した。

 結婚の際の姓の選択（p.57，16L）　　民法第
750 条では，婚姻後は夫か妻の姓を名乗ることが定
められているが，98％の夫婦は夫の姓を選択してい
る。①改姓により仕事上で，不利益を被ること，②
一人っ子同士の婚姻でどちらかの姓が途絶えるこ
と，③姓を人格の一部とみなし改姓で人格が否定さ
れると考えることなどから，夫婦別姓を選択できる
よう望む声がある。①に対しては通称使用を認める
企業が増えたが，②と③に対しては法改正でしか解
決できない。1996 年の民法改正案で選択的夫婦別姓
案が出されたが，根強い反対がある。

 アイヌ文化振興法（p.57，20L）　　これにより，
アイヌ民族の存在を否定した「北海道旧土人保護法」
が廃止された。制定の目的は，「アイヌの人々の民
族としての誇りが尊重される社会の実現」である。
アイヌの人々が求めた先住権規定は入らなかった
が，2008 年に「アイヌ民族を先住民とすることを

求める決議」が国会で，全会一致で採択された。
 障害者基本法（p.57，29L）　　障害者基本法

の一部を改正する法律が，2011 年８月５日に公布さ
れ，同日施行された。この改正で，障がい者の定義が，
身体障がい，知的障がい，精神障がい，その他心身
の機能に障がいがある者で，障がい及び社会的障壁

（障がいのある者にとって障壁となるような事物・制
度・慣行・観念その他の一切のもの）により，継続
的に日常生活，社会生活に制限を受ける者となった。
障がい者に対して，障がいを理由に差別すること，
障がい者の権利を侵害することを禁止している。

 国の責任が認められたハンセン病訴訟（p.57，
写真②）　　1907 年に制定された「癩予防に関する
件」で隔離政策が始まり，人権を無視した強制入所，
断種・中絶手術，外出制限などにより，本人，家族
らへの差別が行われた。国による人権侵害への謝罪
と国家賠償を求めて，1998 年に熊本地裁，1999 年
に東京，岡山の各地方裁判所に訴訟が起こされた。
2001 年５月，熊本地裁で原告の全面勝利の判決が
出された。当初，国は控訴の方針であったが，小泉
純一郎内閣に対して控訴断念の運動が起こったこと
や，原告の高齢化と隔離政策への反省があったこと
などから，小泉首相の政治判断で控訴を断念した。
その後，ハンセン病損失補償法が成立したが，非入
所者や回復者の遺族との裁判が続き，2002 年１月
30 日に和解が成立した。

参　考　資　料
 『憲法から世界を診る』法律文化社　辻村みよ子

著　1,995 円
 『平等なき平等条項論』東京大学出版会　木村草

太著　6,090 円
「分析ポイント」の解説

① 平等の実現が望まれる理由が，不平等な扱いが
個人の尊厳を傷つけ，基本的人権を侵害するか
らであるという話から始めたい。

② いっさいの差別をなくし等しく尊重する（絶対
的平等）か，条件しだいで扱いに差を設ける（相
対的平等）か，また，国民を法的に一律に扱お
うとする（形式的平等）か，各人の差異に着目
し，社会的格差の是正を行おうとする（実質的
平等）か。これらの平等はそのつど判断される
ので，具体例と照らし合わせながら考えさせる

こととしたい。
③ 所得の差に関係なく，一律に５％の税を徴収す

ること（消費税）が平等といえるか，所得の多
いものは多く税を納め，少ないものは税を少な
く収めること（所得税の累進課税）が平等とい
えるかは，どのような平等観にたつかによって
決まる。現実には，社会状況をみながら，複数
ある平等観の組み合わせで，政策が実行されて
いくことに言及したい。

1 「ねらい」��
	 		本時でつかむべき内容と重要事項が的確におさえられるように，	

本時のねらいを端的に示しました。

2 「授業の流れの例」�� �
	 		学習展開を簡単な板書例のかたちであらわしました。

3 「留意点と発問例」�� �
	 		「授業の流れの例」に対応させて，学習時におさえておきたい留意点と，	

発問例（問いかけの例）を掲載しました。

4 「内容解説」� �
	 			本文中の重要な語句，掲載資料（図版・グラフ・写真）について，	

その教材を選択した背景，教科書内容を補充したい点などについて教科
書の展開に沿って解説しています。

5 「参考資料」� �
	 		文献紹介，視聴覚教材，ホームページのアドレスなどを掲載し，	

「内容解説」にいっそうの厚みをつけました。

� ＊付属CD－ROMの内容構成について巻末に掲載しました。
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教育出版の地歴・公民科教科書には，教授資料・準拠ノートはもち
ろん，ホームページ上からダウンロードできるさまざまな教材がご
ざいます。教員向け・生徒向け，さらに生徒向けについては，授業
の予習・復習用，受験用など用途別に多くの教材を用意しています。

　　　��は，「教育出版ホーム」➡「高等学校」➡「地
理歴史・公民」➡「高校社会アーカイブ」及び「授業
用資料」からご覧いただけると同時に，ダウンロード
することができます。

 

 
 

１   
２ 人名   
３   
４   

 
 
 

５  
６ 人名   
７   
８  

 

 
 
 

９   
 
 
 
 
 

人名

人名

 

１ 青年期とは何か

第二の誕生

■「 １ 」＝「第二の誕生」； ２ 『 ３ 』

人生の重要な節目，自分の人生を生きるスタート

⇒ 小学生後半 中学生 高校生 それ以降 ⇒

青年の成長と悩み

■「青年」＝「 ５ 」； ６

子どもと大人，どちらの性格もあり，どちらにも所属できない

・ ７ に目ざめる 強い自己意識

・自分を見つめる ８ を相談できる

「他人の目に自分がどう映るか？」 友人を求める

・孤独や劣等感，苦悩を感じる

・自信がなく，強く不安を感じる

９ 他人への共感･連帯感

↓

友人との適切な距離の発見

アイデンティティの確立

■青年の課題

精神的離乳 …親からの精神的な独立

の確立；

＝簡単には変わらない自分の確立

自分の考える自分の姿

他人が考える自分の姿

・他人に認めてもらえるような自分らしさ

・何かに打ち込み，自分らしさを確立

「 猶予期間 の，試行錯誤の経験が必要」；

もとは銀行の支払い猶予期間のこと

大人の義務・責任を免除されている見習い期間

■アイデンティティの拡散

・自分に対する自分の評価と，周りの評価が異なる

→ の拡散＝ 説 ⇔ 説

＊「人は努力する限り迷うものである」；

・ … 大人になることを拒否する心理

４ 青年前期 青年中期  青年後期 
 

一致させる 
 

  

  

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 年，日本の先住民族であるアイヌ民族の伝統と文化に関する知

識の普及と啓発を目的として制定された法律とは何か答えよ。 

夫婦おのおのが結婚後も引き続き結婚以前の姓を名乗っていくこ

とを何というか答えよ。 

年に大幅に改正された，日本における障がい者のための施策に

関する基本的な事項を定めた法律を何というか答えよ。 

 憲法第 条に列挙されている，身分・家柄・出生によって決まる

社会的な地位のことを何というか答えよ。

大日本帝国憲法の家制度の下で固定化された，男中心の価値観のこ

とを何というか答えよ。

日本国憲法で宣言されている，個人の人格の尊重に基づく平等観で，

人種・信条・性別などに基づく差別を禁止する内容を何というか答えよ。

憲法第 条に，「すべて国民は，法律の定めるところにより，その

能力に応じて，ひとしく教育を受ける権利を有する」とあるが，これは

何について規定したものか答えよ。

さまざまに条件が異なるなかで，条件しだいで等しく扱ったり，異

なる扱いをすることも認める平等の考え方を何というか答えよ。

一人一人みな違っているからこそ，各人はこの地上にただ一人の貴

重な存在であり，いっさいの差別なく尊重されなければならないとする

平等の考え方を何というか答えよ。

に対する反省から，憲法第 条で保障されている家族生活に

関する自由を何というか答えよ。

第２編 テーマ別用語集 第 章 第 節 日本国憲法の人権保障

２ 法の下の平等

年 組 番

氏名

現代社会 ハイレベル正誤問題集

国際政治とその課題

第２編 第５章 第１節【教科書 ～ ページ】

氏名

問１ 国際社会に関する記述について最も適切なものを，次の①から⑤のうちから一つ選べ。

①主権国家を基本的な単位として国際社会が形成されるという概念は， 世紀初頭の国際連盟の設立により確立したと

考えられている。

②領土と外交とともに国家の三要素とされている主権には，自国内の政治的な意思決定権のほか，諸外国に対する独立

性や国内における最高権力性の意味も含まれている。

③国連海洋法条約によると，領海は海岸線から 海里までの範囲とされ，領空は宇宙空間までは及ばないことを前提に

大気圏内と定められている。

④排他的経済水域は海岸線から 海里までの範囲とされ，鉱物資源を除く非生物資源と生物資源に対する探査と開発

の権利が認められている。

⑤国際法は国際慣習法と条約に大別されるが，条約は締約国以外にも強制力をもつという点において，国際慣習法に対

する優位性が指摘されている。

 
問２ 国際連盟に関する記述について最も適切なものを，次の①から⑤のうちから一つ選べ。

①国際連盟は第一次世界大戦後の 年，人類史上初めての国際平和組織として設立された。

②国際連盟への米国の加盟は当初拒否され，その後加盟が認められたものの 年に除名された。

③国際連盟の理事会は，イギリス・フランス・ドイツ・イタリアの常任理事国を中心に運営された。

④国際連盟が多数決により意思決定を迅速に行ったことが，結果的に加盟国間の対立を増幅させることになった。

⑤国際連盟が第二次世界大戦を防げなかった理由として，経済制裁を課すことができなかったことがあげられる。

 
問３ 国際連合に関する記述について最も適切なものを，次の①から⑤のうちから一つ選べ。

① 年のダンバートン オークス会議において国際連合憲章が採択され，国際連合が設立された。

②国際連合の本部は，国際連盟に引き続きスイスのジュネーブに置かれている。

③ か国以上の代表が集う国連総会は加盟各国に強制力のある決定を行い，一国一票を原則としている。

④国連憲章に規定されている国連軍は，朝鮮戦争のときに組織されて以来，正式に組織されたことはない。

⑤国連平和維持活動は国連憲章に明記されている活動ではないため，任務の性格から“６章半活動”ともよばれている。

問４ 第二次世界大戦後の国際政治の動向に関する記述について最も適切なものを，次の①から⑤のうちから一つ選べ。

①自由主義を掲げるアメリカ陣営と共産主義を掲げるソ連陣営による世界を二分する対立を東西冷戦というが，両陣営

が間接的であっても軍事的な衝突をする機会はなかった。

② 年，通貨政策での対立を機にソ連はベルリン封鎖を行い，ベルリンの壁が 年に設置されたことによりドイ

ツは東西に分断されることとなった。

③フルシチョフによるスターリン批判やキューバ危機など，東西両陣営は常に緊迫した対立関係が続き，冷戦が終結す

るまで緊張が緩和することはなかった。

④ 年代には，東西両陣営のどちらにも属さずに非同盟中立の立場をとる国々があらわれ， 年ベオグラードで第

一回非同盟諸国首脳会議が開催された。

⑤ 年，東欧諸国の民主化革命が進行する中で，地中海のマルタ島でレーガン米大統領とゴルバチョフソ連書記長が

会談し，冷戦の終結を宣言した。

 
問５ 核兵器や軍縮に関する記述について最も適切なものを，次の①から⑤のうちから一つ選べ。

①米ソ両大国に引き続き， 年代にはイギリス， 年代にはフランスと中国が核保有国となった。

②核兵器廃絶に向けた科学者の結集をよびかけるものとして，ヘルシンキ宣言がある。

③ 年に締結された核拡散防止条約（ＮＰＴ）は，核保有国の核独占を固定化するとの批判から撤廃された。

④包括的核実験禁止条約 ＣＴＢＴ の発効により，臨界前核実験も含めたすべての核実験が禁止された。

⑤ 年 月にオバマ米大統領は広島を訪れ，「核なき世界」への取り組みをすすめていくことを表明した。
 
 
 
 
 
 

解答欄 問１ 問２ 問３ 問４ 問５

①　�文章中に空欄を設け
る形式の問題で，教科
書内容を確認します。

②　�重要なグラフ・図版な
どを用いた問題で，理
解を深めます。

③　�正誤問題や文章でま
とめる問題で，復習の
仕上げをします。

現社  304 �『最新  現代社会』完全準拠

現代社会  演習ノート
（本体　Ｂ５判　96ページ　別冊解答付き　本体価格600円＋税）

★授業の復習に役立つほか，
　受験にも対応した発展的な問題も収録しています。

『最新  現代社会』完全準拠

現代社会サブノート
★ 授業の予習に，ノートの代わりに使

えます。

教科書見開き2ページ分を，１ページにまとめ
ました。
① �教科書内容に沿って，重要語句の部分を空
欄にしました。

② �ワード･一太郎形式でダウンロードできます
ので，編集が可能です。穴あき問題の作成
にもご利用下さい。

現代社会 
テーマ別用語集
★ 定期考査から，受験まで幅広く 

使えます。

教科書内容に沿って，重要語句を一問一答形
式で確認していきます。
� （ワード･一太郎形式で収録）

現代社会 
ハイレベル正誤問題集
★入試対応正誤問題集です。

用意された複数の選択文を読んで，正解を導き出し
ながら，学習のまとめができます。
� （ワード･一太郎形式で収録）

 

 

 

準拠ノート・ 
ダウンロード教材
生徒向け教材
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現社  304 �『最新  現代社会』完全準拠

現代社会  板書例 (細密版)
★ 教授資料掲載の「授業の流れの例」を 

詳細にしたものです。

� （ワード･一太郎形式で収録）

授業に役立つ新しい話題
教育出版ホームページに収録

★ そのときどきの旬な話題をホームページ
上から随時提供しています。

例えば，環境問題について，現地からのリポートや
用語説明，数値の算出の仕方はどうなっているの？�
など，さまざまな切り口から展開しています。

書き手は，高校・大学の先生方です。
� （ＰＤＦファイル形式で収録）

※�PDFとは，Adobe社が無償で配布しているAdobe�Readerを使って見ることができるファイルです。
PDFが開けない場合は，Adobe社のホームページからAdobe�Readerをダウンロードしてください。

第 2 編・第 1 章 青年期と現代社会・第 2節 現代に生きる倫理(p.30-43) 

p.42－43 

７ アジアの思想(p.42-43) 

 

儒学の思想 

 ■諸子百家 … 春秋戦国時代の戦乱を生き抜いた思想家・学派 
  儒学 ；孔子 … 荒廃した人心を，道を実行することで救う 
    ・礼(人間が行うべき伝統的規範)) 
                      忠恕 … 素直な心，思いやり 
                    孝悌 … 親や兄弟への愛，年長者に従う

      性善説 ；孟子 
      孔子の思想を発展 ⇒ 「仁」を発展させることを主張 
       ⇒人が生まれつきもつ善人の傾向を伸ばし，徳にする 
        性悪説 ；荀子 
      孔子の思想の「礼」の部分を強調 
       ⇒人は生まれつき欲望を追及するので，「礼」で矯正する

 
道家の思想 

 ■道家 … 儒学の説く「道」を偽りとして批判 

   無為自然・柔弱権下 ；老子 
   ＊本来の「道」とはすべてを生み出した根源＝自然である 
   万物斉同 ；荘子 
   ＊人間の基準をこえ，自然の道と一体化して生きる⇒ 真人 
 

 

仏教の思想 

 ■仏教；釈迦(ガウタマ＝シッダールタ） 
  【成立】紀元前６～５世紀ころ，インド北部 
  ・ブッダ（仏陀）；真理を会得＝諸行無常・諸法無我・因縁生起 
  ・八正道…煩悩を滅ぼし、悟りの境地（涅槃寂静）に達する道 
          苦諦  … 人生は苦 
          集諦  … 苦の原因＝煩悩（欲望）の集まり 
          滅諦  … 苦の原因を滅ぼす（涅槃） 
           道諦  … 悟りにいたる道（＝八正道） 
  ・縁起の理法 … あらゆる結果には縁(条件)と因(原因)がある 
  ・慈悲の心 … すべての生命をいつくしむ心 
 ■宗派の分裂 … ブッダの死後 
    上座部仏教  … 個人の救済を目ざす，阿羅漢を理想とする 
            ⇒タイなどの東南アジアへ（南伝仏教） 
    大乗仏教  … 多くの人の救済を目指す，菩薩を理想とする 
            ⇒中国，朝鮮半島，日本へ（北伝仏教） 
アジアの非暴力の思想 

 ■非暴力 … アジア古代の思想に共通する要素 
  儒学 … 徳知主義（暴力による政治の否定）／仏教 … 暴力の否定 
 ■非暴力･非服従で指導；ガンディー → インド独立を実現 
   

四諦 
・仁(礼を支える心 

　2011年7月9日，アフリカ54番目の独立国と

して，南スーダン共和国がスーダン共和国か

ら分離独立し，193番目の国連加盟国となっ

た。

１．スーダン略史　

　南スーダン分離独立前のスーダンは，アフ

リカ最大の面積を有する国家であった。北部

は砂漠からステップが広がり，南部はサバナ

と湿地帯，そして南端は年降水量1,500ｍｍを

超える熱帯雨林地帯となっていた。その歴史

は古く，紀元前3000年ころから，地中海，西ア

フリカ，インド洋を結ぶ国際交易網の中心と

して重要な位置を占めていた。また，南部は内

陸アフリカとの交流が深く，前2200年ころか

ら内陸部より移動してきた黒人集団の王国が

栄えた。14世紀ころに，アラブ・ムスリムとの

接触が深まると，ナイル川流域にアラブ系民

族のイスラーム国家が生まれ，18世紀になる

と広くスーダン中北部にイスラームが浸透し

ていった。

  19世紀末になると，実質的なイギリス支配の

もとで，現在のスーダンの範囲が画定された。

ヌビアはエジプト，スーダンに二分され，南部

地域はスーダンに併合された。イギリスはア

ラブ民族主義による独立要求を防ぐため，南

北分断政策の下で，南部はアラブ的要素が禁

止された地域とした。

２．スーダン独立から内戦

　1956年にスーダンはエジプト・イギリス共

同管理から独立したが，政権を掌握した北部

のアラブ・ムスリムの支配に対して，自治要求

が強かった非ムスリムの南部との間に内戦が

勃発した（第一次内戦[1955-1972年]）。政府は

1972年に南部自治政府の成立を認め，内戦も

一旦は終結した。しかし，政権に影響力をもつ

ムスリム同胞団（現在の国民イスラーム戦線

［NIF］， 救国革命政権の母体）勢力の主張によ

り，イスラーム化が進むと，1983年に第二次内

  

※1 　一般的にエジプトのアスワンあたりからスーダンにかけての地域をさすと考えられる。古代エジプト第25王朝は内陸か
らの黒人たちの立てた王朝でヌビアにつくられた(現在の南スーダンは含まれないと考えられる)。 イギリス支配がアフリカの
地域区分を無視して行われた一例である。
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南スーダンの独立
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戦がはじまった。1989年の無血クーデタによ

り，救国革命評議会が組織され，オマル・アル=

バシル政権が成立し，現在まで続いている

(2011年11月現在)。

　救国革命政権は，1970年代に成長したごく

少数の資本家層を中心としており，イスラー

ム主義をその拠りどころとしている。イス

ラーム法を施行し， 国家 ・ 社会のイスラーム

化を進め， 野党や労組などの反対勢力を抑圧

し， 独裁体制を築いてきた。 さらに， 南北の

経済格差， 開発問題， 資源の配分などの問題

を背景とした南部の非アラブ ・ 非ムスリム勢

力の抵抗を 「ジハード」 の名のもとに鎮圧し

た。 対する南部では， スーダン人民解放運

動 ・ 軍（SPLM/SPLA；以下SPLM/Aと略す）を

中心に抵抗が続き，内戦は泥沼化した。

３．南北包括和平協定

　内戦が長期化するにつれて，救国革命政権

側もSPLM/A側も相手を圧倒する軍事的成果

を得られず，政権側は非イスラームに融和的

な態度をとりはじめ，1997年には宗教の自由

を含む新憲法を制定した。また，アメリカ合衆

国の積極的なはたらきかけで，2002年ごろか

ら和平合意に向けた協議がみられるように

なった。そしてついに2005年に，スーダン政府

とSPLM/Aの間で南北包括和平協定が成立し，

200万人以上の犠牲者と400万人以上の難民，

国内避難民を出したと推定される内戦は終

わった。

　包括和平協定では，①内戦の終結，②自治権

を有する南スーダン政府の成立，③南スーダ

ンの帰属を問う住民投票の実施，④南部の宗

教的自由（イスラーム法の不適用），⑤南スー

ダンの石油収入の南北均等配分などが盛り込

まれた。2011年1月には和平協定に基づき独

立の是非を問う南部の住民投票が行われ，約

99％の圧倒的多数の賛成を得た。

４．石油と国際関係

スーダンの2010年の原油産出量は2,757万kl

で，世界の0.7％を占める。スーダンにとって，

日本は中国，インドネシアに次ぐ石油輸出相手

国である。油田開発は1975年から始まり，1992

年に本格的に採油が始まった。21世紀になって

急速に産出量と輸出量を増やしているスーダ

ンは，近年石油産出国として注目を集めてい

る。油田地帯は紅海沿岸，中西部，そして南部で

ある。

　1993年，アメリカ合衆国はオサマ=ビンラ

ディンの拠点があったスーダンを，急進的イス

ラーム主義の温床とみなし， 「テロ支援国家」

に指定した。このため欧米企業が撤退するなか

で， 中国をはじめ， インド， マレーシアが進出

※2 　南部の最大の旧スーダン政府に対する対抗組織とその軍事部門。北部にも勢力を持つ。南スーダン分離・独立後，SPLMは
政党となり，現在の南スーダンの最大与党，SPLAは南スーダンの正規軍となった。北部では政府への対抗組織として存在。南ス
ーダンは複数政党制でほかに議会に議席を持つ政党がある。
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教育出版ホームページ

http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/　にアクセスしてください。

 

 

準拠ノート・ 
ダウンロード教材
教員向け教材

『最新 現代社会』教材ラインナップ（整理編）

教材名 教材内容 使い方の例

『最新　現代社会』完全準拠

現代社会　演習ノート

・教科書内容の確認
・資料（グラフ・図版）の読み解き

◎授業の予習・復習

・発展問題（四者択一型の問題） ◎受験対応

『最新　現代社会』完全準拠

現代社会サブノート
ワード・一太郎

【サブノート形式】
・授業一時間（教科書２ページごと）の内容の確認

◎授業の予習・復習
○定期試験対応

現代社会テーマ別用語集
ワード・一太郎

【一問一答形式】
・授業一時間（教科書２ページごと）で重要と思われる
語句を確認

○授業の予習・復習
◎定期試験対応
◎受験対応

現代社会�
ハイレベル正誤問題集

ワード・一太郎

【センター入試形式】
・四者択一型の問題を解くことを通じ，学習内容の総合
的理解を深める

・解答編に赤字で詳細な説明を加え，理解が深まるよう
に配慮

◎受験対応

◆教授資料付属CD-ROM

チェックドリル�
� （第1編・第3編）

ワード・一太郎

・授業の予習・復習や，整理用
・選択肢から適語を答える形式が中心

○授業の予習・復習

評価問題（第2編）
ワード・一太郎

・章や節ごとの復習用で，ややレベルの高い問題
・定期考査例も収録

◎定期試験対応
◎受験対応

教材名 内　容

最新��現代社会プリント集
PDF

・教科書型，教科書資料型，ワークシート型のプリント集（全10テーマ）

現代史年表ワークシート
ワード・一太郎

・世界･日本の戦後のできごとを１シート＝約10年間ずつに整理（1945-2012年）
し，中学校で学習する事項を赤字で示すなどした，プリント作成用の素材集【穴
あき問題例付き】

日本国憲法ワークシート
ワード・一太郎

・日本国憲法の条文に空欄を設け，当てはまる言葉を答える
・現代社会や政治・経済の憲法学習時に役立つワークシート

『最新　現代社会』完全準拠

現代社会�板書例�（細密版）
ワード・一太郎

・授業一時間（教科書２ページごと）の授業の流れの例を，　詳細に表現

�生徒向け教材

�その他の資料

＊■は準拠ノート，■はホームページから無料ダウンロードできる教材，■は教授資料付属のCD-ROM在中のコンテンツ
です。
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〒101-0051　東京都千代田区神田神保町 2-10　　TEL : 03-3238-6811

 教科書　検討の観点と特色
発行者の
番号・略称

教科書の
記号・番号 教　科　書　名 発　行　者　名

17教出 現社304 最新　現代社会 教育出版株式会社

項　目 観　点 特　色　等

１　  内容の選択と程度 ＊学習指導要領，
教科の目標を達
成するために必
要な教材

＊基礎的・基本的
事項の理解や習
得のための配慮

●第１編は，指導要領に示すとおり，導入として位置づけられ，それにふさわし
い身近な３つのテーマについて，写真やわかりやすい資料を用いて展開してお
り，実用的な内容となっている。さらに，問題点が明確に焦点化されており，
生徒が学習を行うための動機となる素材が十分に用意されている。

●第２編は，政治・経済分野をはじめ学習内容が充実し，哲学思想や歴史（経済史
など）といった発展的・横断的な内容も適宜取り上げられ，バランスのとれた学
習事項が扱われている。また，中学公民で学んだ事項から，専門性の高い事項ま
で幅広く扱われており，学習の発展段階に配慮した配列や簡潔な本文記述となっ
ている。側注や用語解説などにより内容の充実が図られ，学習の理解を助けてい
る。特定の学力層に偏らず，広範な学力層を対象にできる教科書である。

●第３編は，まとめとして位置づけられ，第１･ ２編の学習をふまえて取り組むべ
き，課題探究学習に重点を置いた適切なテーマで構成されている。「トークセッ
ション」「考えてみよう」「調べてみよう」など，アクティブな学習の例が示さ
れていると同時に学習スキルが十分に身につくよう工夫されている。

２　 組織・配列・分量 ＊学習指導を有効
に進めるための
組織・配列・分量

●第１編は，生徒に身近な話題を扱い，かつ各項目とも適量で構成されている。
●第２編は，各単元とも基礎的な内容から発展･応用的な内容まで，順序よく構成

され，見開きで使いやすい。特に政治・経済分野をはじめ，生徒に身近な話題
を適度に取り入れ，学習内容が根本から理解できるように工夫されている。

●第３編は，第１･ ２編の学習をふまえて，課題探究学習に適した話題と学習スキ
ルを高める内容について，適量で構成されている。

３　 表記・表現および
使用上の便宜

＊学習意欲を高め
るための配慮，
用語・記号の取
り上げ方および
記述の方法

＊印刷の鮮明度，
活字の大きさ，
行間，製本など

●事例の紹介や，特定のテーマを解説する小コラムが多くのページにみられ，学
習に深みを与える。見開き右ページの ｢Key Word｣ は学習の整理に役立つ。

●本文を補足する側注解説だけでなく，重要語の解説や法律条文，各種資料など
を見開き紙面のなかに設け，学習のいっそうの理解と発展が図られている。

●編・章ごとに右ページのインデックスとともに色分けされ，わかりやすい。
●Ｂ５判（大判）を生かして多数の写真や図表が大きく掲載され，識別しやすく，

資料性が高い。本文･側注は，活字の大きさ，行間とも読みやすい。
●装丁は堅牢で，長期の学習においても耐久性がある。

４　 総合所見 ●現代社会は，指導要領が示すように倫理，社会，文化，政治，法，経済，国際社会にかかわる現代社会
の諸課題などについて，様々な観点から追究させる科目である。その目標の達成に向け，本教科書は数
多くの学習事項と追究すべき課題を，特定の分野に偏ることなく扱っており，公民科として総合的な学
力の向上が期待できる。

●２単位の授業時数のなかで多くの学習事項にふれることができ, ｢現代社会｣ のみの履修で ｢高等学校公
民科｣ を修了する際も，社会事象に関する十分な知識と公民としての基本的な教養が習得できる。

●写真，グラフ，図解，表が非常に豊富で，かつ大きく掲載されているため読み取りやすい。本文や側注
の解説による理解だけでなく，視覚的な理解や読図，資料分析の能力向上にも最適である。


