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１.持続可能な未来

17の目標は，持続可能な未
来をつくるための視点です。
それぞれの目標について理解
を深めると同時に，それぞれ
がどのように関連しているか
を考えることも大切です。

1   SDGsの17の目標

2 「文化」，「移民」，「ICT」など，SDGs
の17の目標には定められていないものの，
重視されるべきテーマもあります。こうした

「その他」の目標にも着目して，自分にとっ
ての「18番目の目標」を探してみることも大
切です。

1 持続可能な未来の構築をになう人
になるための活動や学習を，「ESD：持
続可能な開発のための教育」（Education  
for Sustainable Development）と
いいます。ESDでは，一人一人が自
分の生き方や考え方の広がりや深まり
を自覚し，未来に向けて大切にしたい
見方や考え方を学んでいくことを大切
にしています。

　人や地球環
かん

境
きょう

が犠
ぎ

牲
せい

になることなく作ら
れた製品を購

こう

入
にゅう

することであり，生産者の顔
や背景が見える消費のあり方です。貧

ひん

困
こん

，人
権，気候変動といった国際社会の三つの緊

きん

急
きゅう

の課題を，同時に解決するための一つの有効
な手段であるとも言えます。エシカル消費は
毎日の買い物を通じて取り組めるので，誰

だれ

も
が今日から始められる社会貢

こう

献
けん

活動です。

エシカル消費とは

エシカル消費を広げる活動に
取り組んでいる末

すえ

吉
よし

里
り

花
か

さん

四つの視点とは

ふり返りのイメージ図

『私の提案』作成ナビ

『私の提案』作成ナビ

持続可能な未来をつくるために，
まずは，「個人と個人」あるいは
「個人と社会」のつながりを考え
てみましょう（①）。次に，このつ
ながりをつづける方法を探してみ
ましょう（②）。そのために，「個
人と個人」あるいは「個人と社会」
のつりあいを大切にしましょう
（③）。そして，これらの①～③の
土台となる，つつみこみを意識し
てみましょう（④）。

◦�他者の作品からの学びをふまえた，
自分自身の学びの広がりや深まり

◦作品の発表，インタビュー

◦�作品をつくる前の「持続可能な未来」
に対するイメージ

◦�作品の作成中に「永く続く問い」へ
の回答を考察

　私の提案「自分を変える，社会を変
える」を作成する前・中・後のプロセ
スを振り返りながら，自分自身の生き
方や考え方の広がりや深まりをとらえ
ることも大切です。
　振り返りの例として，「起・承・
転・結」による方法とポイントを示し
ます。
起：作品をつくる前のイメージを高め
ます。
承：作品を作成していく中で，「永く
続く問い」への答えを考えます。
転：作成した作品を声に出して発表し
たり，お互いにインタビューをしたり
します。
結：作品の作成や発表，インタビュー
などの活動を終えた後，自分自身の生
き方や考え方を再認

にん
識
しき
します。

1

2

［永く続く問い］「持続可能な未来のために大
切にするべき見方や考え方とは何か」・「自分
にとっての持続可能な未来とは何か」

［ゴール］「SDGsを入り口にして，地球の持
続可能性を妨

さまた
げる課題を考え，自分自身の生

き方や考え方の広がりや深まりを理解する」

結

転

起

承

SDGs（持続可能な開発目標）は，17 の目標と

169 のターゲットから構成されています。「地球

上の誰
だれ

一人として取り残さない」ことをスローガンに，先進国も発

展途
と

上
じょう

国
こく

も，すべての国が取り組むべき普
ふ

遍
へん

的なものとされていま

す。SDGs のD にあたる「開発」（Development）には，経済発展

だけではなく，人間的発展も含まれています。それは，物質的な豊

かさだけでなく，精神的な豊かさを追求していくことも大切になる

ということです。例えば，持続可能な未来を目ざしていくときに，

注目されている考え方の一つに，「エシカル消費」があります。こ

れは，毎日の暮らしの中で，誰
だれ

によって，どこで，どのように作ら

れているのかがわかる製品を購
こう

入
にゅう

し，消費しようという考え方で，

フェアトレードはその代表的な例です。このように「開発」という

言葉には，「持続可能な未来」を考えていく際の大切なヒントが含

まれています。

　次のページからは，これまで積み重ねてきた社会科の学習の集大

成として，持続可能な未来に向けた作品・私の提案「自分を変える，

社会を変える」を作成していきましょう。

1

2SDGsの意義

関連 小学校  ／ 地理  ／ 歴史  ／ 他教科  

私たちは，これまでの公民の学習を通して「現代

社会」，「政治」，「経済」，「国際社会」のしくみや

現状などについて学んできました。その中で，グローバルな視点（地

球規模）とローカルな視点（地域）の両方から，持続可能性を妨
さまた

げる

さまざまな課題と向き合ってきました。こうした課題を認
にん

識
しき

し，公

民の学習だけでなく，小学校での学習や地理や歴史の学習，他教科

での学習，さらに毎日の暮らしのなかで経験してきたことなどをふ

まえながら，課題の解決に向けて行動する，持続可能な未来のにな

い手を目ざしていきましょう。私たちが目ざす持続可能な未来を，

次の四つの視点から考えていくことができます。

①「つながる」ことを大切にする未来

②「つづける」ことができる未来

③「つりあう」ことで構築される公正な未来

④「つつみこむ」ことでさまざまな他者を認める未来

こうした視点を意識しながら，自分自身と社会をどのように変えて

いったらよいのか，自分なりに考えていくことが大切です。

1

持続可能な
未来とは

SDGs 1 〜 17

p.259

p.212
ともに変化の
にない手に
なりましょう。
Be the change!

持続可能な未来と私たち  ▶持続可能な未来を築いていくために1
持続可能な未来をつくるために，私たちに必要なことはどのようなことでしょうか。学習課題

持
続
可
能
な
未
来
の
社
会
へ

節
1

未
来
の
社
会
に
希
望
を
つ
な
ぐ
た
め
、

今
こ
こ
か
ら
私
た
ち
は
何
を
始
め
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
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②これまでの公民の学習を振り返り，特に解決しなければならない
と思う社会的課題を４つ～６つあげよう。そして，「最優先に取り
組むべき」，「優先して取り組むべき」，「次に取り組むべき」の３段
階にランキングして，結果を理由とともに話し合ってみよう。

①このページであげられた課題が，SDGs（持続可能な開発目標）の
17の目標（←ｐ.Ⅰ）のうち，何番の内容に該当するか分類してみよ
う。

さらにステップアップ

�金の採掘場で働く子どもたち（2016年 ガーナ）
土や石に混じった金を取り出すために，水銀を使っています。水銀は人体に有害な
性質をもつ金属ですが，素手で扱ったりそのまま水で洗い流すなど，ずさんな扱い
をしているため，子どもたちの健康や周辺地域の環

かん
境
きょう

への被
ひ

害
がい

が心配されています。

�干ばつの被害を受けた牧草地�
（2018年 オーストラリア）

例年より気温が高く，雨が降らない日が続い
たため，大規模な干ばつが発生し，現地の農
業や畜

ちく
産
さん

業に大きな被害をもたらしました。

�ハリケーンの被
ひ

害
がい

にあった
住民�

（2018年 アメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

）
例年になく高い海水温によって，ハリ
ケーンが巨大化したといわれていま
す。近年，地球温暖化の影響によって，
ハリケーンの威

い
力
りょく

や集中豪雨の頻
ひん

度
ど

が増す傾
けい

向
こう

にあるという研究報告も
あります。

�海に漂うごみを使って美術学校の生徒たちがつくった作品（2015年 ブラジル）
�国旗を燃やして抗

こう

議
ぎ

するパレスチナの人々�
（2017年 パレスチナ自

じ
治
ち

区
く

）

自然災害の激化の問題
　世界各地で，異常気象や大規模な地

じ

震
しん

がたびたび発生しています（←
ｐ.220）。過去の教

きょう

訓
くん

をふまえながら備えを進めるとともに，被害を防
げなかった場合でも早期に復旧できるよう，国家間や地域間で連

れん

携
けい

して
支援できる体制を整えておくことが重要になっています。

経済格差・児童労働・環
かん
境
きょう
破
は
壊
かい
の問題

　現代の生活に欠かせないパソコンやスマートフォ
ンなどの機器には，金やコバルトなどのレアメタル
が使用されています（←ｐ.218）。これらの資源の
採
さい

掘
くつ

は大きな利益を生み出すため，特に他の産業が
発達していない国や地域では，その利権をめぐり，
紛
ふん

争
そう

などが発生しているところもあります。また，
採掘場の厳しい労働に，現地の多くの子どもが従事
しているという問題も指

し

摘
てき

されています。
　また，資源の採掘に依

い

存
ぞん

した地域では，それによ
って一時期は栄えたとしても，資源の枯

こ

渇
かつ

や需
じゅ

要
よう

の
変化によって採掘が止まると，すぐに地域経済が成
り立たなくなるという不安も抱えることになります。

アフリカ大陸

ユーラシア大陸

北アメリカ大陸

南アメリカ大陸
インド洋

オーストラリア大陸

太
たい
平
へい
洋
よう

大
たい
西
せい
洋
ようパレスチナ自治区

ミャンマー

ガーナ

オーストラリア

アメリカ合衆国

ブラジル

環
かん
境
きょう
破
は
壊
かい
の問題

　廃
はい

棄
き

されたプラスチックごみが，海洋を漂
ただよ

うなか
で細かくくだけて，海洋生物や海鳥が飲み込み，汚

お

染
せん

が広がるという例が報告されています（←ｐ.180）。
この「マイクロプラスチック」が水産物などから人
間の体内に蓄

ちく

積
せき

されると，なんらかの悪影響が出る
のではないかと不安視されています。

民族対立・難民の問題
　ミャンマーに暮らすロヒンギャ族のように（←ｐ.70），迫

はく

害
がい

や内戦から逃れ
るため，他の国へ移住する人たちが世界各地で増えています。このような難民
の流入は，受け入れ先の地域住民の生活にも大きな影

えい

響
きょう

を及ぼし，その受け入
れをめぐって衝

しょう

突
とつ

が起こることもあります。支
し

援
えん

が追いつかない難民キャンプ
では，多くの人たちが感

かん

染
せん

症
しょう

や自然災害などの危険にさらされています。

�川を渡ってバングラデシュへ避
ひ

難
なん

するロヒンギャ族の人々�
（2017年 ミャンマーとの国境付近）

宗教対立・外交の問題
　エルサレムはユダヤ教，キリスト教，イスラム教の三
つの宗教が聖地としている都市で，歴史上，この地をめ
ぐって数々の争いがありました（←ｐ.211）。現在のエ
ルサレムは，ユダヤ教を多数派とするイスラエルが首都
として宣言していますが，国際社会ではそれを認めず，
首都に置かれる各国の大使館も，別の都市に置かれてき
ました。こうした中，2017年，アメリカのトランプ大
統領が，自身の支持層である国内のユダヤ教徒やキリス
ト教徒の一部などの要望を受け，エルサレムをイスラエ
ルの首都として正式に認め，2018年に大使館をエルサ
レムに移しました。この動きに対し，イスラム世界を中
心に批

ひ

判
はん

の声が上がり，各地で混乱が発生しました。

持続可能性を妨
さまた

げる，さまざまな課題
持続可能な発展を実現するうえで，現在の国際社会にはさまざまな面で課題があることを学習しました。今も困難な生活や厳しい対立の中
にいる人たちの姿をとらえ，課題の解決に向けて考えを深める手がかりにしましょう。

読んで深く考えよう
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�さまざまな地球環境問題

カードゲームで持続可能な社会を目ざす体験

　この教科書を通じて，社会にあるさまざまな課題とその解決を
考えていくとき，それらを体験的に学ぶことができるカードゲー
ムが「2030 SDGs」です。
　このゲームは，2015年の国連サミットで採択された，多

た

岐
き

に
わたる地球規模の課題である「SDGs（持続可能な開発目標）」の
17の目標を達成するために，現在から2030年までの道のりを
体験するゲームです。「なぜSDGsが私たちの世界に必要で，そ
れがあることによってどのような変化や可能性があるのか」を体
験的に理解することをねらいにしています。
　ゲームは，自分の行動が世界に対してどのような影

えい

響
きょう

を与える
のかを，現実の世界になぞらえて体感できるようにつくられてい
ます。各プレイヤーは，それぞれが異なるゴールをもちます。お
金や時間を使ってプロジェクト（消費，生産，広報などのさまざ
まな活動）を実行していくと，ゲームの世界の経済・環境・社会
の状

じょう

況
きょう

は変化していきます。自分たちのゴールと世界の状況を見
ながら，全員で2030年の世界をつくっていきます。
　ゲームの終了後は，ゲームでの体験や感じたことと，現実での
自分の行動を振り返ります。実際の生活の中でも必要なことを，
他の人の考えを聞いたり，自分で話したりしながら考えます。
　現実の世界でも，ゴール（大切にしている価値観）が異なる人た
ちと，私たちはともに暮らしています。こうした違いや世界の状
況について，私たち一人一人が考え，行動していく必要があるこ
とを，ゲームを通して実感できるでしょう。

先進国 海洋上の
島国

発展
途上国先進国 海洋上の

島国
発展
途上国先進国 海洋上の

島国
発展
途上国

　1984年に国連が設置した「環境と開発に関する世
界委員会」は，地球が直面するようになったさまざま
な問題を調査し，過去の開発・発展のやり方では，も
はや「持続不可能」だと結論づけました。そのうえで
これからは，「世代間の公平」，「世代内の公平」，「自
然と人間の調和」という三つの視点を意識した，発
展・開発の進め方に転

てん

換
かん

していかなければならないと

指摘しました。そしてこれを，持続可能な発展（→
ｐ.221）と名づけ，全世界にその実現を強く要請した
のです。しかし，国家間や地域間での考え方の違いか
ら，なかなか取り組みが進まない現状があります。持
続可能な社会を実現するためには，そうした対立を解
消して，世界の人々が目標に向かって協調して歩みを
進める必要があります。私たちも，その一人です。

　第６章は二つの節で構成されています。「１節：
国際社会の平和を目ざして」では，『平和な国際社
会を実現するためには，どのような取り組みが必要
なのだろうか』をテーマに学習を進めます。「２節：
国際社会が抱える課題と私たち」では，『私たちは，
国際社会の課題をどのようにとらえ，解決を図って
いけばよいのだろうか』をテーマに学習を進めます。
　以上の二つの節の学習を通して，第６章全体では，
『国際社会の平和の実現と課題の解決に向けて，私
たちにできることはなんだろうか』を学び，考えて
いきます。平和を目ざす国際社会が，どのようなし

くみと機能をもって成り立っているか，それでもな
お解決できない諸課題とその背景とはどのようなも
のかを学び，私たちが国際社会に向けてできること
を考えます。その際，特に「協調」や「持続可能性」
とは，国際社会においてどのような意義があるのか
を，学習を深めていく際の大事な視点として意識し
ていきましょう。それでは，国際社会の学習の始ま
りです。

持続可能な社会の実現へ

「第６章　国際社会に生きる私たち」学習の見通し

第6章の学習の「見方・考え方」見 考

対立と合意�� 効率と公正�
協調�� 持続可能性

�地球環境問題に対しては，国によってさまざまな立場から意見の違いがあるようです。�
上の図を見ながら，以下の問いについて考えよう。

（1）それぞれの問題どうしが，どのように関連し合っているのかを考えよう。
（2）�図中に示された問題は，「持続可能な開発目標（SDGｓ）」の17の目標（←p.Ⅰ）のうち何番の内容に該当するか，�

問題を①～⑰に分類してみよう。
（3）国によって意見の違いができるのはなぜか，歩み寄ることはできるのか，それぞれの国の立場に立って考えよう。

地球環境問題への対策は，
我々だけでなく，すべて
の国が取り組むべきだ。

このままでは，国
が水没してしまう。

我々には，まずは経済的な
発展が必要だ。先進国が率
先して取り組むべきだ。

��カードゲームを体験する生徒たち（2018年）

�カードゲーム「2030�SDGs」

紫
し

外
が い

線

酸性雨
酸性雨

オゾン層の破
は

壊
か い

溶ける極地の氷

水
す い

没
ぼ つ

する島国

海洋汚染
先進国 発展途

と

上
じょう

国
こ く

大気汚
お

染
せ ん

森林の減少

野生生物種の減少

温室効果ガスの増加

有害廃
は い

棄
き

物の移動

かつてないほどの経済的な豊かさを実現した国際社会ですが，一方で経済格差の拡大や，
環
か ん

境
きょう

破
は

壊
か い

と資源の減少が進み，その結果として将来世代の存続の危機といった問題も生じました。

「持続不可能」から「持続可能」へ第６章の学習のはじめに

Ⅰ Ⅱ

chyukou-tsunagari_190308.ai

　みなさんは，10年後の自分の未来や地球の未来を思い描
くことができますか。いきなり想像することは，難しいかも
しれません。この一年間の公民の学習を通じて，「私たちは，
どのようにして持続可能な未来を築くことができるのだろう
か」という大きな問いへの答えを，いっしょに探していきま
しょう。そのヒントになるのが，次のような考え方です。
　これは，2030年までに達成すべきものとして，国際連合

　公民の学習は，これまでに学んできたことをふまえた「社
会科学習の集大成」となります。そのため，地理や歴史で学
んだ事柄を活用することも大切になります。
　地理では，地球の各地域について学び，各地域の人々の暮
らしの特徴や抱えている課題について学習しました。社会を，
空間的に理解する方法を身につけてきたと思います。歴史で
は，時代の推移や変

へん

遷
せん

，人物・できごとの関係などについて

　17の目標は，人間（目標１～６），豊かさ（目標７～11），地
球（目標12～15），平和（目標16），パートナーシップ（目標
17）という，五つの要素のいずれか一つ以上に関係しています。
これら17の目標を達成するためには，各目標に関係する持続
可能性を妨

さまた

げる課題について考え続ける必要があります。例
えば，「生命とは何か」という問いを考えると，SDGsの「１ 貧
困をなくそう」・「２ 飢

き

餓
が

をゼロに」・「６ 安全な水とトイレを
世界中に」などの目標を考えることにつながるでしょう。また，

「平和とは何か」という問いを考えると，「４ 質の高い教育をみ

　本質的な問いとその答えを探していくうちに，その根底に
は「私たちは，どのようにして持続可能な未来を築くことが
できるのだろうか」という問いに答えるための，共通するも
のの見方や考え方，感じ方があることに気づくでしょう。そ
れは，さまざまな「つながり（関係）」への気づきです。
　公民の学習のテーマは，現代の社会で起こっているすべての
事柄と，私たち自身です。そこで，個人と個人のつながり，社会
と社会のつながり，個人と社会のつながりに注目してみましょう。
　個人と個人のつながりでは，年

ねん

齢
れい

が異なることによって生
じる世代間の違いや，生活環境や文化が異なることによって

によって提案されたSDGs（Sustainable Development 
Goals：持続可能な開発目標）というものです。人間，地球
そして繁

はん

栄
えい

のための行動計画として，17の目標と169のタ
ーゲットで構成され，「地球上の誰

だれ

一人として取り残さない」
ことを誓

ちか

っています。先進国も発展途
と

上
じょう

国
こく

も，すべての国や
人々が取り組むべき普

ふ

遍
へん

的な目標として掲
かか

げられています。

学び，それぞれの歴史的意義について学習しました。社会を，
時間的に理解する方法を身につけてきたと思います。社会を
空間的に，あるいは時間的にとらえていくことは，現代の社
会を考えるうえでもとても大切です。そして，地理，歴史，
公民で学んだ知識や情報を活用し，持続可能な未来のあり方
について自分なりに考え，深めていけるようになることを目
標に，学習を進めていきましょう。

んなに」・「10 人や国の不平等をなくそう」・「16 平和と公正
をすべての人に」などの目標を考えることにつながるでしょう。
　このような，すぐに答えが見つからなかったり，複数の答
えが出てきたりすることもある「本質的な問い」は，ほかに
も「環

かん

境
きょう

とは何か」「人権とは何か」「豊かさとは何か」「幸せと
は何か」「文化の多様性とは何か」「民主主義とは何か」「安全と
は何か」などたくさんあります。「本質的な問い」を公民の学
習のなかで見つけて，SDGsと関連づけながら自分なりの答
えを探し続けていきましょう。

生じる文化間の違いを意識して，どのようにつながればよい
のかを考えてみてください。社会と社会のつながりでは，移
民の受け入れ問題や環境問題など，一つの国や地域では解決
が難しい問題を意識して，問題の解決に向けてどのようにつ
ながればよいかを考えてみてください。個人と社会のつなが
りでは，ローカル（地域的）な視点とグローバル（地球規模）な
視点の両方から現代社会に起こっている問題をとらえ，社会
において私個人ができることは何かを考えてみてください。
このことは，SDGs の「17 パートナーシップで目標を達成
しよう」と深く関連しています。

10年後の自分や地球

地理，歴史，そして公民へ

SDGsと「本質的な問い」

「つながり」への気づき

SDGsの17の目標

つながる世界の人々

〜みんなで描く持続可能な未来予想図公民の学習を始めるにあたって
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◦第 2 章　個人を尊重する日本国憲法 ３.平和１.憲法 ２.人権

　ニュージーランドのジャシンダ・アーダーン首相は, 2018年に
ニューヨークで開かれた国連総会に，生後３か月の長女といっしょ
に出席しました。国連に乳幼児と出席するのは初めての例でしたが，
国連は入場のための身分証を長女にも発行するなど，働く女性リー
ダーの「子ども連れ出席」を好意的に受け入れました。

13.2

32.9

日本

フランス

アメリカ

ドイツ 29.3

0 50 7525 100％

43.4%

●障がいがある人の障がいの特性に応じて，座席を決める。
●段差がある場合に，スロープなどを使って補助する。
●必要な情報を伝えるために絵や写真を使う。
●入学試験の際，別室受験，時間延長，読み上げ機能の使用
　などの措置を提供する。

●障がいがあることを理由に，入店や窓口の対応を拒否する。
●障がいがある人本人に話しかけないで，
　付き添いの人に話しかける。
●学校の受験や入学を拒否する。
●障がいがある人向けの賃貸住宅はないと言って対応しない。

不当な差別的取扱いの例

合理的配慮の例

きょ ひ

そ

えんちょう

そ ち

14年10 11 12 13090807060504032002
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2.3

女性

女性の社会進出を進めるための，
より積極的な取り組みとは何か，

教科書中からあげてみよう。

障がいのある人に合理的配慮を
することが，なぜ「平等」を意

味するのか，自分の言葉で説明しよう。
見 考

表現

確認

2 2008年に，国連で発効した障害者権利
条約を批

ひ

准
じゅん

するために制定されました。

2  男女の育児休
きゅう

暇
か

取得率の推移

1   国連の会議に子どもと参加する， 
ニュージーランドのアーダーン首相（写真中央・2018年）

女性

男女計
男性
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17年1510052000959085807570651964

1 ポジティブ・アクションまたはアファー
マティブ・アクションと呼ばれるもので，日
本では主に，働く場での男女の格差解消を目
ざした企業の自主的な取り組みのことをいい
ます。女性の採用を増やしたり，研修の機会
を充実させたり，女性の管理職を増やしたり
するなどの取り組みがあります。

4   主な国の会社の管理職に占める女性の割合

合理的配慮とは，障がいのある人から役所や事業所に対して，バリアを取り除くためになんら
かの対応を必要としているという意思が伝えられた時に，負担が重すぎない程度に対応するこ
とをいいます。

5   不当な差別的取
とり

扱
あつか

いと合理的配
はい

慮
りょ

　マセソン美季さんは，大学１年生の時に不
ふ

慮
りょ

の事故にあい，車いすでの生活が始まりま
した。その後，1998年の長

なが

野
の

パラリンピッ
クに，アイススレッジ（氷上そり）スピードレ
ースの日本代表として出場し，金３個，銀１
個のメダルを獲

かく

得
とく

して，日本のパラリンピア
ンの先駆者となりました。引退後は，パラリ
ンピックの普

ふ

及
きゅう

に努めています。

パラリンピアンの先
せん

駆
く

者
しゃ

写真を見て，気づいたことをあげてみよう。Q
6  視覚障がい者誘

ゆう

導
どう

用ブロック（点字ブロック）

（2017年 新
にい

潟
がた

県小
お

千
ぢ

谷
や

市）

パラリンピックの競技について
小学校で説明するマセソン美

み

季
き

さん

3   男女の平均賃金の推移

　（2017年 厚生労働省）
※ 1975年以前は民営及び国・公営の事業所の集計，1976年以

降は民営の事業所の集計。

（2018年 内閣府）

（厚生労働省）

※2011年の比率は，岩
いわ

手
て

県，宮
みや

城
ぎ

県，福
ふく

島
しま

県を除く全国の結果。

第二次世界大戦前の日本では，女性は選挙に参加

できず，教育を受ける機会も制約されるなど，性

別に基づく法的差別を受けていました。そこで，日本国憲法は，法

の下
もと

の平等（第14条）だけでなく，両性の本質的平等（第24条）を

規定しました。これを受けて民法や刑法が改正され，女性に対する

法的な差別は大幅に解消されました。しかし，「男性は仕事，女性

は家事・育児」という考え方が根強く存在してきたこともあって，

社会における活
かつ

躍
やく

という点では，男女間に違いがあります。諸外国

と比べ，賃金の格差や，国会議員・裁判官・会社の管理職・大学教

授などに占める女性の割合が低いことなどが指
し

摘
てき

されています。

1979年に，国連で女子差別撤
てっ

廃
ぱい

条約が採
さい

択
たく

され

たことを受けて，政府は，1985年に男女雇
こ

用
よう

機

会均等法を制定しました。その結果，例えば採用において「男性の

み」という募
ぼ

集
しゅう

を行うことを禁止するなど，雇用の場面における男

女差別を禁止しました。その後の改正によって，職場内の配置，昇
しょう

進
しん

，採用などの面での男女差別が禁止されました。また，事業主に

対して，セクシュアル・ハラスメント防止を義務づけました。1999

年には，家庭，地域，政治など，社会のあらゆる場面で男女が責任

1 2

3 4

男女の平等

男女共同参画

関連 小学校  基本的人権の尊重（６年） SDGs 5 ジェンダー／ 8 経済成長と雇用／ 10 不平等

をもって対等に役割をになうことを定めた，男女共同参画社会基本法

が制定されました。さらに，2015年には女性活躍推
すい

進
しん

法が，

2018年には，政治分野の男女共同参画推進法が制定され，女性の

職業や政治分野におけるいっそうの活躍を図っています。一方で，

女性の社会進出がなかなか進まない現状から，より積極的な差別の

是
ぜ

正
せい

措
そ

置
ち

が必要だという声もあります。

心身に障がいのある人々にとって，自由に外出で

きなかったり，施
し

設
せつ

が使えなかったり，サービス

が受けられなかったりするようなことがあれば，深刻な問題です。

こうした不自由さは，障がいのない人々からみると，なかなか気が

つきにくいものです。そこで，1993年に制定された障害者基本法

に基づき，視覚障がい者誘
ゆう

導
どう

用ブロックを備えた道路の整備や，車

いす利用者に配
はい

慮
りょ

した公共施設のバリアフリー化など，障がいのあ

る人の側に立って多くの施設の改善が図られてきました。さらに，

2013年に制定された障害者差別解消法では，障がいのある人への

不当な差別的取
とり

扱
あつか

いを禁止すると同時に，「合理的配慮」という考

え方を導入しました。障がいによって分け隔
へだ

てをしない共生社会の

実現に向けて，障がいを理由とする差別の解消を目ざしています。

　さまざまな差別をなくすためには，過去の反省をふまえて，私た

ち自身が社会に残る差別や偏
へん

見
けん

に気づき，考えることが大切です。

そのためにも，政府が差別解消に向けた対策をとることが重要です。

1

6

2

5

障がいのある人と
ともに

男性と女性の
働き方には，
違いがあるのかな。

p.252

p.176

p.176

p.248

p.247

p.247

p.256

p.239

p.248

ともに生きる社会の実現へ  ▶平等権②3
さまざまな違いをもった人々が活

かつ

躍
やく

できる社会は，どのように実現できるでしょうか。学習課題

2 持続可能な社会の実現に向け，課題解決に取り組むことができる内容の充実

社会的な課題を多面的・多角的にとらえ， 
考察することができる教材・内容

生徒が，現代や過去の社会的事象について，資料を的確に活用しながら多面的・多角的に 
考察することができ，情報を批判的に読み解いて公正に判断する力を養えます。

特色

2

「私の提案」作成に向けて
終章（p.228より）では，これまでのすべての学習を活かし，SDGs（持続可能な開発目標）の視点をもって地球規模の課
題と向き合い，解決方法を探ります。完成した「私の提案」を，他者との対話によって広げ深めていくことができます。

「終章」に向けてすべてのページが有機的につながり，かかわり合いながら学習が進みます。

公民的分野とSDGs
新しい公民教科書では，「『SDGs（持続可能な開発目標）』の17の目標の達成に向けて，いま私たちに何ができるか」
を大きな柱の一つに据え，構成しています。教科書の中で扱うさまざまな教材とSDGsとの関連が有機的に図られ，
これまで以上により深く「持続可能な未来」を意識した学習を進めることが可能です。

本時の各時間の学習内容と関連する
ＳＤＧｓの項目を紹介しています。

各章のまとめのページに「SDGs関連コーナー」
を設け，その章の学習で関連を示したSDGsの
項目を再掲しています。

終章に入る前に，国際社会
が抱える課題をもう一度振り
返って整理し，培ってきた公
民的分野の「見方・考え方」
の視点で見つめ直します。

身近な暮らしの中で，SDGs
への理解や取り組みへの意
識 が 深まる「カードゲーム」
を紹介しています。

国際社会全体で取り組まれ
ているSDGs を，公民学習全
体に関わる大切な視点とし
て，巻頭で紹介します。

▼ p.51

◀︎ p.80

▲ p.228-229

◀︎ Ⅰ-Ⅱ

◀︎ p.222-223

◀︎ p.193

特色 2  − 2  のポイント：SDGs（持続可能な開発目標）／多面的・多角的な視点 1110

good


