
3130 ◦第１章　私たちの暮らしと現代社会 ２.文化１.現代 ３.つくる

公民の

自分の考えが，提案書に明確に書き込めているか，確かめよう。

他のグループの意見を聞いて感じたことを，書きとめよう。表現

確認

提　案　書

3年　　組　　番　氏名　　　　　　　　　（　　　班）

場所〔具体的に〕 理　　　由

ごみ出しのルール・問題防止の対応策（①②共通）

①②のいずれかに必要なルールや対応策

 （１）
 （2）
 （3）
 （4）
 （5）

候
補
地
①

候
補
地
②

提案書

 グループでの 
話し合いと 
発表

　グループに分かれて以下の手順に沿って話し合い，新たな
収集所の候補地を２か所決めて，発表しよう。

1  各自で，「効率と公正」という観点から設置するごみ収集
所の候補地を考え，意見を交換しよう。見 考

2  住民の代表の意見もふまえて，ごみ収集所の候補地を２か
所決め，選んだ理由とともに右の「提案書」にまとめよう。

3  今までのごみ収集所には，次のような問題があったので，
その問題を解決するための共通のルールや対策を考えよう。

（＊１か所だけに該当する内容があれば，一番下の欄に記入。）

１　４～６人のグループをつくる。
２　 司会を決める。（今後の話し合い活動の中で，必

ず一人一回は司会を務める。）
３　全員が発言する。他の人と同じ意見でも発表する。
４　 他の人の意見は最後まで聞き，途中で意見をはさ

まない。
５　 他の人の意見を否定せずに，自由に意見が言える

場になるように心がける。
６　 すべての意見を出した後，司会を中心に，共通す

る意見と対立する意見を整理する。
７　 対立点を調整して，グループとしての意見をまと

める。（最終的な決定の方法は，話し合う内容に
よって異なることに留意する。）

4 考えたルールを「提案書」にまとめよう。
5 グループごとに結果を発表しよう。

新たなごみ収集所の設置場所を考えよう

《グループでの話し合いの仕方とルール》

❶  通行人がごみを投げ捨てることがあり，収集作業員が回収・
処理をしている。

❷  それでも残ったごみの処理や清掃は，空き地を管理する市の
職員が，月に２回行っている。

❸  防鳥ネットとリサイクルボックスは，比較的時間に余
よ

裕
ゆう

のあ
るＢさんとＧさんが，厚

こう

意
い

で管理している。

SDGs 11 持続可能な都市／ 16 平和関連 小学校  ごみはどこへ（4年）

　今年も，合唱コンクールの練習が始ま
りました。放課後の15：20～15：50
の間，各学年２クラスだった昨年は，ピ
アノを使える体育館，音楽室，多目的室
が，下の表の通りに割り振られていまし
た。６回めまではどのクラスも各１回ず
つ，７～８回めは条件の良い順に，体育
館は３年生，音楽室は２年生，多目的室

は１年が利用しました。
　ところが，今年は１年生が３クラスあ
ります。昨年と同様に割り振ると，７回
めまではどのクラスも１回ずつ均等に設
定できました（Ａ案）。残った８回めの練
習日をどう割り振るか，実行委員会でさ
まざまな意見が出されました。

　かんだ市に住むＡさんの家のルールでは，中学生のひろ
とさんが朝のごみ出しをすることになっています。ごみ出
しの時間は朝の６時から８時までとなっているので，学校
に行く前の日課になっています。周辺に住む人たちは，か
んだ市が管理する空き地の外側に設置された２か所のごみ
収集所（　　）を利用しています。そのうちの１か所はひろ
とさんの家の前にあるので，ごみ出しはそれほど大変では
ないようです。

　ところが，市の空き地が売
ばい

却
きゃく

され，その後にマンション
が建てられることになりました。マンションには居住者専
用のごみ収集所が設置されるので，周辺の住民が使うこと
はできません。そこで，ふだんごみ収集所を利用している
人たちの中から代表者が集まり，新たに収集所を設置する
場所について話し合うことになりました。話し合いには，
かんだ市清

せい
掃
そう

局の職員も参加しました。

かんだ市の空き地

出入口

Aさん Bさん

Eさん

Gさん Hさん
（洋服店）

Iさん
（飲食店）

かんだ市立
さくら保育園

かんだ南
公園

マンション

700
-900

アパート

居住者専用
ごみ収集所

居住者専用
ごみ収集所

Fさん

Cさん Dさん

ぶんじょう

ス
ク
ー
ル
ゾ
ー
ン

この道路は，この一角の分譲
住宅といっしょにつくられた
私道です。
とても狭く，角を切り取って
道路にしてあります。

この道路は，朝
の7時から9時
まではスクール
ゾーンになり，
車両は通行禁止
です。

市の土地だから
気
き

兼
が

ねなく使えたけど，
自分の家の前は避けたいですね。

（Ｆさん）

分譲住宅の道の角だと，
ごみが道路に
はみ出ませんよね。

（Ｄさん）

うちは食べ物を
扱っているので，
お店の前は困ります。

（Ｉさん）

収集作業を考えると，
大きな道路沿いや広い
スペースの方が助かります。

（市の清掃局の職員）

うちは二人とも高
こう

齢
れい

者
しゃ

なので，
近くにあるほうがよいのですが。

（Ｃさん）

公園なら市の土地なので，
誰
だれ

にも負担がかからないのでは
ないでしょうか。（Ｅさん）

地域のルールを考えよう  ▶話し合いとルールづくり3
効率と公正という観点から，ルールを考えてみましょう。学習課題

❷ルールをつくってみよう ～ごみ収集所の新たな設置

地域の代表が意見を出し合っています。お互いが合意できる結論にたどり着けるでしょうか。

6968 ◦第 2章　個人を尊重する日本国憲法

ほかのテーマでもディベートを行ってみよう。
（例）�「夫婦の別姓を認めるべきか」「尊厳死を認めるべきか」�
「移民を積極的に受け入れるべきか」など

ディベート終了後の整理をふまえて，最終的な自分の考えを
200字以内で文章にまとめてみよう。ディベートを行う前の考え
と変わった点があれば，書き添

そ

えておこう。

さらにステップアップ

中学生が行うディベート（2017年�東京都品
しな
川
がわ
区）

「忘れられる権利」について考えるときのポイント

ディベートを行うまでの準備

�ディベートの�
配置

情報公開の目的や意義
その情報が個人的な内容か，公共の利害に関する内容か
情報が公開されることで，どのような被

ひ

害
がい

を受けるか
情報公開時とその後で，どのように状

じょう

況
きょう

が変わっているか

個人の
プライバシー
保護

検
けん

索
さく

エンジンに
おける

表現の自由

テーマ（論題）を決める
論題例：『「忘れられる権利」を日本でも認めるべきか』

肯定派と否定派の二つのグループをつくる
ここでは，自分の意見とは違う立場になる時もある

役割を分担して，主張点を考え，必要な資料を集める
�新聞，図書館，インターネットの活用や，�
論題に関連する人たちへのインタビューを通して集める
自分たちの主張点の根拠を固める
審
しん

査
さ

員
いん

にアピールする材料をそろえる
相手の主張点を予想し，反論を考えておく

ディベートを行う

判
　定

肯
定
派
の
立
論（

５
分
）

否
定
派
の
立
論（

５
分
）

作
戦
タ
イ
ム�（
３
分
）

作
戦
タ
イ
ム�（
３
分
）

肯
定
派
の
反
論（

５
分
）

否
定
派
の
反
論（

５
分
）

審
査
員
か
ら
の
質
問

（
５
分
）

肯
定
派
の
最
終
弁
論

（
３
分
）

否
定
派
の
最
終
弁
論

（
３
分
）

デ
ィ
ベ
ー
ト
の
流
れ

　「忘れられる権利」とは，インターネット上に公開された自分の個人情報を削
さく

除
じょ

させる権利のことをいいます。あなたは，「忘れられる権利」を「認める」か「認
めない」か，どちらの立場に立ちますか。下の文章を読んだ後，ディベートを進
めながら考えを深めていきましょう。

ヨーロッパの例
　ヨーロッパ連合（EU）で，個人情報の保護を目的として20�
18年５月から施

し

行
こう

された，「一般データ保護規則」の第17条
には，「忘れられる権利（right�to�be�forgotten）」が明文化さ
れ，個人に関するデータの削除を本人から要求された場合，
データの管理者は削除を行うことが義務づけられました。20�
14年には，欧州司法裁判所が，スペインに住む男性からの
「すでに解決した過去の社会保険料未払いに関する新聞記事
へのリンク削除」の要求を認め，検

けん

索
さく

エンジンを運営する企
き

業
ぎょう

に削除を命じました。その後，各国で同様の削除依
い

頼
らい

が寄
せられるようになり，関連企業は対応に迫られています。

表に整理する対立のポイントを整理しよう。

　ディベートとは，一つのテーマ（論題）をめぐり，賛成と反
対，肯

こう

定
てい

と否定などの立場に分かれて行う討論のことです。
事前に主張点の根

こん

拠
きょ

を探ったり，それぞれの立場のメリット
とデメリットを考えたりして，準備を進めます。

　下の流れに沿って，ディベートを進めてみましょう。持ち
時間は限られているので，発表用に原

げん

稿
こう

を用意しておくこと
も大切です。ディベートをスムーズに進行するため，司会と
タイムキーパーの係を決めておきます。他の生徒は審査員と
なり，どちらのグループの主張が論理的かつ説得力があった
かを判定しましょう。

忘れられる権利

ディベートの進め方

ディベートを行ってみよう

　ディベートは，終了した後が大切です。お互いの主張内容
を振り返り，どのような点で対立があったのかを見える形で
整理してみましょう。それぞれの主張を総合的に見ていくな
かで，自分の考えが変わるかもしれません。
コンセプトマップに整理する
対立する言葉や似ている言葉を線でつないで，整理しよう。

主張の対立を「見える化」しよう

肯定派

審査員

司会者・記録
タイムキーパー

否定派

黒　板

肯定派 否定派

誰
だれ
もが過

あやま
ちを犯すときがある。 もともと過ちを犯さなければよい。

: :

: :

肯定派（認める） 否定派（認めない）

誰もが  　  を

犯すときがある。
逮捕歴の情報によって

就職　　  を受ける？

誰もがプライバシーを
侵害されないのが原則だ

　　 を受けて，生活が不安定になると，

　　の可能性が高まる

やり直す機会を
奪うことにつながる

もともと　　 を

犯さなければよい。

ネットの特性をしっかり
教育しておくことが大事

犯罪者が，同じような犯罪をしにくくなり，

　　 の効果があるのでは

「知る権利」の侵害こそが
重要な問題だ

「忘れられる権利」を

認める？ 認めない？

なんでもすぐに調べることができるのがネッ
トの便利な点なのだから，「忘れられる権利」
を認めるのは，今の時代に合わないと思う。

人に見られたくない写真が勝手に流出し
たら，削除できないと困る。こういう場
合は「忘れられる権利」を認めるべきだ。

過ち

防犯
過ち

差別
差別

再犯

「新しい人権」を考える
私たちは，環

かん
境
きょう
権やプライバシー権など，日本国憲法に個別の権利として明記されてはいないものの，一般的な人権として保障されるべき

だと考えられている，「新しい人権」について学習しました。インターネットが普
ふ
及
きゅう
した現代の「新しい人権」について，考えていきましょう。

ディベート言葉で伝え合おう　

177176
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◦第５章　安心して豊かに暮らせる社会 ２.経済の課題１.社会保障

　熊本市内を走る路面電車で
は，路面と車両の乗降口との
段差がほとんどなく，車いす
の利用者や高

こう

齢
れい

者
しゃ

はもちろん，
誰
だれ

もが乗り降りしやすい車両
が導入されています。また，
電車が通る道路部分を緑化す
る，「緑のじゅうたん」事業
にも，長年取り組んでいます。
人と環

かん

境
きょう

に優しい乗り物とし
て，多くの人々に親しまれて
います。

公民の窓
　右のイラストを見てみましょう。誰

だれ
もが等しく扱われることの大切さから，

同じように台が用意されましたが，この場合の問題は解決しません。まず公正
さの観点から，それぞれの人の違いに応じた配

はい
慮
りょ

が行き届いて，初めて平等に
観戦を楽しむ機会が得られたのです。

平等であること，公正であること

台が平等に用意された場合（左）と，
実態に応じて用意された場合（右）

［ 平　等 ］ ［ 公　正 ］

chyukouP177-column

視覚障がい者誘導用ブロック

段差の解消

障がい者用トイレ
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※2010年に，利用者数基準が5000人
から3000人に変更したため接続しない。

2    段差がほとんどない乗降口

ユニバーサルデザインとはどの
ような考え方か，説明しよう。

地域社会のために，自分に何が
できるかを考え，意見を交

こう

換
かん

し
合ってみよう。

表現

確認

1  熊
くま

本
もと

市内を走る路面電車（2014年 熊本県熊本市）

情報を伝える絵や図の記号を，ピクトグラムといい
ます。

3   記号やさまざまな言語で示された空港の
案内（千

ち
葉
ば

県成
なり

田
た

市）

障がいのある人を助ける補助犬には，盲
もう

導
どう

犬，介
かい

助
じょ

犬，聴
ちょう

導
どう

犬の３種類がいます。スーパーや電車内で
の補助犬の利用は，身体障害者補助犬法で認められ
ています。

4   店の入り口にはられた， 
補助犬の入店可能を示すステッカー

高齢化が進む集合住宅などでの移動販売サービスに
ついて，市も情報提供など支

し

援
えん

を行っています。

9   買い物に不便な地域をまわる 
移動販売車（2018年 大

おお
阪
さか

府堺
さかい

市）

5   手話で通話できる 
公衆電話ボックス「手話フォン」 

（2018年 北
ほっ

海
かい

道
どう

千
ち

歳
とせ

市）

6   伴
ばん

走
そう

者
しゃ

と走る 
視覚障がいのあるランナー 

（2019年 大
おお

分
いた

県大分市）

7   障がいのある人たちがモデルを 
務めたファッションショー 

（2017年 東京都大
おお

田
た

区） 8   駅や空港，バスターミナルなどでのバリアフリー化の推移
（2017年 国土交通省）

私たちの毎日の生活は，個人で消費する財だけで

はなく，人々が共同で利用する公共施
し

設
せつ

（社会資

本）によって支えられています。どちらもバランスよく利用できる

ことが，豊かさやゆとりのある生活にとって大切です。道路，橋，

空港などの交通網
もう

や，上下水道，図書館などの施設といった社会資

本は，国や地方自治体による公共事業として整備されます。また，

経済を支えるための工場用地や港
こう

湾
わん

の整備，大規模自然災害に備え

た堤防などの整備も重要です。

　今後も進む少子高
こう

齢
れい

社会においては，社会資本の維
い

持
じ

と質の改善

は大きな課題です。高度経済成長期に整備された社会資本は徐々に

老
ろう

朽
きゅう

化していて，防災や減災にも配
はい

慮
りょ

した改修には大きな費用がか

かります。また，高齢者や障がいのある人のために，交通機関にお

ける「バリアフリー」設備の充実や，わかりやすい標識の工夫，初

めから誰
だれ

もが利用しやすい設計にすること（ユニバーサルデザイン）

も重要です。さらに，レストランや職場など日常の社会生活の場面

では，障がいのある人への状
じょう

況
きょう

に応じた配慮（合理的配慮）が必要に

なっています。こうした法や制度を効果的に生かすためには，私た

ち一人一人が困難を抱えた人に対して思いやりと想像力をもつ，

「心のバリアフリー」を意識する必要があります。

1 2 8

3

4 5

6 7

社会資本の
もつ意義

関連 小学校  さまざまな願いに応える自動車（５年）・だれもが使いやすいまちに（６年） SDGs 3 保健／ 8 経済成長と雇用／ 9 インフラ・産業化／ 11 持続可能な都市

一方で，社会資本の整備だけでは，地域での生活

は成り立ちません。地方自治体も，地域住民に対

するすべてのサービスを提供することはできません。近年の人口構

造の大きな変化によって，急激な人口減少や高齢化に直面する地域

も増えてきています。その影
えい

響
きょう

で病院や学校の数が減り，商店が撤
てっ

退
たい

して，働く場も少なくなると，さらに人口が減少する可能性もあ

ります。こうした地域では，病院や買い物の送
そう

迎
げい

など，住民どうし

による助け合いがますます重要になります。防
ぼう

犯
はん

や清
せい

掃
そう

，防災など，

地域での毎日の暮らしに欠かせない活動は，これまで自治会や町内

会が重要な役割をになってきました。しかし，地域によっては加入

する世帯が減少し，そのあり方が見直されています。地域にどのよ

うな課題があり，どのような貢
こう

献
けん

ができるのか，住民自身が考え行

動していく姿勢が重要です。そうしたなか，ボランティア活動や

NPOへの参加など，自分にできる取り組みから始める人々も増え

ています。住民の地域への関心が，地域の未来を左右します。

9

これからの
まちづくり

p.51

p.51

p.156

p.114

p.121

p.121

身近な地域にも，
同じような工夫が
あるのかな。

p.258

暮らしやすいまちづくりへ  ▶社会資本と地域の助け合い4
誰
だれ

もが暮らしやすい豊かな社会をつくるために，私たちはどうしたら良いでしょうか。学習課題
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自由貿易を進めることのメリットとデメリットを考え，対照表
に整理してみよう。

現在，日本が交渉を進めている自由貿易協定の内容を，インタ
ーネットや新聞などで調べてみよう。

さらにステップアップ

�EUとのEPA発効に伴う輸入ワインの値下げ�
（2019年 千

ち
葉
ば

県千葉市）  EU圏
けん

内でつくられた食料品にかけられていた
関税が，撤

てっ
廃
ぱい

・縮小されました。

�貿易と為替レートの関係

輸入オレンジ10kg
100ドル＝5000円

輸入カメラ１台
10000円＝200ドル

世界と日本の貿易をめぐる動き
　経済のグローバル化が進むとともに，世界各国の間で貿易
の自由化を目ざす交渉が進められてきました。しかし近年，
国内産業の空

くう

洞
どう

化
か

や成長の伸
の

び悩みに直面する先進工業国が，
輸入の制限や関税の追加など，国内産業を保護する動きも見
られます。2017年，包

ほう

括
かつ

的
てき

な自由貿易協定である環
かん

太
たい

平
へい

洋
よう

パートナーシップ（TPP）協定の交渉から，アメリカが離
り

脱
だつ

を
表明しました。一方で日本は，他の参加国との交渉を続け，
TPP11協定として2018年に発効を実現しました。
　日本は2019年，ヨーロッパ連合（EU）との間で締

てい

結
けつ

した
日・EU経済連

れん

携
けい

協定（EPA）を発効し，さらには中
ちゅう

国
ごく

やアジ
ア太

たい

平
へい

洋
よう

地域の国々が参加する東アジア地域包括的経済連
れん

携
けい

（RCEP）の交渉も進めています（ｐ.203→）。世界情勢の変化
や，自由貿易がさまざまな分野にもたらす影

えい

響
きょう

を冷静に見極
めながら，これからも貿易交渉を重ねていく必要があります。

為
かわせ
替レートが貿易に及ぼす影響

　「１ドル＝100円」のように，異なる通貨間の
価値の比率のことを「為替レート」といいます。
為替レートは，各通貨への需

じゅ

要
よう

と供給の関係で，
刻
こく

一刻と変化しています。世界の人々が日本の商
品を買うために円を用意しようとして，ドルの代
わりに円をもとうとすると，ドルの価値が下がり，
円の価値が上がります。これを「円高・ドル安」
といいます。
　為替レートが変わるとどうなるか，右の例で考
えてみましょう。日本製のカメラ１台が10000
円，アメリカ産のオレンジ10kgが100ドルとし
ます。１ドル＝100円のときは，日本製のカメラ
１台＝10000円が，ドルに換算すると100ドル
になるため，アメリカ産オレンジ10kg＝100ド
ルと同じ価値になり，交換ができます。
　しかし円高・ドル安になって１ドル＝50円に
なると，同じ日本製のカメラ１台が200ドルの価
値に上昇し，アメリカでは日本製カメラの需要が
減るかもしれません。このように，為替レートの
変化は，貿易にも大きな影響を及ぼします。

スマートフォンとオレンジを生産している，Ａ国とＢ国の例から考えましょう。

・Ａ国では，スマートフォン１台＝50人，オレンジ10kg＝100人で生産できる。
・Ｂ国では，スマートフォン１台＝240人，オレンジ10kg＝120人で生産できる。
・スマートフォン１台＝オレンジ10kgで交

こう

換
かん

できる。

貿易のもつ利点

　上の例のように，それぞれの国や地域は得意分野を生かし
ながら，貿易によって自国で不足しがちな物資や製品を互い
に補い合えるようになります。天然資源に乏しい日本では，
外国から資源を輸入し，自動車や電化製品などを生産して輸
出する，加工貿易によって発展してきました。（←ｐ.14，
182）。
　ただし，生産の特化には問題もあります。上の例の場合，
Ｂ国はオレンジの生産に特化することで農業中心の国になり，
工業化が進まなくなるかもしれません。一方，Ａ国は農業を

Ｂ国に依
い

存
ぞん

することになり，Ｂ国と争いが生じたときに食糧
を得られなくなるリスクを抱えることになります。
　各国の自由な生産と交換を原則とする「自由貿易」の原理
は，国際社会全体の利益につながるものとして提唱されまし
たが，実際は先進工業国に有利な考え方であるという批

ひ

判
はん

も
あります。発展途

と

上
じょう

国
こく

には，先進国と同等の工業生産力が備
わるまで，輸入品に高い関税をかけるなどして国内産業を保
護する，「保護貿易」が認められるべきだという主張も，こ
れまでの貿易交

こう

渉
しょう

の中で展開されてきました。

「自由貿易」と「保護貿易」

この条件だと，Ａ国はＢ国よ
り少ない労働力でどちらも生
産できるから，貿易に頼らな
くてもよさそうだけど…。

貿易をしない（国内生産だけで調達する）場合

Ａ国
スマートフォン１台
オレンジ10kg

Ｂ国
スマートフォン１台
オレンジ10kg

貿易をする場合

Ａ国
スマートフォン３台
オレンジ0kg

Ｂ国
スマートフォン０台
オレンジ30kg

Ａ国
スマートフォン１台
オレンジ20kg

Ｂ国
スマートフォン２台
オレンジ10kg

国内の労働力をバランスよく配
分して，両方の生産物を得る。

国内の労働力を，得意な生産に
集中させる。

生産物の一部を貿易によって交
換する。

労働力は同じなのに，Ａ国もＢ
国も，国内生産だけの場合より
多くの生産物が得られる！

スマートフォン２台 オレンジ20kg➡➡貿易

日本では アメリカでは

1ドル＝200円
円安・ドル高

1ドル＝50円
円高・ドル安

為替レート

１ドル＝100円
交換できる

条件

➡

➡
➡

➡

輸入オレンジ10kg
100ドル＝20000円

輸入カメラ１台
10000円＝50ドル

高い！アメリカ産は
買うのをひかえよう。

安い！日本製に
買い替えようかな。

安い！アメリカ産を
たくさん買おう。

高い！もっと
安い機種を探そう。

カメラ１台
10000円＝100ドル

オレンジ10kg
100ドル＝10000円

貿易がもたらすもの
貿易や為

かわせ
替のしくみ，世界と日本の貿易の現状についてさらに情報を読み取り，貿易の意義やこれからの貿易のあり方について考えを深め

てみましょう。

読んで深く考えよう

◀︎ p.30-31

p.176-177 ▶︎

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

主権者として社会に参画する意識を高めることができる教材・内容
生徒が，自らも社会を形成していく市民の一人であることへの自覚，責任ある主権者として社会に参画しようとする 
意識や，持続可能な社会の創造を目ざそうとする意欲を高めます。

2特色

「地域のあり方」を考える
地理や歴史での学習を振り返りながら，自分たちが暮らす身近な地域を改めて見つめ直し，地域社会がもつ課題を
解決する方法を考察・構想していきます。こうした学習を通じ，公共の精神が芽生え，主体的に社会の形成に参画し，
その発展に寄与する態度が養えます。

特設ページ
２種類の特設ページ（さまざまな表現活動を行う「言
葉で伝え合おう」／資料を読み深める「読んで深く考
えよう」）を中心に，社会の “ いま ” に鋭くせまること
ができる，今日的なテーマを豊富に紹介しています。
本時の学習と無理なく関連を図りながら，活用するこ
とができる紙面構成です。

1

ルールについて学ぶ第
１章 で，地域 の「ご み
収集所」の設置に取り
組みながら，身近な地
域のあり方について考
えます。

 

多様な表現活動に取り組みながら，
表現力を高めます。

 

多様な表現活動に取り組み
ながら，表現力を高めます。

社会保障について学ぶ
単元で，誰もが暮らし
やすいこれからの社会
のあり方を，地域での
暮らしに焦点化して考
えを深めます。
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自由貿易を進めることのメリットとデメリットを考え，対照表
に整理してみよう。

現在，日本が交渉を進めている自由貿易協定の内容を，インタ
ーネットや新聞などで調べてみよう。

さらにステップアップ

�EUとのEPA発効に伴う輸入ワインの値下げ�
（2019年 千

ち
葉
ば

県千葉市）  EU圏
けん

内でつくられた食料品にかけられていた
関税が，撤

てっ
廃
ぱい

・縮小されました。

�貿易と為替レートの関係

輸入オレンジ10kg
100ドル＝5000円

輸入カメラ１台
10000円＝200ドル

世界と日本の貿易をめぐる動き
　経済のグローバル化が進むとともに，世界各国の間で貿易
の自由化を目ざす交渉が進められてきました。しかし近年，
国内産業の空

くう

洞
どう

化
か

や成長の伸
の

び悩みに直面する先進工業国が，
輸入の制限や関税の追加など，国内産業を保護する動きも見
られます。2017年，包

ほう

括
かつ

的
てき

な自由貿易協定である環
かん

太
たい

平
へい

洋
よう

パートナーシップ（TPP）協定の交渉から，アメリカが離
り

脱
だつ

を
表明しました。一方で日本は，他の参加国との交渉を続け，
TPP11協定として2018年に発効を実現しました。
　日本は2019年，ヨーロッパ連合（EU）との間で締

てい

結
けつ

した
日・EU経済連

れん

携
けい

協定（EPA）を発効し，さらには中
ちゅう

国
ごく

やアジ
ア太

たい

平
へい

洋
よう

地域の国々が参加する東アジア地域包括的経済連
れん

携
けい

（RCEP）の交渉も進めています（ｐ.203→）。世界情勢の変化
や，自由貿易がさまざまな分野にもたらす影

えい

響
きょう

を冷静に見極
めながら，これからも貿易交渉を重ねていく必要があります。

為
かわせ
替レートが貿易に及ぼす影響

　「１ドル＝100円」のように，異なる通貨間の
価値の比率のことを「為替レート」といいます。
為替レートは，各通貨への需

じゅ

要
よう

と供給の関係で，
刻
こく

一刻と変化しています。世界の人々が日本の商
品を買うために円を用意しようとして，ドルの代
わりに円をもとうとすると，ドルの価値が下がり，
円の価値が上がります。これを「円高・ドル安」
といいます。
　為替レートが変わるとどうなるか，右の例で考
えてみましょう。日本製のカメラ１台が10000
円，アメリカ産のオレンジ10kgが100ドルとし
ます。１ドル＝100円のときは，日本製のカメラ
１台＝10000円が，ドルに換算すると100ドル
になるため，アメリカ産オレンジ10kg＝100ド
ルと同じ価値になり，交換ができます。
　しかし円高・ドル安になって１ドル＝50円に
なると，同じ日本製のカメラ１台が200ドルの価
値に上昇し，アメリカでは日本製カメラの需要が
減るかもしれません。このように，為替レートの
変化は，貿易にも大きな影響を及ぼします。

スマートフォンとオレンジを生産している，Ａ国とＢ国の例から考えましょう。

・Ａ国では，スマートフォン１台＝50人，オレンジ10kg＝100人で生産できる。
・Ｂ国では，スマートフォン１台＝240人，オレンジ10kg＝120人で生産できる。
・スマートフォン１台＝オレンジ10kgで交

こう

換
かん

できる。

貿易のもつ利点

　上の例のように，それぞれの国や地域は得意分野を生かし
ながら，貿易によって自国で不足しがちな物資や製品を互い
に補い合えるようになります。天然資源に乏しい日本では，
外国から資源を輸入し，自動車や電化製品などを生産して輸
出する，加工貿易によって発展してきました。（←ｐ.14，
182）。
　ただし，生産の特化には問題もあります。上の例の場合，
Ｂ国はオレンジの生産に特化することで農業中心の国になり，
工業化が進まなくなるかもしれません。一方，Ａ国は農業を

Ｂ国に依
い

存
ぞん

することになり，Ｂ国と争いが生じたときに食糧
を得られなくなるリスクを抱えることになります。
　各国の自由な生産と交換を原則とする「自由貿易」の原理
は，国際社会全体の利益につながるものとして提唱されまし
たが，実際は先進工業国に有利な考え方であるという批

ひ

判
はん

も
あります。発展途

と

上
じょう

国
こく

には，先進国と同等の工業生産力が備
わるまで，輸入品に高い関税をかけるなどして国内産業を保
護する，「保護貿易」が認められるべきだという主張も，こ
れまでの貿易交

こう

渉
しょう

の中で展開されてきました。

「自由貿易」と「保護貿易」

この条件だと，Ａ国はＢ国よ
り少ない労働力でどちらも生
産できるから，貿易に頼らな
くてもよさそうだけど…。

貿易をしない（国内生産だけで調達する）場合

Ａ国
スマートフォン１台
オレンジ10kg

Ｂ国
スマートフォン１台
オレンジ10kg

貿易をする場合

Ａ国
スマートフォン３台
オレンジ0kg

Ｂ国
スマートフォン０台
オレンジ30kg

Ａ国
スマートフォン１台
オレンジ20kg

Ｂ国
スマートフォン２台
オレンジ10kg

国内の労働力をバランスよく配
分して，両方の生産物を得る。

国内の労働力を，得意な生産に
集中させる。

生産物の一部を貿易によって交
換する。

労働力は同じなのに，Ａ国もＢ
国も，国内生産だけの場合より
多くの生産物が得られる！

スマートフォン２台 オレンジ20kg➡➡貿易

日本では アメリカでは

1ドル＝200円
円安・ドル高

1ドル＝50円
円高・ドル安

為替レート

１ドル＝100円
交換できる

条件

➡

➡
➡

➡

輸入オレンジ10kg
100ドル＝20000円

輸入カメラ１台
10000円＝50ドル

高い！アメリカ産は
買うのをひかえよう。

安い！日本製に
買い替えようかな。

安い！アメリカ産を
たくさん買おう。

高い！もっと
安い機種を探そう。

カメラ１台
10000円＝100ドル

オレンジ10kg
100ドル＝10000円

貿易がもたらすもの
貿易や為

かわせ
替のしくみ，世界と日本の貿易の現状についてさらに情報を読み取り，貿易の意義やこれからの貿易のあり方について考えを深め

てみましょう。

読んで深く考えよう

さらにもう一段階，活動や考
察の深化を促します。

▼ p.186-187
p.68 ▶︎

「読んで深く考えよう」（６テーマ）
◆ つなげたい， 

日本の伝統と文化（１章） ・・・・・・・・・・・・・・ p.24
◆ ともに生きる社会を 

目ざす人たち（２章） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ p.52
◆ 平和主義のこれまでとこれから（２章） ・・ p.76
◆ 貿易がもたらすもの（５章） ・・・・・・・・・ p.186
◆ 日本の外交の今とこれから（６章）・・ p.198
◆ 持続可能性を妨げる， 

さまざまな課題（６章） ・・・・・・・・・・・・・・・ p.222

〈特設ページ・ラインナップ〉
「言葉で伝え合おう」（６テーマ）

◇ 「新しい人権」を考える　～ディベート（第２章） ・・・・・・・・・・・・・・ p.68
◇ メディアリテラシーを学ぼう　～情報の入手と活用（第３章） ・・ p.94
◇ もしも裁判員裁判に参加したら　 

～シミュレーション（第３章） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ p.110
◇ まちづくりのアイデアを提言しよう　 

～プレゼンテーション（第３章） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ p.122
◇ 起業にチャレンジしてみよう　～計画の立案（４章） ・・・・・・・・・ p.146
◇ 誰もが「生きづらさ」を感じない社会について考えよう　 

～レポートの作成（５章） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ p.178

特色 2  − 1  のポイント：社会参画／考察・構想／持続可能な社会 98
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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

100
％
80

60

40

20
0

86.6％

男性
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

40
万円
35

30

25

20

15

10

5
0

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
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◦第６章　国際社会に生きる私たち ２.課題１.平和

純額（2016年） 贈与比率（2015～2016年）

300350
億ドル

200250 150 100 50 0 0 50 100％

104.2 35.6日本

100.0344.1 アメリカ

76.0247.4 ドイツ

95.6180.5 イギリス

59.896.2 フランス

累計隊員数44233人（うち女性：20634人）

人的資源
41%計画・行政

11

その他
12

農林・
水産
13

保健・
医療
14

鉱工業 9

るいけい

アフリカ
33%

東アジア・
東南アジア・
南アジア
29

北アメリカ・
中南アメリカ

22

ヨーロッパ 1
西アジア 6
オセアニア
9

シャプラニールの
ステナイ
生活

南アジアの人々の
生活向上を目ざした活動

買い取り業者

支
援
の
資
金

買
い
取
り
依
頼使わなく

なったもの

＊例えば古本10冊（400円相当）で，
学校に通えず働く
バングラデシュの子どもたちに，
読み書きの授業を
１回開催できます。

現
　金

買
い
取
り
依
頼

い
ら
い

不
用
品

かい さい

1 ODAなどで，これまで日本から支援を
受けていた国々も含まれていました。

北
きた

朝
ちょう

鮮
せん

に拉致された人々のうち，５人の帰国が実現
しました。しかし，いまだに行

ゆ く え

方がわからない拉致
被害者も多く，未解決の問題となっています。

1   算数を教える青年海外協力隊の隊員 
（2013年 ミクロネシア連邦・ポンペイ州）

第二次世界大戦後の，日本の国際
貢献の種類と特徴を確かめよう。

今後，日本は国際社会にどのよ
うに貢献していくことができる

のか，自分の言葉で説明しよう。見 考

表現

確認

7   帰国を果たした拉
ら

致
ち

被害者（2002年）

2   青年海外協力隊が派
は

遣
けん

された 
地域（左）と分野（右）別隊員数割合

5   地震の被
ひ

災
さい

地
ち

に建設したシェルターの前で子どもたちと
遊ぶ，NGO「ピースウィンズ・ジャパン」のメンバー 

（2018年 インドネシア）

「ステナイ生活」とは，身近にある使わなくなったものを，日本で売ってお金に
換
か

えて，バングラデシュやネパールの人々の生活支援に生かすしくみです。書き
損じたはがきや使用済みの切手，ゲームソフトやトレーディングカードなども，
支援の資金に役立てることができます。

6  NGO「シャプラニール」の「ステナイ生活」のしくみ

3   日本のODAによる農業の技術指導 
（2016年 ザンビア）

贈与とは返
へん

還
かん

を求めない資金協力のことです。日本
のODAは，「自助努力の支

し

援
えん

」を基本にしていて，
贈与比率が低いのが特徴です。

4  ODAの金額と贈
ぞう

与
よ

比率

（2018年9月末現在 JICA資料）

（外務省）

1996年に日本で生まれたNGO「ピースウィンズ・ジャパン」は，
国内外の紛

ふん

争
そう

地域や災害の被災地で，水や食
しょく

糧
りょう

，援助物資の配布や，
復興のための支援など，さまざまな活動を積極的に展開しています。

「必要な人に必要な支援を」をモットーに，生命や生活の危機にさ
らされた世界各地の人々を，支援し続けています。

アジアや
アフリカでの
活動が多いのは，
なぜだろう。

　青年海外協力隊は，日本政府による国際貢
こう

献
けん

の一つです。
隊員は，自分のもっている知識や技術を生かして，派遣さ
れた国や地域でさまざまな技術指導や教育などを行います。
1965年に始まったこの事業で，これまで80か国を超え
る国に，４万人以上の隊員が派遣されています。

日本は現在，技術協力や経済援
えん

助
じょ

など，さまざま

な国際貢献を行っています。長年にわたる発展途
と

上
じょう

国
こく

，特にアジア諸国への政府開発援助（ODA）の提供は，平和的

に世界に貢献するという日本外交の重要な柱の一つでした。かつて

ほどではありませんが，日本の援助の額は世界でも多い方で，現地

の必要性に応じたより効果的な援助が行われるようになってきてい

ます。また，青年海外協力隊を派
は

遣
けん

して，経済発展や福
ふく

祉
し

の向上を

支援してきました。これらのほかに，国際機関への出資を通じた支

援や，各国への災害援助も行われています。さらに，国連のPKO

を通じた平和維
い

持
じ

に対する貢献も行っています。

国境を越えた支援は，民間でも実行できます。近

年では，国内外の多くのNGO（非政府組織）によ

る，国際的な支援活動が活発になっています。その活動分野は，発

展途上国や紛
ふん

争
そう

地域などにおける医
い

療
りょう

，貧
ひん

困
こん

対策，農業，技術支援，

環
かん

境
きょう

保護など広い範
はん

囲
い

にわたります。子どもや女性，難民，移住者

を対象とした支援活動も多く行われています。

4

3

1

2

5 6

日本の国際貢
こ う

献
け ん

NGOの役割

関連 小学校  国際協力（６年）／ 歴史  現代 SDGs 1 貧困／ 3 保健／ 4 教育／ 8 経済成長と雇用／ 16 平和

　NGOによる支援は，規模の小ささや組織の安定性に課題もあり

ますが，援助を受ける現地の実情や必要性を詳しく知っていること

もあり，政府による支援よりもきめ細かな援助をすばやく実
じっ

施
し

でき

る場合があります。海外支援を行う日本のNGOはまだ少ないです

が，政府はNGOを資金や人材育成の面で支援し，協力体制を強化

して，実効性のある海外支援を実現しようとしています。私たちも

NGOへの支援を通じて，国際貢献に加わることができます。

かつて日本とアジアの国々との間では，戦争とい

う，多くの痛みと悲しみを伴う悲
ひ

惨
さん

なできごとが

ありました。日本はアジアの中の一国です。戦争によって，日本が

アジアの人々にもたらした大きな被害を，けっして忘れてはなりま

せん。戦争の犠
ぎ

牲
せい

となったすべての人の悲しみを受け止め，そのう

えで，今後も近
きん

隣
りん

諸国との良好な関係を深めていく努力が必要です。

　戦後，世界有数の経済大国となった日本は，積極的で多様な国際

貢献を行ってきました。こうした日本の姿は，多くの国の人々から

高く評価され，平和な国際社会の構築に重要な役割を果たしていま

す。2011年の東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

によって日本が大きな被害を受けた際

には，多くの国々からたくさんの支援が寄せられました。近隣諸国

との間に存在する問題を解決していくうえでも，日本は，他国との

良好な外交関係を維持し，さらに発展させていくことが大切です。

6

1

7

世界の中の日本

p.201

世界の一員として  ▶国際社会における日本5
日本は国際社会の中で，どのような役割を果たせるのでしょうか。学習課題
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１.平和 ２.課題◦第６章　国際社会に生きる私たち

　対立が続くイスラエルとパレスチナを隔
へだ

てる壁は，テロ対策を理由に，イ
スラエルがヨルダン川西岸地区に建設したものです。全長約700㎞に及ぶ
壁によって，パレスチナの町は分断され，人々の生活に大きな影

えい

響
きょう

を及ぼし
ています。この壁を，イスラエルでは「セキュリティ・フェンス」，パレス
チナでは「アパルトヘイト・ウォール（隔

かく

離
り

壁
へき

／分離壁）」とよんでいます。

公民の窓
　パレスチナの都市エルサレムは，ユダヤ教，イスラム教，キリスト教の三つ
の宗教の聖地であり，ここではもともと異なる宗教を信

しん
仰
こう

するさまざまな人々
が共存していました。一方，長い歴史の中で，ユダヤ人たちは世界各地に離

り
散
さん

し，少数派として差別や迫
はく

害
がい

を受けてきました。第二次世界大戦後，ヨーロッ
パ諸国とアメリカの支

し
援
えん

でイスラエルが建国され，ユダヤ人たちの帰る場所が
できた一方で，この地に長く住んできたイスラム教徒のパレスチナ人たちは，
土地を追われることになりました。イスラエルはエルサレムを首都として宣言

エルサレムの共存と対立

聖地エルサレム（左）と
エルサレムの旧市街（右）
ユダヤ教の「嘆

なげ

きの壁」，イスラム教の
「岩のドーム」，キリスト教の「聖

せい

墳
ふん

墓
ぼ

教
会」といった重要な場所が，この地に共
存しています。

chyukoup211-6_190129.ai

聖墳墓教会
せいふん ぼ

キリスト教徒
居住区

アルメニア人
居住区

イスラム教徒
居住区

ユダヤ教徒
居住区 アルアクサ

寺院

岩の
ドーム

嘆きの
壁

なげ 神殿の丘
しんでん

し，パレスチナ
も同様の主張を
しています。い
まだに解決に至
らない対立が続
く中，多くの難
民が苦しみを共
有しています。

1  建設された壁
かべ

（2017年 イスラエル・パレスチナ自治区）

2   壁の建設に反対する人々による平和運動 
（2016年 イスラエル・パレスチナ自治区）

停戦ライン

隔離壁ルート

chyukoup210-3_190128-2.ai

パレスチナ自治区
ヨルダン川西岸地区

ヨルダン
イスラエル

死海

エルサレム

3   壁の位置

それぞれの民族がもつ文化には，
どのようなはたらきがあるか，

本文から書き出そう。

異なる価値観を認めながら，さ
まざまな人々が共存していくた

めには，何が必要か話し合おう。見 考

表現

確認

イスラエル政府とパレスチナ解放機構（PLO）との
間で，和平への枠

わく

組
ぐ

みを取り決めた合意が結ばれま
した。ノルウェーの首都オスロで主に協議されたの
で，「オスロ合意」とよばれています。しかし，そ
の後も和平の実現は，厳しい状

じょう

況
きょう

となっています。

8   オスロ合意（1993年 アメリカ・ワシントン）

6   世界の宗教別人口の割合

フランスの公立学校で，イスラム教徒のスカーフ
などの着用を禁じる法律が施

し

行
こう

されたことから，
世界各地で抗

こう

議
ぎ

デモが行われました。

7   学校でのスカーフ禁止に反対してデモ 
行進するイスラム教徒（2004年 フランス）

当時のアフガニスタンのイスラム政権が，世界遺
い

産
さん

である仏教遺
い

跡
せき

を破壊しました。

5   破
は

壊
かい

される前（左）と破壊された後（右）の 
バーミアンの石仏（2001年 アフガニスタン）

4   アメリカ市民権取得の宣
せん

誓
せい

式
しき

に出席した
移民の人たち（2010年 アメリカ・ニューヨーク）

キリスト教
31.4%

イスラム教
23.2

その他
23.3

仏教 7.1 ヒンズー教 15.0

0 50 100％

（2018年 The World Factbook）

世界に住む人々は，独自の言語，宗教，習慣，歴

史などの文化的要因から，さまざまな民族に分け

られます。それぞれの民族がもつ，衣食住をはじめとする文化には，

人々の暮らしを豊かにするとともに，人と人とのつながりを深め，

社会を支えるはたらきもあります。

　民族が国を構成する場合，一つの国に圧倒的多数派の民族と少数

民族が住む国もあれば，多種多様な民族が含まれる国もあります。

一方で，一つの民族が多数の国に分かれて暮らす場合もあります。

また，アメリカやオーストラリアのように，毎年多くの移民を受け

入れ，多民族国家として発展してきた国もあります。さまざまな民

族が，お互いの文化や価値観に敬意を払い，多様性を認め合いなが

ら共存していく姿勢が大切です。

世界にはキリスト教，イスラム教，ヒンドゥー教，

仏教など多様な宗教があります。宗教は，神の前

の平等，深い尊敬や愛，強い道徳心，自己規律，修練などを説き，人々

の価値観と暮らしに影
えい

響
きょう

を与えています。

　宗教や信仰心は，お互いに尊重し合うことが大切ですが，国内に

4

6

多様な考え方と
文化

宗教と政治

関連 地理  世界の諸地域／ 歴史  現代 SDGs 11 持続可能な都市／ 16 平和

複数の宗教・宗派が存在し，対立する場合も珍
めずら

しくありません。そ

のことが，言論の自由に対する制限，女性に対する不平等，生活習

慣に対する厳しい戒
かい

律
りつ

の要求などという形で，政治に影響を与える

場合もあります。

かつてのユーゴスラビア地域で起きた民族紛
ふん

争
そう

も，その一部は宗教の対立と重なり合っていまし

た。インドとパキスタンは，宗教の違いが原因の一つとなって争い，

結局は別の国となりました。

　イスラエルとパレスチナの対立も，大変深刻です。パレスチナ難

民，領土の問題，繰り返されるテロ攻
こう

撃
げき

などとともに，イスラム教

とユダヤ教という宗教の違いも，対立の背景にある大きな要因とな

っています。一方で，イスラエルとエジプト，ヨルダンの両国は正

式に国交を結び，宗教の違いを乗り越えて，平和共存の道を選
せん

択
たく

し

ました。イスラエルとパレスチナも，一時は平和共存に向かって歩

んでいたこともありました。指導者や国民の努力と選択によって，

平和共存の社会を実現できる可能性は常に残されています。多様な

生き方や考え方を知り，自分と異なる価値観を受け入れることで初

めて，持続可能な社会の実現への第一歩になるのです。

5

7

1 2 3

8

国際社会の中の
宗教問題

よび方の違いに，どんな思いが
込められているのかな。

p.20

p.23

さまざまな価値観の中で  ▶世界の文化・宗教をめぐって2
世界のさまざまな文化や宗教は，人々にどのような影

えい

響
きょう

をもたらしているのでしょうか。学習課題
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◦第１章　私たちの暮らしと現代社会 ３.つくる１.現代 ２.文化

　人々の心の奥に宿る，どこかなつかしくて温かくなるような風景を，原風景といいます。近年，
各地で起こったさまざまな災害とその復興に際して，改めて地域の美しい自然や貴重な生活文化，
伝統行事などが見直されています。それらを大切に守ることが，復興の原動力にもなっています。

1  棚
たな

田
だ

（長
なが

崎
さき

県平
ひら

戸
ど

市・春
かす

日
が

集落） 2   合
がっ

掌
しょう

造
づく

りの集落 
（岐

ぎ
阜
ふ

県白
しら

川
かわ

村荻
おぎ

町）
3   熊

くま

本
もと

地
じ

震
しん

の復興を願って掲
かか

げられた 
こいのぼり（2016年 熊本県小

お
国
ぐに

町）

郷土の伝統文化について学ぶこ
とにはどのような意味があるだ

ろうか，書き出してみよう。

世界に発信したいと思う日本の
文化はどのようなものか，理由

も含めて意見を交換し合ってみよう。

表現

確認

12   日本のアニメや漫
まん

画
が

などを広く紹介する
「ジャパン・エキスポ」（2017年 フランス・パリ）

2 「カワイイ」や「オタク」，「カラオケ」，
「ボンサイ」，「フトン」などの言葉は，海外
でもそのまま通じる日本語で，そうした言葉
は増えています。

1 日本の世界遺
い

産
さ ん

は，文化遺産が18件と
自然遺産が４件で，合計22件あります。
（2019年3月現在。）

千
せんの

利
り

休
きゅう

と茶の湯文化などを学べる施
し

設
せつ

です。

4   「さかい利
り

晶
しょう

の杜
もり

」での茶の湯体験 
 （2018年 大

おお
阪
さか

府堺
さかい

市）

5   地
じ

歌
か

舞
ぶ

伎
き

を演じる子どもたち 
（2017年 静

しず
岡
おか

県浜
はま

松
まつ

市）

6   アイヌの古式舞
ぶ

踊
よう

を披
ひ

露
ろう

する 
人たち（2017年 北

ほっ
海
かい

道
どう

札
さっ

幌
ぽろ

市）

7   エイサーを披露する人たち 
（2018年 沖

おき
縄
なわ

県那
な

覇
は

市）

8   阿
あ

波
わ

踊
おど

り 
（2018年 徳

とく
島
しま

県徳島市）

9   よさこいソーラン祭り 
（2018年 北海道札幌市）

10   サンバカーニバル 
（2018年 東京都台

たい
東
とう

区・浅
あさ

草
くさ

）

11   ハロウィーンのパレード 
（2018年 神

か
奈
な

川
がわ

県川
かわ

崎
さき

市）

日本の多くの地域では，夏の高温多湿な気候によ

って，古くから水田での稲作が行われてきました。

稲作では田植えなど，共同体での密接な協力を必要とする作業があ

り，そこから「助け合い」や「和」の考え方が生まれたともいわれて

います。

　このように，長い年月にわたって人々の暮らしの中でつくられ，

大切に受け継がれてきた有形・無形の文化を，伝統文化といいます。

伝統文化には，衣食住のほか，あいさつの仕方や各地の祭りといっ

た生活文化とともに，能や歌
か

舞
ぶ

伎
き

，茶道や華道，柔道，剣道，大
おお

相
ず

撲
もう

なども含まれます。

日本各地では，気候や風土に合った住居や郷土料

理，方言などの地域独自の文化が育まれるととも

に，個性豊かな祭りや芸能，工芸技術なども受け継がれています。

また，歴史的な建造物や町並みなどの史跡，豊かな自然も多くあり，

近年，世界文化遺
い

産
さん

や自然遺産の登録も増えています。

　しかし，過
か

疎
そ

化や少子高
こう

齢
れい

化などの影
えい

響
きょう

により，地域に根づいた

文化が存続の危機にさらされています。国や地方自治体では，文化

1

2 3

5 4

6 7

1

伝統文化とは

多様な地域文化の
保存と継

けい

承
しょう

関連 小学校  地域で受けつがれてきたもの（４年）／ 地理  日本の地域構成／ 歴史  中世・現代の文化ほか SDGs 11 持続可能な都市

財保護法に基づき，有形，無形の文化財の保護に努めています。私

たちが郷土の文化財や伝統芸能，伝統工芸などについて学ぶことは，

その地域だけでなく，日本で大切にされてきた先人の知
ち

恵
え

や技術，

美的な感覚などを理解し，それを継承していくことにつながります。

世界には多様な文化があり，日本人は宗教と同様

に，さまざまな外国の文化を積極的に受け入れ，

改良を繰り返しながら独自の文化をつくり上げてきました。例えば，

鎌
かま

倉
くら

時代の僧の栄
よう

西
さい

が中
ちゅう

国
ごく

から持ち帰ったとされる茶は，寺院を中

心にしだいに広まっていき，安
あ

土
づち

・桃
もも

山
やま

時代に千
せんの

利
り

休
きゅう

によって茶道

として大成され，現代にいたっています。

　現代では，海外の祭りやパレードなどのイベントが，日本各地で

開
かい

催
さい

されるようになっています。また，情報化やグローバル化の進

展とともに，日本の自然や伝統文化だけではなく，アニメや漫
まん

画
が

，

ゲーム，音楽，ファッションなどのポップカルチャー（大衆文化）も

世界中から注目されています。こうした日本の文化や伝統を大切に

することは，異文化を尊重し理解を深めることにもつながります。

海外の人とも積極的に文化交流を図るとともに，私たちは新たな文

化を創造し，伝えていく役割をになっています。

8 9

4

10 11

12 2

異文化理解と
日本文化の創造

p.20

p.25

えい

身近なところでは，
どんな文化が大切に
されているのかな。

伝統文化の継
け い

承
しょう

と文化の創造  ▶グローバル化する社会と日本の文化2
日本の伝統文化にはどのような特徴があり，どのように受け継いでいけばよいでしょうか。学習課題
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後の世代まで伝えていきたいと思う「伝統や文化」とは何か，理
由とともに200字以内で文章にまとめてみよう。

日本の伝統や文化を外国の人たちに紹介するとしたら，何を伝
えたいだろうか。伝統や文化に関する資料をもとに考え，簡単な宣
伝チラシを作って表現してみよう。

さらにステップアップ

タワーの
断面図

法隆寺五重塔
東京
スカイツリー

心柱

津波の劇を演じ，吉浜地区の歴史を伝える中学生
（2018年 岩

いわ
手
て

県大
おお

船
ふな

渡
と

市）

称
しょう

賛
さん

の一方で，「現地の清
せい

掃
そう

員
いん

の仕事を奪うことにもつながるので，ごみ拾
いはすべきではない」といった意見もありました。

�サッカーの試合後にごみを拾う，日本のサポーターたち�
（2018年 ロシア）　

�法隆寺五重塔�
（奈

な
良
ら

県生
い

駒
こま

郡斑
いか

鳩
るが

町）およそ1300年 
以上前に，再建されたと推定される。
高さは約32m。

�東京スカイツリー�
（東京都墨

すみ
田
だ

区）2012年に完成。高さ
は634m。

「心柱」の構造

�日本の漫
まん

画
が

のキャラクターをまねて楽しむ人々�
（2018年 インド）

ユネスコの無形文化遺
い

産
さん

に登録された「和食」
和食の特徴には「①多

た

彩
さい

な食材を新
しん

鮮
せん

なまま使用　②米を中心と
した優れた栄養バランス　③自然の美しさや季節感を表現　④正
月や田植えなどの年中行事と密接な関連」などがあげられます。

　現存する世界最古の木造建築物の一つである法
ほう

隆
りゅう

寺
じ

五
重塔は，地

じ

震
しん

による倒
とう

壊
かい

の記録が残っておらず，耐
たい

震
しん

性
せい

に優れた建物といわれています。この高い耐震性を保つ
うえで，「心

しん

柱
ばしら

」が大きな役割を果たしていると考えら
れています。心柱とは，本来，仏

ぶっ

塔
とう

の中央部に建てる柱
のことをいい，国内で最も高い建築物である東京スカイ
ツリーにおいても，同じく中央部に建てられた心柱（鉄
筋コンクリート造り，内部は階段室）がその役割を果た
しています。古くから伝わる伝統的な技術と現代の最新
技術が出会い，受け継がれているのです。「木は鉄をし
のぐ」とさえいわれる
日本古来の知恵と，自
然への畏

い

敬
けい

の念，そし
て千年以上の時を経て
つながる「永遠なるも
のへの思い＝伝統」が，
現代建築にも息づいて
います。

　漫
まん

画
が

，アニメ，ゲーム，Ｊ-POPなどのポップカルチャー（大
衆文化）は，日本を代表する文化の一つであるとともに，日本
や日本の伝統文化に対する関心につながる入り口にもなりま
す。また，私たちの暮らしに広く浸

しん

透
とう

しているさまざまな日
本文化（和食，武道，書道，茶道，華道など）が，一部の外国
の人たちには「かっこいい」もの（クールジャパン）として受け
入れられ，流行しています。こうした伝統や文化の体験は，
外国人観光客にも人気です。また，これらの日本の伝統や文
化の強みを産業化して，海外展開する動きもみられます。

　2018年に開
かい

催
さい

された，サッカーのワールドカップロシア
大会。試合終了の笛が鳴り，続々と帰路に着く観客たちの横
で，日本のサポーターたちが観客席に残っているごみを拾い
始めました。サッカー日本代表チームのサポーターたちは，
試合後のごみ拾いを以前から行っており，海外でもたびたび
話題になりましたが，この大会でもごみを拾う姿が日本の

「美徳」と称
しょう

賛
さん

されました。そして，日本の対戦国チームの
サポーターの中にも，ごみを拾う人の姿が見られました。
　日本国内のさまざまなイベントでも，会場や路上のごみを
自主的に片づける人たちの姿が見られます。その一方で，そ
れらのごみを放置した人たちがいることも事実です。あなた
は日本の「美徳」について，どのように考えますか。

　2011年３月に発生した大地震と大
おお

津
つ

波
なみ

は，東
ひがし

日
に

本
ほん

を中心に多くの人々
に被

ひ

害
がい

をもたらしました。そうしたなか，岩
いわ

手
て

県大
おお

船
ふな

渡
と

市吉
よし

浜
はま

地区では，
津波に被災した祖先の教えを受け継ぎ，低い土地に家を建てないようにし
てきたため，被害を最小限に抑

おさ

えることができました。山を切り崩
くず

して高
台に住宅を構え，低地で農業や漁業を営んできた吉浜地区のまちづくりは，
三
さん

陸
りく

地方の沿
えん

岸
がん

部の将来像として構想されている，「職住分
ぶん

離
り

」にもつな
がります。
　「奇跡の集落」とよばれる吉浜地区にある中学校では，これからも過去
の教訓を後世に語り継いでいくために，地区の津波の歴史を劇にしていま
す。明

めい

治
じ

・昭
しょう

和
わ

・平
へい

成
せい

の三つの時代に地区を襲った津波の歴史を学び，そ
れをもとに生徒たちが脚本をつくって演じています。

現代建築に生きる，五
ご

重
じゅう

塔
のとう

の「技と知
ち

恵
え

」

世界に広がる「クールジャパン」

日本の「美徳」とは

地域の教
きょう

訓
く ん

を語り継ぐ「奇
き

跡
せ き

の集落」

読んで深く考えよう

つなげたい，日本の伝統や文化
過去から大切に受け継がれてきたさまざまな日本の伝統や文化は，今も身近なところに息づいて，私たちの暮らしを支えています。こうし
た伝統や文化を，さらに未来の世代へと受け継いでいくことには，どのような意味があるのでしょうか。
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自治体の方から，自分たちの提言に対する意見や感想を聞こ
う。内容について不十分だった点や改善案がわかったら，提案シ
ートを修正し，さらにアイデアを改善していこう。

さらにステップアップ

　神
か

奈
な

川
がわ

県川崎市は，人口が150万人を超
こ

える政令指定都市で，
七つの区からなっています。市民相談窓口へ寄せられる相談件数も
多く，苦情や要望など，相談内容も多

た

岐
き

にわたっています。こうし
た状

じょう

況
きょう

を背景に，市の行政活動を，第三者的な機関として公正で中
立な立場から調査したり，監

かん

視
し

したりするシステムとして，1990
年に日本で初めて「市民オンブズマン」制度が導入されました。
　川崎市のオンブズマンは，現在二人制で任期は３年です。それぞ
れのオンブズマンは独立して仕事を行い，教育や福

ふく

祉
し

，環境，道路，
交通など市政全般についてのさまざまな苦情をしっかり調査して，
改善すべき点を市に勧

かん

告
こく

します。
　こうした人々の活動からも，地域の課題について多くの情報が得
られるでしょう。

市民の苦情
を調査する富

とみ

田
た

善
よし

範
のり

代表市民オ
ンブズマン

　広
ひろ

島
しま

県廿
は つ か

日市
いち

市吉
よし

和
わ

地域の住民は，将来の人口減少と高齢
化に不安を抱きながらも，具体的に対策を考える機会はあま
りありませんでした。そこで，今後さらに人口減少と高齢化
か進むなかで，高齢になっても住み続けられる地域にしよう
と，医

い

療
りょう

や福
ふく

祉
し

の関係者と住民が集まり，どのような施
し

設
せつ

や
しくみがあるとよいか，具体的に話し合う場を設けました。
協議を重ね，地域の将来像のイメージ図をつくり，住民自身
が運営を行う高齢者向けの施設の建設を，行政に要望しまし
た。その結果，福祉センターを増設して，夜間の見守りがで
きる施設が整備され， 2017年から運用が始まりました。
　行政主体で進めて市民が参加する，というまちづくりから，
行政と市民が協働して進めるまちづくりに変えようと取り組
む地域が，日本各地にあります。

�地域の将来に
ついて話し合
う吉和地域の
住民（2013年　
広島県廿日市市）

�提案シートの例

　近年，多くの地方自治体で，中学生と首長や議員が，地域
の政治について意見を交

こう

換
かん

する「中学生議会」が開かれてい
ます。静

しず

岡
おか

県浜
はま

松
まつ

市でも，市内の中学校の代表がテーマごと
にグループに分かれ，市政への意見や要望を直接提言する「夏
休み夢会議」が，毎年開かれています。「浜松の未来をつくる
チャレンジ」がテーマだった2018年は，「地元の特産物の魅

み

力
りょく

を，生産者と消費者が相互に発信し合うウェブサイトをつ
くる」，「市内の要所にバスターミナルを整備する」など，地
域の活性化につながる取り組みを考え，提案しました。

◎地域の課題（調査テーマ）

◎課題の解決策
・誰が
・いつまでに
・どうやって

◎実施できた場合に想定される，
　変化や効果

�市議会本会議場
で開かれた「夏休
み夢会議」（2018
年 静岡県浜松市）

グループ名
メンバー

川
かわ

崎
さき

市市民オンブズマンの役割

地域の課題を探ってみよう
地域の様子を知り，調査テーマを決めよう

◦ グループ（４～５人）をつくって，自分たちが暮らす地域の地図を用
意し，特徴や課題を確

かく

認
にん

します。
◦グループごとに，現状や課題について調査するテーマを決めます。

地域の課題についての情報を収集しよう
①地域の広報紙などから情報を得る
　（⇒インターネットで閲

えつ

覧
らん

／役所や図書館，スポーツ施
し

設
せつ

などで入手）
◦ 多くの地方自治体では，暮らしに関わるさまざまな情報を伝える広報紙を定期的に発行してい

ます。それぞれの地域が抱える課題や，解決に向けた行政の取り組みなどが紹介されています。
②各種の統計データから探る（⇒役所で閲覧／自治体のウェブサイト）
◦ 地域の人口構成や，農林水産業，工業，観光業，環

かん

境
きょう

関連の統計資料などを入手して，データ
を分析すると，地域の課題が見えてくるかもしれません。

③市民団体や商工会，企
き

業
ぎょう

などを取材する
　（⇒電話や面会による聴き取り／メールによる問い合わせ）
◦ 地域の課題解決に向けた活動に取り組む市民団体や，地元の商

工会，地域で長く経営を続ける企業などから話を聞くことから
も，地域の現状を把

は

握
あく

することができるでしょう。

市民からの苦情申し立ては，市政への有益な情報，問題点
の指

し

摘
てき

と受け止めています。市民オンブズマンは，まず市
民の目線で，そして第三者として市政をみるべきだと考え
ています。これからも，川崎の市政が市民に開かれたもの
となるように，職務に努めます。

解決策を具体的に検討しよう
◦これまでに得たデータや取材情報などを根

こん

拠
きょ

にして，
地域の課題をまとめ，具体的な解決策を考えましょう。

自治体に提言しよう　～プレゼンテーションする
◦パソコンなどの情報機器を活用して動画やスライドショーを交えた資料を作成
する，模

も

造
ぞう

紙
し

を使ってグラフなどの図表を交えたポスターにまとめるなど，効果
的な表現方法でアイデアを提言しましょう。
◦「地域の現状」→「現状から見える課題」→「課題を解決するための提案」とい
うように順序立てて整理すると，考えがよく伝わります。

「夏休み夢会議」の市政への提言

住民からの提言で高
こう

齢
れい

者
しゃ

サービスが充実した地域へ

より多くの市民の要望に合うものとなるよう，
さまざまな視点から変化や効果を考える。

実際の施
し

策
さく

では，限られた人数や予算，期間の中で取
り組むケースが多いことも考

こう

慮
りょ

し，アイデアを考える。

優先して取り組むべき課題であ
ることを，根拠をもって示す。

ステップ1

ステップ2

�地域で発行する広報紙
（北

ほっ
海
かい

道
どう

函
はこ

館
だて

市）

ステップ3

ステップ4

保育施
し

設
せつ

は
十分だろうか。

危険な場所は
ないかな。

プレゼンテーション言葉で伝え合おう　

まちづくりのアイデアを提言しよう
これまでの学習を参考にしながら，私たちが暮らす地域の現状を知り，地域のために私たちができることはないか考えてみましょう。

7776 ◦第 2章　個人を尊重する日本国憲法

戦争の歴史や平和に関する情報を伝える取り組みや，平和につ
いて意見を交流する取り組みを，インターネットなどで調べてみよ
う。

日本の平和主義は，これからどのような考えに立つべきだろう
か。自分の意見を200字以内で文章にまとめて，クラスで意見を
交
こう

換
かん

してみよう。

さらにステップアップ

�住宅地に隣
りん

接
せつ

する普
ふ

天
てん

間
ま

飛行場�
（2018年 沖縄県宜

ぎ
野
の

湾
わん

市）

�爆
ばく

心
しん

地
ち

公園内に展示された「キッズ・ゲルニカ」の作品
（2018年 長

なが
崎
さき

県長崎市）

�沖縄戦の記憶を語り継ぐ，戦後生まれの説明員�
（2016年 沖縄県糸満市「ひめゆり平和祈念資料館」）

平和の構築に取り組む人たち
戦争の記憶を語り継ぐ人たち
　沖縄県糸

いと

満
まん

市にある「ひめゆり平和祈
き

念
ねん

資料館」では，
1989年の開館以来，ひめゆり学徒隊の生存者らが，自らの
体験を多くの来館者に語り続けてきました。ひめゆり学徒隊
とは，負傷した兵士の看

かん

護
ご

にあたるために，沖縄陸軍病院に
動員された女子学生と先生のことです。当時15～19歳

さい

で
したが，戦争によって多くの尊い命が失われました。学徒隊
の生存者は，戦争を知らない若い世代にこそ，戦争の恐

おそ

ろし
さや平和の大切さを知ってほしいという強い思いを込めて，
当時の様子を自分の言葉で語ってきたのです。
　しかし，戦争を体験した人々も高

こう

齢
れい

になり，私たちがその
体験を直接聞く機会も少なくなっています。そのため，資料
館では，学徒隊の生存者の証言をビデオに録画したり，戦争
を体験していない世代の説明員を育成したりして，戦争の記

き

平和への願いをつなぐ子どもたち
　「キッズ・ゲルニカ」（国際子ども平和壁

へき

画
が

プロ
ジェクト）は，絵画を通じて世界各地の平和への
願いをつないでいく活動で，第二次世界大戦の終
戦から50年たった1995年に，日本からの呼び
かけで始まりました。スペインの画家パブロ＝ピ
カソ（1881～1973年）が，戦争中の残

ざん

虐
ぎゃく

な爆
ばく

撃
げき

行
こう

為
い

に抗
こう

議
ぎ

して「ゲルニカ」（1937年）を制作し
たことにならい，「ゲルニカ」と同じ大きさのキ
ャンバス（たて３.5m×よこ７.8m）に，子どもた
ちが平和へのさまざまな思いを自由に描いて表現
します。すでに，世界60か国以上で400点以上
の作品が完成し（2018年現在），世界各地で展覧
会が開かれています。日本でも，国内外の作品を
展示する場が各地に設けられ，作品を中心とした
平和交流や，来場者とともに新たな作品を制作す
るイベントなどが行われています。プロジェクト
を通じて，「平和とは何か」「世界の平和のために
何ができるのか」といったことを考えるきっかけ
を，人々にもたらしています。

憶
おく

を未来へつなげようとしています。
　これからの時代をになう私たちには，戦争を単なる過去の
歴史やできごととして学ぶだけでなく，未来の世代へ語り継
ぐべき記録や記憶として残していくことが，いっそう大切に
なっています。

　現在，日本の平和主義は，あい次ぐ地域紛
ふん

争
そう

や国際的なテ
ロ活動の多発（ｐ.208→）など，きわめて不安定な時代にお
かれています。特に東アジア地域においては，せめぎ合うア
メリカと中

ちゅう

国
ごく

の関係や，北
きた

朝
ちょう

鮮
せん

の動向，ロシアの極東・シベ
リア開発の動き，そして，今もなお歴史的な課題を抱える日
本とロシア，韓

かん

国
こく

，中国との関係のもとで，日本の平和主義
の考え方やあり方に注目が集まっています。
　その一つが，「集団的自衛権」の行使についてです。この
権利は，「密接な関係にある他国が攻撃されたとき，共同し
て防衛にあたることができる」というものです。平和主義を

掲
かか

げる日本は，「国際法上この権利を保有しているが，行使
できない」という考えを表明してきました。しかし，国際情
勢の変化を受けて，より積極的に国際社会への協調と貢

こう

献
けん

を
推
すい

進
しん

していくという考えに立ち，2014年，集団的自衛権の
行使が閣議決定で認められました。そして翌年には，安全保
障関連法（平和安全法制整備法と国際平和支

し

援
えん

法）が国会で成
立しました。これに対しては，平和的生存権や憲法第９条の
意義を重視する立場などから，批

ひ

判
はん

の声もあがりました。

日本の平和主義の現状

　日本の平和主義を考えるとき，決して忘れてはならないこ
との一つとして，沖縄の抱える米軍基地問題があります。第
二次世界大戦後，アメリカの統治下におかれた沖縄は，
1972年に日本へ復帰しましたが，日米安全保障条約に基づ
き，広大な米軍基地（施

し

設
せつ

及び区域）が残されました（←
ｐ.74）。復帰前の1969年，沖縄県祖国復帰協議会会長の
喜
き

屋
ゃ

武
ん

真
しん

栄
えい

さんは，国会で「沖縄同胞の心情
を人ごとと思わず，『小指の痛みは全身の痛
み』と感じ取ってください」と訴えました。
しかし，その後も沖縄に基地の負担が集中す
る状

じょう

況
きょう

は変わらず，国土面積の約0.6％とい
う沖縄県で，在日米軍専用の施設面積の約
70. ６％を引き受けています（2017年１月
１日現在）。
　一方で，新たな動きも見られます。2018
年，東京都小

こ

金
がね

井
い

市議会は，米軍の普
ふ

天
てん

間
ま

飛
行場の移転に関して国民全体で議論し，公正

で民主的な手続きを経て決定するよう求める陳
ちん

情
じょう

を，賛成多
数で採

さい

択
たく

しました。そして，当事者意識をもって国民的議論
を行うことを求める意見書を，日本政府に提出しました。
　沖縄県民が日本のために大きな負担を抱えていることを，
国民が深く認識し，国民全員で沖縄のこれからを考えていく
ことが，なによりも大切です。

沖縄に生きる人々とともに

平和主義のこれまでとこれから
これからの日本の平和主義のあり方と平和の構築について，私たちはどのように考えていったらよいのでしょうか。現在の日本がおかれて
いる状

じょう
況
きょう
や，戦争の歴史と向き合う沖

おき
縄
なわ
県の人々の姿などを学びながら，探求してみましょう。

読んで深く考えよう

▲ p.122

▲ p.204

▲ p.77

▲ p.210

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

身近な地域から社会を考えることができる教材・内容
　　　　　公民的分野の学習では，「地球規模で考えて，地域で行動しよう」という考え方を大事
にしています。教科書では，生徒が自ら進んで地域の実態を探り，課題に取り組める工夫だけで
なく，地域の伝統文化を大事にしている事例や，多文化共生が進む今の姿を取り上げています。
そこから，地球規模の課題へと視点を広げていくことができるようになります。

特色

3 地域から平和なまちづくりを
地域から平和への願いをつなぐ人々の姿に学んだり，地域のために私たち住民ができることは何かを考え，提言し
たりする特設ページを設けています。よりよい地域の構築に尽くすことの大切さが実感できます。

さまざまな価値観や文化とともに生きる
いまだ残る差別の問題や，海外で暮らす日本人と日本で暮らす外国人の姿，さらに世界の民族や宗教をめぐる現状な
ど，さまざまな価値観や文化とともに生きる人々の姿を，多くのページで丁寧に描いています。世界の現状や課題
を自分事としてとらえ，考察を深められるようになります。

地域の伝統文化を大切に
地域の伝統文化の現状はもちろん，「なぜ
文化が受け継がれてきたのか」，「これから
どのように受け継いでいったらよいか」に
まで踏み込み，公民的分野の視点で伝統文
化のあり方を丁寧に描き出しています。特
設ページでは，東日本大震災からの復興と
記憶の継承も取り上げています。

▲ p.22-23

◀︎ p.24

特色 2  − 3  のポイント：身近な地域／伝統文化／多文化共生 1312

good


