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　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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1 ヘレニズムは「ギリシャ風」という意味で，
古代ギリシャ人がギリシャのことを「ヘラス」
とよんだことに由来する造語です。

ビーナスは愛と美の女
め

神
がみ

で，
女性の理想的な美が表現さ
れています。

ローマ人の言葉であるラテン語も，領域の広がりとともに広まり，
近代までヨーロッパの広い地域で使われました。

奴
ど

隷
れい

であった剣
けん

闘
とう

士
し

が，剣闘士どうしや猛
もう

獣
じゅう

と戦わさ
れました。

水
すい

源
げん

から都市まで水を運ぶために造られました。

6  アレクサンドロス大王（左）とペルシャ軍との戦いを描いたモザイク画〈ナポリ国立考
こう
古
こ
学
がく
博物館蔵〉

5   ミロのビーナス 
〈ルーブル美術館蔵

ぞう
〉

7  古代ローマの領
りょう

域
いき

8  ローマのコロッセウム（闘
とう
技
ぎ
場
じょう
）

9  古代ローマの水道橋（フランス）

ヌミディア

キレナイカ
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中
海
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地

大

　
西

　
洋

ロンディニウム
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ローマ

ヴィンドボナ

ビザンティウム
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0 500km

紀元後1世紀の領域
紀元前3世紀の領域

ローマ帝国の最大領域

P27-7 ボンヌ20-30-20

コルシカ島
イベリア半島

シチリア島

クレタ島 キプロス島

サルデーニャ島

中
海

海

黒　海

地

ア

ア
ナウ川ド ド

リ

大　西　洋

マッサリア

ネアポリス

オリンピア

デルフォイ

ビザンティオン

ナウクラティス

タレントゥム

シラクサ
ミレトス

0 400kmギリシャの勢力範囲
ギリシャのおもな植民市

しょくみん

はん い

P26-2 ボンヌ20-30-20

2  古
こ

代
だい

ギリシャの勢力範
はん

囲
い

小高い丘
おか

（アクロポリス）に建てられました。
1  アテネのパルテノン神

しん

殿
でん

（ギリシャ）

古代ギリシャでは，4年に一度，各ポリスの代表が陸
上競技や格

かく

闘
とう

技
ぎ

で競
きそ

い合う祭典（オリンピック）が開か
れました。

武器や防具を自分で買いそろえて戦争に参加できる者
が，市民として政治に参加できました。

4   壺に描かれたマラソン

3   壺
つぼ

に描
えが

かれた兵士

古代のギリシャとローマでは，そ
れぞれどのような政治が行われて

いたか確かめよう。

ギリシャ・ローマの文明の特色で，
四つの文

ぶん

明
めい

（p.22～25）と共通す
ることや違

ちが

いについて説明しよう。

表現

確認

オリエントの古
こ

代
だい

文明は，地
ち

中
ちゅう

海
かい

を越えて南ヨ

ーロッパにも伝わりました。エーゲ海周辺では，

ギリシャ人が鉄
てっ

器
き

の普
ふ

及
きゅう

により農業の生産力を高め，貿易も活発

に行っていました。紀
き

元
げん

前
ぜん

8世紀ごろから，丘
おか

の上の神
しん

殿
でん

とふも

との広場を中心とした都市国家（ポリス）を各地に建設しました。

　ポリスの政治は，自由で対等な市民が，全員で民会をひらいて

行う民主政（直接民主政）でした。ただしポリスの市民は，通常は

農業に従
じゅう

事
じ

し，戦争時には兵士として戦う成年男子に限られてお

り，女性と奴
ど

隷
れい

は排
はい

除
じょ

されていました。

　紀元前5世紀に，オリエントを統一して大
だい

帝
てい

国
こく

となったペルシ

ャがギリシャに侵
しん

攻
こう

してきましたが，ポリスは連合してこれを撃
げき

退
たい

しました。この時期のギリシャでは，理想の社会や人間像を追

究する哲
てつ

学
がく

や，演
えん

劇
げき

や彫
ちょう

刻
こく

などの芸術，数学などが発
はっ

展
てん

しました。

紀元前4世紀に，ギリシャは北方のマケドニア

王国に征
せい

服
ふく

されました。マケドニアのアレクサ

ンドロス大王は，さらに東方に遠
えん

征
せい

を行いインダス川にまで達す

る広大な帝国を築きました。この結果，ギリシャの民主政は終わ
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ギリシャの文
ぶ ん

明
め い

ヘレニズム文化

りましたが，その文化はオリエントの各地
ち

域
いき

の文化と融
ゆう

合
ごう

しまし

た。これをヘレニズム文化とよびます。ヘレニズム文化はアジア

にも伝わり，中
ちゅう

国
ごく

を経由して日本にも影
えい

響
きょう

を与
あた

えました。

イタリア半島中部に位置した都市国家のローマ

では，紀元前6世紀には，貴
き

族
ぞく

を中心とする共

和政が始まりました。平民は，貴族が政治を独
どく

占
せん

することに不満

をもち，平民と貴族は互
たが

いに対立しました。ローマは，着実に領

土を拡
かく

大
だい

していき，紀元前2世紀半ばにはマケドニアとギリシャ

も征服しました。紀元前30年ごろに地中海を囲む地域を統一し

た後に，皇
こう

帝
てい

を頂
ちょう

点
てん

とする帝国（帝
てい

政
せい

）となりました。

　ローマは，ギリシャ文化の影響を受け，ギリシャから学んだ知

識を，広大な領土を支配するために応用しました。首都ローマと

各地を結ぶ道路網
もう

や水道を整備し，浴場や闘
とう

技
ぎ

場
じょう

などの施
し

設
せつ

も造

りました。また，さまざまな民族を支配するための法
ほう

律
りつ

を作成し

たり，長さ・容積・重さの基準を統一したりしました。

1

7

9 8

ローマ帝国

世界
遺産

世界
遺産

世界
遺産

この遺
い

跡
せき

は，
何をするために
造られたのかな。

p.23

p.44

すべての道はローマに通ず  ▶ギリシャ・ローマの古
こ

代
だい

文
ぶん

明
めい

4
ギリシャとローマには，どのような文明がおこったのでしょうか。学習課題

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
縄文 古墳 平安飛鳥 南北朝 戦国 明

治 昭和大
正奈良 鎌倉 江戸 平成室町弥生

1年5000年1万年
紀元前

旧石器

世紀▶
安土
桃山
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み こう解読
1演説する弁

べん
士
し
は，何を訴

うった
えているのだろう。

2警官は，何をしようとしているのだろう。また，聴
ちょう
衆
しゅう
はど

んなことを言っているのだろう。
3こうした民権派の活動に対して，政府は，どのような対応
をしたのだろう。

4 自
じ

由
ゆう

党
とう

は1884年に解散し，立
りっ

憲
けん

改
かい

進
しん

党
とう

も
活動をほとんど中止しました。

士族の反乱が起こったのはなぜか，
確かめよう。

立憲政治の実現を目ざす政府と民
権派の考え方には，どのような違

ちが

いがあったか説明しよう。

表現

確認

1 憲
けん

法
ぽう

によって国民の自由と権利を認め，国
こっ

会
かい

を開いて，国民を国政に参加させるしくみを
立
りっ

憲
けん

政治といいます。

2 政府の改革によって，刀を差したり，俸
ほう

禄
ろく

の支給を受けたりする特権をうばわれました。
3 大

おお

隈
くま

らは，すぐに国会を開き，イギリスに
ならって政

せい

党
とう

政治を始めようと主張したのに対
し，岩

いわ

倉
くら

らは，時間をかけ，ドイツ（プロイセン）
にならって君

くん

主
しゅ

の権限の強い憲法をつくろうと
主張しました。

郷里の高
こう

知
ち

に立
りっ

志
し

社
しゃ

を設立し，自由
民権の思想を青年
たちに広めました。

3   板
いた

垣
がき

退
たい

助
すけ

 
（1837〜
1919）

1   自
じ

由
ゆう

民
みん

権
けん

運
うん

動
どう

の演説会の様子〈東
とう
京
きょう
大学明

めい
治
じ
新聞雑誌文庫蔵〉

俳
はい

優
ゆう

の川
かわ

上
かみ

音
おと

二
じ

郎
ろう

が歌い，民衆の間で流行しました。演説
の主張を歌にしたもので，「演

えん

歌
か

」とよばれました。

2   オッペケペー節
ぶし

4   主な士
し

族
ぞく

の反乱と，自由民権運動の広がり・主な激
げき

化
か

事件

5   田
た

原
ばる

坂
ざか

（熊
くま
本
もと
県）での政府軍（左）と西郷軍（右）の戦い 

〈熊本市立熊本博物館蔵〉

1874年
立志社の結成
りっ　し　しや

1885年
大阪事件
おお さか

1886年
静岡事件
しず　おか

1884年
加波山事件
  か　ば   さん

1884年
秩父事件
ちち   ぶ

1884年
群馬事件
ぐん   ま

1881年
秋田事件
あき   た

1883年
高田事件
たか   だ

1884年
飯田事件
いい  だ

1882年
板垣退助遭難
いた  がき たい すけ  そう なん

1884年
名古屋事件
  な　 ご　 や

1882年
福島事件
ふく しま

 ぎ　 ふ　
岐阜

０ 300km

高知
こう  ち

1876年
萩の乱
はぎ

1876年
秋月の乱
あき  づき

1874年
佐賀の乱
  さ 　が

1876年
神風連の乱
しん  ぷう れん

1877年
西南戦争
せい  なん

当時の府県界

1880年4月国会
開設の請願に参
加した府県

せい がんかい せつ

主な士族の反乱

小学校

五
いつ

日
か

市
いち

町（現在の東京都あきる野
の

市）の人々がまとめた
もので，国民の権利について示した部分です。

7  五
いつ

日
か

市
いち

憲
けん

法
ぽう

（一部）

・�日本国民ハ各自ノ権利自由ヲ達
たっ
ス可

べ
シ，

他ヨリ妨
ぼう
害
がい
ス可

べか
ラス，且

かつ
国
こく
法
ほう
之
これ
ヲ保護ス

可シ
・�凡

およ
ソ日本国民ハ族

ぞく
籍
せき
位
い
階
かい
ノ別ヲ問ハス，

法律上ノ前ニ対シテハ平等ノ権利タル可
シ

小学校

薩
さつ

摩
ま

藩
はん

出身で，戊
ぼ

辰
しん

戦争では新政府
軍の参

さん

謀
ぼう

を務めま
した。西郷は，西

せい

南
なん

戦争で最
さい

期
ご

をと
げました。

6   西
さい

郷
ごう

隆
たか

盛
もり

（1827〜77）
〈西郷南

なん
洲
しゅう
�

顕
けん
彰
しょう
館
かん
蔵〉

士族の反乱をしずめた政府は，府県に議会を設

置して，地方政治に国民が参加する道を開きま

した。民間では，自由民権運動が都市の知識人や農村の地
じ

主
ぬし

，有

力な農民などの支持を集めて全国に広まり，各地に民権派の団体

がつくられました。1880年には，その代表者たちが大
おお

阪
さか

に集ま

って国会期
き

成
せい

同
どう

盟
めい

をつくり，早く国会を開設するように政府に請
せい

願
がん

しました。国会の開設をめぐり，政府内では大
おお

隈
くま

重
しげ

信
のぶ

らと岩
いわ

倉
くら

具
とも

視
み

らの意見が分かれました。1881年，政府は大隈を辞
や

めさせ，

1890年に国会を開くことを約束しました。

このころ，民権派や政府の関係者は，それぞれ

の理想とする憲法案（私
し

擬
ぎ

憲法）を発表したり，

憲法の学習会を開いたりしました。また1881年には，板垣退助

を党
とう

首
しゅ

とする自
じ

由
ゆう

党
とう

が，翌年には大隈重信を党首とする立
りっ

憲
けん

改
かい

進
しん

党
とう

がつくられました。両党とも，各地で演説会を開いたり，新聞

に意見を発表したりして国会開設に備えました。

　しかし，政府が，法律で民権派の言
げん

論
ろん

や集会を取りしまったり，

民権派の有力者を政府の役職にとり立てたりしたことや，不景気

により政治資金が不足したことから，民権派の勢力は弱まりまし

た。民権派のなかには，実力で政府に対
たい

抗
こう

しようと，警察と衝
しょう

突
とつ

する激
げき

化
か

事件を起こす人々が現れましたが，一方では，急進的な

活動をきらって民権運動から離
はな

れる人々も増えました。こうして，

自由民権運動は一時おとろえていきました。

4

3

7

21

4

4

政
せ い

党
と う

の誕生

自
じ

由
ゆ う

民
み ん

権
け ん

運
う ん

動
ど う

の始まり

士
し

族
ぞ く

の反乱

国会開設への
動き

明
めい

治
じ

維
い

新
しん

のころ，欧
おう

米
べい

の先進諸国では立
りっ

憲
けん

政治

が行われていました。日本でも，憲
けん

法
ぽう

をつくっ

て国
こっ

会
かい

を開き，立憲政治を始めようという案が政府内で議論され

るようになりました。しかし，朝
ちょう

鮮
せん

との外
がい

交
こう

をめぐる内部の対立

などから，なかなか実現しませんでした。

　そこで，1874（明治７）年，政府を退いていた板
いた

垣
がき

退
たい

助
すけ

らは，

民
みん

撰
せん

議
ぎ

院
いん

設
せつ

立
りつ

建
けん

白
ぱく

書
しょ

を政府に提出して，少数の有力者による専
せん

制
せい

政治をやめ，早く民撰議院（国会）を開くように主張しました。こ

うして，国民の自由と権利を求め，立憲政治の実現を目ざす自由

民権運動が始まりました。

一方，政府の改革に不満をもっていた士族らは，

西日本の各地で蜂
ほう

起
き

しました。1877年には，

西
さい

郷
ごう

隆
たか

盛
もり

をかつぎ上げて，鹿
か

児
ご

島
しま

の士族ら約４万人が政府反対の

兵をあげました（西
せい

南
なん

戦争）。政府は徴
ちょう

兵
へい

制
せい

による新しい軍隊を出

動させ，半年以上かけてこれをしずめました。

1

3

2

4

6

5

権
利
幸
福
き
ら
い
な
人
に

自じ

由ゆ
う
湯と
う
を
ば
飲
ま
せ
た
い

オ
ッ
ペ
ケ
ペ

オ
ッ
ペ
ケ
ペ
ッ
ポ
ー

p.175

p.170,171

p.168

p.153

演説会に
警官がいるのは，
なぜかな。

民
み ん

撰
せ ん

議
ぎ

院
い ん

を開設せよ  ▶自
じ

由
ゆう

民
みん

権
けん

運
うん

動
どう

と政
せい

党
とう

の誕生14
国会の開設を目ざして，民権派や政府はどのような活動を展開したのでしょうか。学習課題

世紀▶ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Ａ
Ｄ

Ｂ
Ｃ

縄文 古墳 平安飛鳥 南北朝 戦国 明
治 昭和大
正奈良 鎌倉 江戸 平成室町弥生 安土

桃山
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公民の窓
　第一次世界大戦後，深刻な経済不

ふ
況
きょう

に直面していたドイツでは，一部の
国民の熱狂的な支持を受けた，ナチ党の指導者ヒトラーによる独裁政権が
生まれました。ワイマール憲法という最も先進的といわれる憲法をもって
いたドイツでしたが，独裁者の出現は防げませんでした。
　政権を獲

かく
得
とく

したヒトラーは，その後，授権法（法律を定める権利を議会

ヒトラーの独裁政権

　1863年に当時のアメリカ大統領だったリンカンは，南北
戦争の激戦地だったペンシルベニア州のゲティスバーグで，
多くの人々を前に民主政治の意味について語りました。

から政府に移すことを認めた法律）によっ
て憲法を実質的に停止して，全権力を手に
入れました。そして多くの反対派やユダヤ
人を迫

はく
害
がい

する政策が推し進められ，国民の
自由は奪

うば
われていきました。やがて始めら

れた対外的な侵略戦争が，第二次世界大戦
の開戦へとつながっていったのです。

政治家が
国民の声を
よく聞く
25.8％

国民が
国の政策に
関心をもつ
23.4

国民が
選挙の時に
自覚して
投票する
16.0

政府が世論を
よく聞く
15.3

国民が
参加できる
場を広げる
12.2

マスコミが国民の意見を
よく伝える5.1

その他2.2

民主主義とはどのような考え方
か，本文中から抜き出して確か

めよう。

民主政治では，物事をどのよう
に決めるのだろうか。その際の

注意点も含めて説明しよう。見 考

表現

確認

軍事パレードを見るヒトラー
（写真右

みぎ
端
はし

：1937年 ドイツ）

6   古代 
ポリスの 
民会の 
様子を 
描いた絵

人口の少ないスイスの一部の州では，現在でも市民が広
場に集まって，挙手で物事を決めています。

5　 スイスの直接民主制（2013年）

7  投票方法の違いによる集計結果の差
どちらがより多くの投票者の意見を反映して

いると考えられるだろうか。見 考

Q

A B C D
1 ◎
2 ◎
3 ◎

➡候補Aが選出された。

【単純多数決】◎：投票

➡候補Bが選出された。

A B C D
1 ◎ 〇 △ ×
2 ◎ 〇 △ ×
3 × ◎ 〇 △

【総得点方式】◎：３点 〇：２点 △：１点 ×：０点

6点 7点 4点 1点

4   国の政治に国民の声を 
反映させるにはどうすべきか

1 日本では，間接民主制が基本です。
一方で，憲法改正は両院の発議により
ますが，最終的な決定は国民投票によ
ります（←ｐ.45）。また，最高裁判所
の裁判官の国民審査も，国会を通さず
に行います（ｐ.105,113→）。このよ
うに，場合によっては直接民主制が採
用されています。

2 多数決にもさまざまな方法があります。
過半数を得た方に決める「単純多数決」や，
３分の２や４分の３など，より大きな多数派
形成を求める「特別多数決」などがあります。

3   演説する 
リンカン大統領

1   自由民権運動の演説会 
（東京大学明治新聞雑誌文庫蔵）

1 の絵と違うところはどこだろう。Q
2  選挙の街頭演説（2017年 東京都）

（2018年 内閣府世論調査）

リンカンの演説に出てくる
「人民」とは，誰のことを
言っているのかな。

関連 小学校  近代国家を目ざして（６年）／ 歴史  古代の世界，近代の幕明けほか

これを，直接民主制といいます。一方で，一定以上の規模の社会で

は，すべての国民が集まることは困難です。そこで，まず自分たち

の考えを代表する人を選び，代表者が議会に集まってさまざまな決

定を行うようになりました。これを間接民主制，または議会制民主

主義（代議制）といいます。日本も含め，現代の多くの民主主義国家

では間接民主制が採用されていますが，近年では地域づくりなど，

地方自治の場で直接民主制を目ざす動きも強まっています。

人々が集まって，一つの結論を出さなければなら

ないとき，どのような方法があるでしょうか。全

会一
いっ

致
ち

ができれば良いのですが，どうしても意見が一致しない場合

に採用されるのが，多数決です。すべての人が平等である以上，よ

り多くの人が納得する妥
だ

当
とう

な方法といえます。しかし，多数決によ

る決定がいつも正しいとは限りません。決定の前には，さまざまな

意見を尊重して十分に話し合う必要があります。もちろん最終的な

決定には，すべての人を従わせる強制力（政治権力）があるので，反

対意見や少数意見の人も従わなければなりません。一方で，多数決

によって少数意見の人の権利が否定される危険性には，特に注意す

る必要があります。「精神活動の自由」をはじめとする基本的人権

は，多数決でも否定することができません。多数決によって決める

べきことと，多数決にはなじまないことの区別が大切です。

1 5

1 52

p.117

2

p.27

7

多数決と
民主政治

私たちは，より良い人生を生きるために，自分の

ことを自分自身で決める自由と権利をもっていま

す。同時に，私たちは社会の一員として，さまざまな人々とともに

暮らしています。そのため，自分のことを自分自身で決めるとすれ

ば，私たちのことは私たち自身で決めなければなりません。つまり，

社会をつくるすべての人々に関わることについては，その社会を構

成する人々自身が決定する必要があります。こうした考え方を，民

主主義といいます。

　民主主義では，多様な人々の考え方や利害の違いを調整しなけれ

ばなりません。そうした調整の全体を政治といい，社会の多くの

人々が参加して行う政治を，民主政治といいます。これに対して，

一人，あるいはごく少数の人が，一方的にすべてのことを決定する

政治を，独裁政治といいます。

民主主義という言葉が生まれたのは，古代ギリシ

アの都市国家（ポリス）です。そこで人々は広場に

集まって集会（民会）を開き，互いに議論を交
か

わしました。人々は自

ら政治に参加し，納得したうえで物事を決定しようとしたのです。

3

4

6

民主政治で
決めること

人々が
参加する政治

…government of the people,
by the people, for the people…

「人民の 人民による 人民のための政治」

p.44

p.42

p.54

SDGs 16 平和

民主政治ってなんだろう  ▶民主主義と多数決1
民主政治では，何をどのように決めるのでしょうか。学習課題

民
主
政
治
と
日
本
の
政
治

節
1

民
主
政
治
が
よ
り
よ
く
運
営
さ
れ
る
た
め
に
は
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
か
。
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◦第 2 章　日本の特色と地域区分

総人口
1億2771万人

（2018年）
東京圏
28.6%

大阪圏
14.4

その他
48.0

名古屋圏 9.0

0 50 100％

　東京圏：東京都，埼玉県，千葉県，神奈川県
　大阪圏：大阪府，京都府，兵庫県，奈良県
名古屋圏：愛知県，岐阜県，三重県

3  東京圏･大阪圏への人口移動

2  三大都市圏
けん

への人口集中

1  日本の人口密
みつ

度
ど

の分布

1000人以上
　300人～1000人未満
　100人～　300人未満
　100人未満

1km2当たり人口

※北方領土はデータなし

政令指定都市（2019年3月） （2015年　国勢調査ほか）

0 400km

さいたま市

東京23区（特別区）

p162-1_190208.ai

札幌市
さっぽろ

新潟市
にいがた

仙台市
せんだい

千葉市
ち ば

川崎市
かわさき

横浜市
よこはま

相模原市
さがみはら

静岡市
しずおか

浜松市
はままつ

大阪市
おおさか

堺市
さかい

岡山市
おかやま

熊本市
くまもと

福岡市
ふくおか

北九州市
きたきゅうしゅう

広島市
ひろしま

神戸市
こう べ

京都市
きょう と

名古屋市
な ご や

3.2 11.9

0.5 6.5

0.5 6.6

2.6 6.8

2.7 2.4

1.4
1.2

1.3
8.2

2.6

5.9

0.4 3.0
北海道から
ほっかいどう
北海道から
ほっかいどう

東北から
とうほく
東北から
とうほく

北関東から
きたかんとう
北関東から
きたかんとう

東京圏から
とうきょうけん
東京圏から
とうきょうけん

大阪圏から
おおさかけん
大阪圏から
おおさかけん

中部から
ちゅう ぶ
中部から
ちゅう ぶ

中国から
ちゅうごく
中国から
ちゅうごく

九州・沖縄から
きゅうしゅう　 おきなわ
九州・沖縄から
きゅうしゅう　 おきなわ

四国から
し こく
四国から
し こく

三重・滋賀
和歌山から

み　え　 し　が

わ　か やま
三重・滋賀
和歌山から

み　え　 し　が

わ　か やま

1万
東京圏

（東京都，埼玉県，
千葉県，神奈川県）
大阪圏

（大阪府，京都府，
兵庫県，奈良県）

5万 10万人
N

（2018年
『住民基本台帳人口移動報告』）

400km0

P162-3

（2018年 総務省資料）

162ページの資料 1をみると，世界の人口分布

にはかたよりがあることがわかります。こうし

た分布は，その地域の地形や気候などの自
し

然
ぜん

環
かん

境
きょう

，人々を取り巻

く食料生産，社会や経済の情勢など，さまざまな条件により生じ

たものです。世界の国々と比
ひ

較
かく

すると，日本は人口密度の高い国

となっています。

日本国内でも人口分布にはかたよりがみられま

す。平野・盆
ぼん

地
ち

には人口が多く，特に東京，大
おお

阪
さか

，名
な

古
ご

屋
や

の三大都市圏
けん

だけで，日本の総人口の半数を占
し

めてい

ます。人口分布のかたよりは，主に人口の移動によるものです。

1960年代以降の高度経済成長期には，多くの若い世代が仕事を

求めて，農村や山村，離
り

島
とう

などから大都市圏へと移り住みました。

その結果，三大都市圏や，札
さっ

幌
ぽろ

，仙
せん

台
だい

，広
ひろ

島
しま

，福
ふく

岡
おか

などといった

地方中
ちゅう

枢
すう

都市の人口が大
おお

幅
はば

に増えていきました。

人口が流出した農村では，著
いちじる

しい人口減少によ

り地域社会の維
い

持
じ

に支障が出てくる過疎が問題

1

2 3

人口分布の
かたより

都市への
人口移動

人口が減っていく
地域での問題

日本の中でも，人口密度が
低いところはどんなところだろう。

人口分布のかたよりがもたらす問題  ▶過
か

疎
そ

地
ち

域
いき

と過
か

密
みつ

地域8
人口の分布にはどのようなかたよりがみられ，そこからどのような問題が起きているのでしょうか。学習課題

121120
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◦第３章　私たちの暮らしと民主政治 ２.三権１.政治 ３.地方

市民 外国人市民（約4万人）

施策の反映に取り組む
施策を担当する局 市議会

市長

会議　提言への取り組みについて協議

施策反映

外国人市民代表者会議
選考

報告

年１回の年次報告

応募
おう ぼ

●代表者26人以内　●任期：2年
●テーマごとに調査・審議を行い提言としてまとめる

しん ぎ

取組状況
を報告

じょうきょうとりくみ

0 10 20 30 40 50％

複数回答・上位6位（2014年 内閣府世論調査）

福祉，医療の充実

雇用を生み出す
新産業の創出

防犯，防災対策の
充実

ふく じつし い りょう じゅう

こ よう

かんきょう き ぎょうゆう ち

人材を育成するため
の教育の充実

中心市街地の
活性化

生活環境や企業誘致
などの産業振興の

基盤整備

45.5％

42.6

37.7

28.4

37.2

30.0

1   都道府県別の人口の増減率と各地のさまざまな取り組み

在日外国人の声を
政治に反映させる
ために，1996年
から設けられてい
ます。2008年に
は，外国人も投票
ができる「住民投
票条例」が，この
会議からの提言も
きっかけとなって
成立しました。

4  神
か

奈
な

川
がわ

県川
かわ

崎
さき

市の「外国人市民代表者会議」のしくみ

5   外国人市民代表者会議による会見 
（2011年 神奈川県川崎市）

1 これまで地域の町内会や自治会を通して，
住民と地方自治体は協力してきましたが，近
年，町内会への加入率の低下や，役員のなり
手不足が課題になっています（ｐ.177→）。

期限内に合併すれば国からの財政支援を強化する，
「合併特例法」の改正・施

し

行
こう

（2000年）の後，合併
の動きが進みました。

2  合
がっ

併
ぺい

による市町村数の変化
（総務省）

＊各年とも
３月末の数値

663

777

786 757

846

1994 577
198

184
1727

3234

1821

市 町 村

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

1995年

2006年

2010年

（2016年 福
ふく

島
しま

県矢祭町）
合併による支

し

援
えん

には頼らず，日ごろからこまめに節
電するなど，知

ち

恵
え

と工夫で財政改革を進めています。

3  合併しないことを選んだ矢
や

祭
まつり

町の役場内

6   地域が活性化するために 
住民が期待する政策

（2017年　総務省統計局）

0.0％以上
－0.6 ～ 0.0％未満
－0.9 ～ 0.6％未満
－0.9％未満

人口の増加率

０ 300km

にいがた あわしまうら
新潟県粟島浦村
「学び」の産業化を目ざし，島
外の小中学生を「粟島しおかぜ
留学生」として受け入れ，独自
の教育プログラムを提供。

ほっかいどう
北海道ニセコ町
自治体とNPOが一体となっ
て，環境や景観の保全に取り
組む。観光でも国際的なスキ
ーリゾート地へと事業を展開。

かんきょう

いわ て とお の
岩手県遠野市
移住や定住を応援する市民と自治体によ
る組織「で・くらす遠野」を中心に，さま
ざまな情報やサービスを積極的に提供。

おうえん

いばら き おおあらい
茨城県大洗町
地元企業や商店街が一体となって，町の特産品と人気
アニメの連携を推進し，観光名所として地域を活性化。

き ぎょう

とくしま かみやま
徳島県神山町
光ファイバー通信網を設置
した山間の古民家を，企業
のオフィスやアトリエなど
に格安で貸し出す「神山プ
ロジェクト」で活性化。

もう
こう ち と さ
高知県土佐町
小規模で森林を育て管理する「自伐型林業」
を推進し，他地域からの移住者が林業を学び
生活できる支援体制を整備（p.185→）。

じ ばつがた

おおいた ぶん ご たか だ
大分県豊後高田市
昭和30年代の商店街を
再現した「昭和の町」で独
自の魅力発信に取り組み，
移住者を積極的に受け入
れて協働する事業を実施。

じっ し

あき た おおだて
秋田県大館市
天然記念物の「秋田犬」を観光大
使にし，北秋田市，小坂町，上
小阿仁村と連携してインバウン
ド（訪日旅行）で交流人口を増加。

れんけい

こ さか かみ

こ あ に

み かりょく

しんせん

しんこう

れいとう

ぎょかい

しま ね あ ま
島根県海士町
地元高校の魅力化を進め，「島留
学」で生徒数を増加。また，魚介
の新鮮さを保つ高度な冷凍技術の
開発などによる産業の振興。

れんけい

課題の解決を目ざす，住民と行
政との協力的な関係をなんとい

うか，書き出そう。

これからの地域社会において，
自分と異なる言語や文化をもつ

人たちとともに活動する際，自分に何が
できるか考えてみよう。見 考

表現

確認

これから
地域社会と，
どう関わって
いけばよいのかな。

近年，日本では少子高
こう

齢
れい

化
か

と人口減少が進行し，

医
い

療
りょう

や介
かい

護
ご

，福
ふく

祉
し

や子育て支
し

援
えん

の分野で新たなサ

ービスの拡充が求められています。また，一人暮らしをする人や高

齢者夫婦の世帯が増えるなど，家族の関係やあり方も変わってきて

います。人々の働き方にも，大きな変化がみられるようになりまし

た。そのため，行政の責任や地域社会に期待される役割も変化して

いて，さらに，地方分権によって地方自治体の仕事は一段と増えて

います。地方自治体の体制の強化が求められていますが，地方経済

の停滞は財源の確保を難しくしています。

　こうしたなかで，2000年代には，近
きん

隣
りん

の市町村どうしが合
がっ

併
ぺい

す

る，市町村合併が進められました。合併には，地方自治体の規模を

大きくし，仕事を効率良くすることが期待されます。一方で，住民

の声が届きにくくなったり，地域の独自性が薄れたりする心配もあ

ります。また，市町村合併がもたらす効果に関わりなく，長期的な

人口減少の動向は，地域社会のあり方にさらなる課題をもたらして

います。

1

2

3

地域の人々の
課題の解決へ

関連 小学校  暮らしを支える政治（６年）／ 地理  日本の地域構成 SDGs 11 持続可能な都市

住民は，地域の課題に対して，積極的に行動する

こともあります。地方自治体が独自に進める公共

事業・公共施
し

設
せつ

に対しては，それに反対する住民運動が起こること

があり，行政の無
む

駄
だ

づかいを監
かん

視
し

し，情報公開を迫る運動なども行

われます。また，自然保護，リサイクル，障がい者や高齢者福祉，

外国人や女性，子どもの人権問題，災害復興支援など，さまざまな

分野で住民のボランティア活動が行われています。さらに，地方自

治体の条例の制定や計画の策定などの場面では，住民も参加して重

要な役割を果たすようになってきています。こうした場合に，

NPO（非営利組織）などのさまざまな住民団体が，行政と協働して

課題の解決に取り組むことも増えてきました。

地域社会には，さまざまな人々が暮らしていま

す。しかし，そこで私たちは，けっして孤
こ

立
りつ

して

存在しているわけではありません。多くの人がお互いに理解し合い，

支え合うことが大切です。そのうえで，一人一人の暮らしの課題や

利害の対立の解決を目ざしていくことが重要です。

　特に近年では，外国人労働者やその家族，留学生など，多様な言

語や文化をもつ人々と，地域でともに暮らすことが多くなってきて

います。世界に開かれた視点を常にもちながら，地域という足元か

ら行動する，「地球規模で考え，地域で行動する」姿勢が，私たち

に求められているのです。

4 5

1

6

住民参加と協働

これからの
地域社会

変わりゆく地域社会  ▶これからの地方自治4
地域社会が抱える課題に対し，私たちは何をすることができるでしょうか。学習課題

143142 ◦第１章　地域調査の方法を学ぼう

5

地理の窓 災害図上訓練で地域を知る
　地図を使って防災対策を考えることを，災害図上訓練といいます。地
域で災害が起きた時の被害状況や住民の構成などの条件を想定して，参
加者が議論しながらさまざまな情報を地図に書き込みます。議論するこ
とで，実際の避難や困難なことなどを具体的にイメージすることができ，
身近な地域の様子をあらためて知ることができます。 6   学校での災害図上訓練の様子

水防活動に必要な杭
くい

や土
ど

のう袋
ぶくろ

，ボートやポンプな
どの資材が保管されています。

5  堤防道路沿いにある水防倉庫を調べる

4   地域のハザードマップ

1  洗
あらい

堰
ぜき

の解説板を調べる 2   堤
てい

防
ぼう

を低くした場所

◆�私たち「自然・環
か ん

境
きょう

」班は，昔，地域で起きた水害を伝える石碑

をもとに，防災対策について調べました。まず，洗堰の堤防に行

きました。ここは，庄
しょう

内
な い

川
が わ

が増水した時，あふれた水を新
し ん

川
か わ

に分

散して流すために，堤防の高さをわざと低くしてあります。江戸

時代につくられた洗堰は修理を加えながら，遊水地である庄
しょう

内
な い

緑
りょく

地
ち

とともに，地域を水害から守っています。

◆�市の消防局を訪ねて，災害対策について聞きました。市内には

260ほどの消防団や，町内会などでつくる自主防災組織も

5000団体ほどあります。また，水
す い

防
ぼ う

倉
そ う

庫
こ

を設置したり，水防訓

練や災
さ い

害
が い

図
ず

上
じょう

訓
く ん

練
れ ん

に取り組んだりしているとのことでした。

地域調査の手引き 5

【聞き取り調査】
①質問内容を整理して，調査票をつくる
・�調査テーマに沿って，５W１H（いつ，どこで，だ
れが，何を，なぜ，どのように）を書き出しておく。

③ 聞き取りを行う
・�話の内容を記録する。許可を得てから，聞き取
りの様子の写真や動画を撮影しておくとよい。

④ 調査の結果を報告する
・�聞き取りをどのようにまとめたのか，お礼の手
紙とともに出す。

・�聞き取り先は，市役所の関係する部
ぶ

署
しょ

や観光協
会，同業者でつくる組合などに問い合わせる。
・�電子メールや手紙で調査の目的や主な質問内容，
入手したい資料や統計などを伝えてから，電話
をすると話がスムーズになる。

② 聞き取り先を探して，連絡を取る

3   石
せき

碑
ひ

を調べる
1883年の洗堰改修工事
を伝える石碑です。

自動車が坂を下り，その後上っています。

図中の資料番号は，各写真の位置を示しています。

市では，浸
しん

水
すい

が予想される地域や水深，
避
ひ

難
なん

所
じょ

の位置などを示した
ハザードマップをつくっています。
マップを知ることで，ふだんから
水害に備えることができるね。

身近な地域に
「洗堰」があります。
ここは川の堤防なのに，
なぜ低くなっているのか，
調べてみることにしました。

次に，班別による現地調査に出かけましょう。

事前にまとめた調査内容と調査方法に沿って，

観察や聞き取りを行います。知りたいことをはっきりさせて，自

分たちの仮
か

説
せつ

を立てておくことが大切です。

調査でわかったことや集めた資料をもとに，自

分たちの仮説が正しいかどうかを話し合って，

検証します。その検証の中で，地域の課題が明らかになったら，

それを解決するにはどのような取り組みが必要か，話し合ってみ

ましょう。また，事実にもとづいて地域の将来について考え，自

分たちの考えや提案などとして，まとめていきましょう。

現地を訪ねて

仮説を検証し，
地域を見つめ直す

1
23

5

地域の防災について調べる  ▶現地での調査5
地域で発生した自然災害と対策について調べよう。学習課題

161160 ◦第２章　日本の特色と地域区分

5

10

5

10

地理の窓
　岩

いわ
手
て

県釜石東中学校では，以前から津波防災教育に取り組んできました。
東日本大震災の時には，自分の命を守る，過去の津波災害の歴史や教訓に
学ぶ，助けられる人から助ける人になる，という意識に基づく行動が注目
されました。中学生が年下の保育園児や小学生を手助けしながら避

ひ
難
なん

する
姿
すがた

を見て，避難行動を始める地域の大人もいたそうです。このことは防災
学習によってつちかわれた地域社会や関係機関との連

れん
携
けい

が，実際の災害発
生時に生かせることを物語っています。

釜
かま

石
いし

の津波防災教育の取り組みに学ぼう

2  被
ひ

災
さい

した地域を支
し

援
えん

する公的なしくみ

身近な地域のハザードマップを入
手して，どんな災害を予測したも

のか確かめよう。

身近な地域で起きた災害を一つ選
び，その記録を参考にして今後必

要な対策をまとめよう。

表現

確認

5   西日本豪雨の被災地で， 
浴場を無料開放した自衛隊の 
護
ご

衛
えい

艦
かん

を訪
おとず

れる人 （々2018年７月 広
ひろ

島
しま

県呉
くれ

市）

4   熊
くま

本
もと

地震の被災地で，日本人とともに 
カレーをふるまうネパール人のボランティア 

（2016年４月 熊本県益
まし

城
き

町
まち

）

2000年の有珠山噴
ふん

火
か

を受けて，有珠山周辺の四つの市
や町と共同で作成しました。

3  有
う

珠
す

山
ざん

火山防災マップ

被災した市町村 他の
都道府県他の市町村

日本赤十字
警察，消防，
水道，電気，
ガス，鉄道，
など

国

都道府県

自衛隊応援要請
救助・支援

せいようえんおう

（内閣府ほか）

被災地

報告・
協議

支援・
調整

助言
必要な
業務の委託

いたく

派遣要請
はけん

被害状況の
報告

じょうきょう

・避難所の開設
・水や食料，生活に
必要なものの提供

ていきょう

・救助活動
・医療活動
・障害物の除去

じょ

い りょう

きょ

少しでも被害を
減らすために
どんな取り組みが
必要なのかな。

関連 地理  （p.179，277）ハザードマップ

1  横
よこ

須
す

賀
か

市で作成した津
つ

波
なみ

ハザードマップ

久里浜駅

多くの県や市町村では，ハザードマップとよば

れる災害時の被
ひ

害
がい

予測を示した地図を作成して

います。災害の対象は，洪
こう

水
ずい

や地
じ

震
しん

，津
つ

波
なみ

，火山災害などです。

自然災害の発生は，人の力で完全におさえることはできないため，

できる限り被害を減らすという減災の考え方に基
もと

づき作成されて

います。2011年の東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

で被災した太平洋に面した地域

では，過去に何度も津波による被害を受けてきました。そのため，

巨
きょ

大
だい

な防
ぼう

波
は

堤
てい

が築かれていましたが，大震災では予測を上回る高

さの津波が防波堤を乗り越
こ

えました。災害時には，予測以上の被

害が生じることも覚えておく必要があります。

1

3
災害予測の

大切さ

二度の大きな揺
ゆ

れに見まわれた熊
くま

本
もと

地
じ

震
しん

（2016年４月）や，西
にし

日
に

本
ほん

豪
ごう

雨
う

（2018年７月）

で被災した地域では，被災者を支援するために全国から消防や警

察，自衛隊などが集まり，被災者の捜
そう

索
さく

や救助，がれきの撤
てっ

去
きょ

に

あたりました。医
い

療
りょう

活動や心のケアも含
ふく

め，国内外からのさまざ

まなNPO団体やボランティアが連
れん

携
けい

しながら支援活動を行いま

した。自然災害から身を守るためには，国や都道府県などの防災

の取り組み（公助）だけでなく，同じ地域に暮らす人々が進んで助

け合う（共助）ことや，災害時には自分自身の身は自分で守る（自

助）力を高めていく必要があります。2016年10月，熊本市は防

災･減災に向け，震災復興計画をつくりました。

4 5

2

災害への
支
し

援
え ん

と復興

　横
よこ

須
す

賀
か

市では気
き

象
しょう

庁
ちょう

の発表による津
つ

波
なみ

情報の区分に基
もと

づき浸
しん

水
すい

予
よ

測
そく

地図を作成していま
す。これをもとに，市では防災計画を立て，電柱や建物の壁

かべ

に海
かい

抜
ばつ

（海面から測った陸地
の高さ）や避

ひ

難
なん

場所を示したプレートを貼
は

るなど，減災のための社会づくりに努めています。

み こう解読
1 JR久

く
里
り

浜
はま

駅の浸
しん

水
すい

予想区
く

域
いき

ランクを答えよう。
2 資料 1 では，浸水区域は何に沿って広がっているといえるだろうか。

災害から身を守るために  ▶防災から減災へ6
災害から身を守るために，国や県，地

ち

域
いき

社会ではどのような努力がなされているのでしょうか。学習課題

239238 ◦第 6章　二度の世界大戦と日本◦ 3 節　恐慌から戦争へ関連 地理  公民  自然災害，防災 問い 二人の人物への評価は，現在までにどのように変化したのだろう。

�復興事業で建設された常
と き わ

盤小学校�
〈東京都中

ちゅう
央
おう
区：東京都立中央図書館蔵〉

バ ル ト 海

ベルリン

カウナス

ワルシャワ

ソビエト連邦

ド　イ　ツ

リトアニア

ラトビア

れんぽう

0 200km

第二次世界大戦前（1937年）の
ポーランドの領土

02歴_7_特設_人物06_im05.ai

日本領事館の前でビザの発行を求めるユダヤ人たち

�杉原千畝�
（1900～86）

リトアニアとその周辺の国 （々1940年）

　しかし，縮小されたとはいえ，後藤の立てた計画に基
もと

づく
復興事業は，各要所に配置された技術者たちによって実行さ
れます。
　都市における区画整理の実現，舗

ほ

装
そう

された広い街路と緑化，
優れたデザインの橋や運河の整備が進められました。また，
近代的な様式を取り入れた鉄筋コンクリート造りのアパート
や小学校が建設され，小学校の隣

りん

接
せつ

地には，災害時の避
ひ

難
なん

場
所ともなる小公園が設置されました。これらの復興事業によ
る都市機能の整備は，現在の東京のまちの原型となりました。
　こうした関東大震災後の復興事業は，その後，阪

はん

神
しん

・淡
あわ

路
じ

大震災後の復興事業でも参考にされるなど，災害復興の都市
計画のモデルとなりました。

現在につながる復興事業

　杉原は外交官なので，外務省の指示には従わなければなり
ませんが，杉原は，もし自分がビザを発行しなければ，ここ
に集まっている大勢のユダヤ人たちがどうなるか知っていま
した。そして，悩

なや

みぬいた末に，ビザを発行することを決断
しました。それから約1か月の間，杉原は，夜も徹

てっ

してビザ
を書き続けました。そのおかげで，ユダヤ人たちは，シベリ
アを経由して，敦

つる

賀
が

（福
ふく

井
い

県）から日本に入国し，神
こう

戸
べ

や横
よこ

浜
はま

からアメリカなどへ渡りました。こうして約6000人ものユ
ダヤ人の命が救われることになったのです。
　第二次世界大戦が終わって帰国した杉原は，外務省を辞

や

め
るように勧

すす

められました。理由は，カウナスで外務省の指示
に従わなかったからでした。

杉原の決断

　1940（昭
しょう

和
わ

15）年7月，リトアニアの都市カウナスの日本
領
りょう

事
じ

館
かん

前に，何百人もの人々が集まっていました。ドイツに
占
せん

領
りょう

されたポーランド（p.240→）から，命からがら逃
に

げてき
たユダヤ人たちでした。この人たちに残された方法は，シベ
リア鉄道でソ連を横切り，日本に渡

わた

ってアメリカなどへ逃げ
ることでした。そのためには，日本を通過してもよいことを
証明するビザ（査

さ

証
しょう

）が必要でした。
　そこで杉原千畝は，日本の外務省に，日本を通過するため
のビザを発行してよいか問い合わせました。外務省から電報
が来ると，杉原は食い入るように見つめました。そこにはこ
う書かれていました。「ユダヤ人たちは，日本からどこに行
こうとしているのか。その国の入国許可証がないかぎり，ビ
ザを発行してはならない。」杉原は，また電報を打ちました。
「今は，入国許可証はありませんが，日本に着くころまでに
は取れるでしょう。」
　しかし，外務省の返事は同じでした。そのころ日本は，ド
イツ・イタリアと軍事面で互

たが

いに協力する三国同盟
（p.242→）を結ぼうとしていたからでした。

ビザを求める人たち
　1923年９月１日午前11時58分，マグニチュード7.9の
大
おお

地
じ

震
しん

が関東地方を襲
おそ

いました。地震と火災により東京・神
か

奈
な

川
がわ

をはじめとする関東一円は大きな被
ひ

害
がい

を受けました。被
ひ

災
さい

した家屋は約37万戸，焼け出された市民は約340万人と
され，そのうち死者・行

ゆ く え

方不明者は10万人以上に達しまし
た。
　人々が途

と

方
ほう

に暮れるなか，帝都の復興計画にいち早く取り
組んだのが後藤新平です。後藤は，東京市長を務めていたと
きに，東京を細部にわたり調査し，「８億円の東京大改造計
画」を発表しました。大

おお

風
ぶ

呂
ろ

敷
しき

ともいわれたこの案が，その
後の「東京復興」の基

き

盤
ばん

となり，震災復興計画は早期に立案・
実行されました。
　震災翌日，山

やま

本
もと

権
ごん

兵
べ

衛
え

内閣の内
ない

務
む

大臣を引き受けた後藤は，
東京を元に戻

もど

す「復旧」ではなく，新たによりよい都市づく
りをする，東京の「復興」をしていかなければならないと考
えます。
　同年９月29日，帝都復興院総

そう

裁
さい

を兼
けん

任
にん

し，復興のための
基本方針として，①遷

せん

都
と

はしない，②復興費は30億円，③

関東大震災と後藤新平

欧
おう

米
べい

最新式の都市計画を採用する，④新都市計画実
じっ

施
し

のため
に地

じ

主
ぬし

に断固たる態度をとる，という４原則を策定し，早期
に発表することで人々に希望を与

あた

えました。こうした方針を
もとに，焼けた土地を買い上げ，広く大きな道路や公園をつ
くることで防災・防火に優

すぐ

れた都市づくりを目ざします。
　その後，歳

さい

入
にゅう

が減少するなかで復興院の予算は大
おお

幅
はば

に削
さく

減
げん

され，山本内閣の総辞職を受けて，後藤は復興計画の途
と

中
ちゅう

で
内閣を去ることとなりました。

震災復興の構想を練る後藤新平

後
ご

藤
と う

新
し ん

平
ぺ い

と杉
す ぎ

原
は ら

千
ち

畝
う ね

1923（大
たい

正
しょう

12）年に起こった関
かん

東
とう

大
だい

震
しん

災
さい

により，当時の東
とう

京
きょう

市
し

では，市の面積の約44%が焼
しょう

失
しつ

しました。そのような大災害から，当時帝
てい

都
と

とよばれた東京はどのように立ち直り，発展していったのでしょうか。東京の復興計画を立案した後藤新平に注目して，現在につながる
都市づくりについて探ってみましょう。

第二次世界大戦中，ヨーロッパのリトアニアという国で外交官を務めていた杉原千畝は，後藤新平らが創立した日
にち

露
ろ

協会学校で学んだ人物
です。後にリトアニアの切手には，杉原の肖

しょう
像
ぞう

が使われました。また，イスラエルには杉原の顕
けん

彰
しょう

碑
ひ

が建てられ，イスラエル政府から勲
くん

章
しょう

も授
じゅ

与
よ

されています。杉原が，なぜこのように外国から慕
した

われたのか，大戦中の行動から探ってみましょう。

歴史を探
さぐ

ろう
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１.平和 ２.課題

公民の窓
　日本では，使用済み核

かく
燃料（核のゴミ）を処理して，再び燃料として使用

する再処理計画の下
もと

で，原子力発電は進められてきました。しかし計画は
遅れていて，日本には核のゴミが増え続けています。燃料として利用でき
ない核のゴミは，安全に処分する必要があります。その処分場の候補地も
決まっていないなかで，原子力発電所の再稼

か
働
どう

は始まっています。将来の
世代のために，今をどうしたらよいのか，私たちは考える必要があります。

核のゴミはどこへ

　現在，世界各地で，自然を利用したさ
まざまな再生可能エネルギーによる発電
が進められています。これらは，化石燃
料にほとんど頼らずに，再生できる自然
を資源として発電できるので，環

かん

境
きょう

への
負担が小さいという利点があります。

火力 68.6 原子力
19.2

63.4 14.2 18.5

50.949.1

23.0 15.156.7

77.0

81.58.5

アメリカ
4兆3172億kWh

ドイツ
6469億kWh

デンマーク
289億kWh

カナダ
6709億kWh

フランス
5685億kWh

日本（2016年）
9941億kWh

日本（2010年）
1兆64億kWh 61.7 28.6

再生可能 5.9水力 6.3％

3.9

5.2

7.4 5.210.4

8.3

1.7

1.2

8.5

0 80604020 100％

原油（2017年）

ウラン（2016年）

石炭（2015年）

鉄鉱石（2015年）

天然ガス（2016年）

120年20 40 60 80 1000

年間生産量（または年間産出量）
確認埋蔵量※可採年数=

57.5年

105.4

60.7

54.1

70.4

再生可能エネルギーの種類と，
それぞれの特徴を確かめよう。

資源やエネルギーが必要となる
将来の世代のために，いま何が

できると考えられるか，意見を交
こう

換
かん

し合
ってみよう。見 考

表現

確認

9   主な先進国のエネルギー源別 
発電量の割合

日本の周辺海域に豊富に埋
蔵されているといわれてい
ますが，採掘には燃料や高
度な技術が必要です。

7   メタンハイドレート

2 原子力発電を将来的にゼロにすることを
決めた，ドイツの再生可能エネルギー政策で
は，技術開発によって，発電にかかる費用を
これまで以上に抑

お さ

えることが可能になったこ
とがわかりました。普

ふ

及
きゅう

や拡大に，大きな期
待が寄せられています。

小川に設けた小さな落差を利用して，発電する技術
の開発も進んでいます。地域住民どうしの協力で発
電施

し

設
せつ

を作って管理し，電気をつくっていく取り組
みもみられます。

10   小水力による発電（2015年 富
と

山
やま

県富山市）

2011年の東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

の際に，放出した大
量の放射性物質が，大気中や海などに広がる
など，深刻な事故が発生しました。周囲20
㎞圏

けん

内
ない

の住民が避
ひ

難
なん

生活を余
よ

儀
ぎ

なくされ，現
在も長期の避難をしている大勢の住民がいま
す。放射性物質から放出される放射線が，人
体や環境に及ぼす影

えい

響
きょう

への懸
け

念
ねん

は広がり，将
来の原子力政策に不安の声もあがっています。

8   事故後の福
ふく

島
しま

第一原子力発電所

1 「第５次エネルギー基本計画」（2018年）
では，原子力発電は，一定量の電力を安定的
に供給するベースロード電源として重要視さ
れ，2030年には国内発電量の20～22％に
するとしています。しかし古い設備が多く，
新規の増設なしでは達成できない状

じょう

況
きょう

です。

確
かく

認
にん

埋
まい

蔵
ぞう

量は，採
さい

掘
くつ

の技術や，採掘のためにあてら
れる資金によっても変化します。

6   主な鉱物資源の可採年数

1   太陽光発電（静
しず

岡
おか

県浜
はま

松
まつ

市）

＊長所：故障しにくい。どこでも可能。
＊短所：不安定。コストが高い。

2   風力発電（北
ほっ

海
かい

道
どう

稚
わっか

内
ない

市）

＊長所：工期が短い。雇
こ

用
よう

を生み出す。
＊短所：不安定。場所が限られる。

3   水力発電（富
と

山
やま

県中
なか

新
にい

川
かわ

郡立
たて

山
やま

町）

＊長所：小規模でも可能。安定的。
＊短所：大規模ダムが環

かん

境
きょう

破
は

壊
かい

にも。

4   バイオマス発電（高
こう

知
ち

県宿
すく

毛
も

市）

＊長所： 環境問題を解決。地域の活性化も。
＊短所： 穀

こく

物
もつ

など，燃料費の高
こう

騰
とう

を招く恐
おそ

れも。

5   地熱発電（大
おお

分
いた

県九
ここの

重
え

町）

＊長所： 小規模でも可能。コストを回収できる。
＊短所：導入時のコストが高い。場所が限られる。

（『オイル・アンド・ガスジャーナル誌』ほか）

（電気事業連合会ほか）※日本以外の国は2015年。

他にもどんな
エネルギーが
あるのかな。

私たちの毎日の暮らしは，大量の資源・エネルギ

ーの消費によって支えられています。その多くは，

石炭，石油，天然ガスなどの化石燃料です。化石燃料は埋
まい

蔵
ぞう

地や産

出地にかたよりがあり，可採年数（現在の採
さい

掘
くつ

技術で産出できる年

数）も限られています。一方で，新興国や途
と

上
じょう

国
こく

の工業化に伴
ともな

って，

化石燃料の消費量は急激に増加しています。また，化石燃料は経済

の重要な原動力ですが，使用や廃
はい

棄
き

の過程で，水質汚
お

濁
だく

，大気汚
お

染
せん

，

温暖化などを引き起こすこともあります。そのため，これらの資源

だけを限りなく使い続けることは困難です。こうしたなか，メタン

ハイドレートやレアメタル（希少金属）などの新たな資源の開発や，

省資源・省エネルギーの技術開発が進められています。

日本では，電気は主に水力発電，火力発電，原子

力発電によってつくられてきています。火力発電

で使われる石炭や石油，原子力発電で使われるウランなどの原料は，

国内での調達が難しく，海外からの輸入に頼ってきました。原子力

発電は，少量のウランから多くのエネルギーを得ることができ，発

6

7

限りある資源

原子力発電と
事故の影

え い

響
きょう

電の際の二酸化炭素の発生量が少ないので，温暖化防止対策への期

待も寄せられ，総発電量の約３割を占めるまでに拡大しました。し

かし，2011年３月に発生した東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

に伴
ともな

う福
ふく

島
しま

第一原子力

発電所（原発）の事故により，これまでの電力政策のあり方が大きく

見直されるようになりました。

原発事故をきっかけに，安全で持続可能な再生可

能エネルギー（太陽光，風力，波力，地熱，バイ

オマス，水力）を基盤とした社会を目ざす試みが，世界でも広がっ

ています。開発費用や電力供給の安定性の面で課題もありますが，

日本でも利用を広げながら生産コストを下げていく努力が進められ

ています。しかし，効率性を追求しすぎて大規模化を進めると，近
きん

隣
りん

住民の暮らしや生物の生息環
かん

境
きょう

をおびやかすことにもなります。

地域で使う分だけのエネルギーをつくるという発想も，大切です。

　原子力発電が導入された1960年代から，事故による被
ひ

害
がい

や放射

性廃棄物の処理については，多くの不安や懸
け

念
ねん

がありました。それ

らが現実となった今こそ，改めて科学技術のあり方や社会のしくみ

を見直し，震災や原発事故の経験をふまえていく努力が大切です。

8 1

1 2 5

4 3

9 2

10

新しいエネルギー
とこれから

SDGs 7 エネルギー／ 12 持続可能な消費と生産／ 14 海洋資源／ 15 陸上資源

p.259

p.221

関連
小学校  暮らしと電気（４年）・国土の自然（５年）／ 地理  世界と日本の資源・エネルギー／
家庭科  環境に配慮した消費／ 理科  資源・エネルギー

これからの資源・エネルギー  ▶資源・エネルギーの問題6
資源・エネルギーを安全に持続可能な方法で利用していくためには，どうすればよいでしょうか。学習課題

225224 ◦第６章　二度の世界大戦と日本 ２節　大正デモクラシー

5

10

15

5

10

15

キーワードの例 政党政治，社会運動，普
ふ

通
つう

選挙法，文化の大
たい

衆
しゅう

化
か

歴史の窓
　1923年9月1日，関東地方を大

おお
地
じ
震
しん
が襲

おそ
い，東京・横

よこ
浜
はま
をはじめ，関東一円は地

震と火災による大きな被
ひ
害
がい
を受けました。被

ひ
災
さい
した家屋は約37万戸，死者・行

ゆ く え
方不

明者は10万人以上に達しました。混乱のなかで，「朝
ちょう
鮮
せん
人が暴動を起こす」などの流

りゅう

言
げん
が広がり，住民の組織した自

じ
警
けい
団
だん
や警察・軍隊によって，多くの朝鮮人や中

ちゅう
国
ごく
人が

殺害される事件が起こりました。また，社会主義者や労働運動家のなかにも，殺害さ
れた人がいました。関東大震災からの復興の過程で，鉄筋コンクリート造りの建物が
増えるなど，首都・東京の景観は大きく変わっていきました（p.238→）。

関
か ん

東
と う

大
だ い

震
し ん

災
さ い

7  関東大震災直後の東京・日
ひ

比
び

谷
や

1 大正の末から昭和の初めにかけて，キャラ
メルやミルクチョコレート，ドロップなどがあ
い次いで発売されました。

2 ロシア語で知識層を意味するインテリゲン
チアの略語です。

3 １日に100万部以上を発行する有力紙も
現れました。

4  家庭に普及したラジオ

1  大
たい

正
しょう

・昭
しょう

和
わ

初期の東
とう

京
きょう

駅前の様子（左）と，2  市電に乗務する女性の車
しゃ

掌
しょう

（右）

5  大正時代に発行された雑誌

6   芥
あくた

川
がわ

龍
りゅう

之
の

介
すけ

（左：1892～1927）と， 
小
こ

林
ばやし

多
た

喜
き

二
じ

（右：1903～33）

ガス・水道・電灯が普
ふ

及
きゅう

し始め，台所には，立ったま
ま調理ができる，立ち流しが備えられました。

3  「文化住宅」の台所（復元）　

大正時代の生活や文化の特色につ
いて，明治時代との違

ちが

いをあげな
がら説明しよう。

大正期に日本の社会が変化してい
った歴史の中で，特に重要だと考

えるできごとや言葉を，下の「キーワード
の例」も参考にして，p.220～225から一
つ選ぼう。また，その理由を説明しよう。

表現

２節を
とらえる

1931年には，聴
ちょう

取
しゅ

者
しゃ

が100万人をこえました。

4 洋装でおしゃれをした男女の若者たちは，
当時，モボ（モダンボーイ）・モガ（モダンガー
ル）とよばれました。

明
めい

治
じ

時代と比べて，
どのようなところが変わったかな。

大
たい

正
しょう

時代には，工場労働者や，役所・会社に勤

める給
きゅう

与
よ

生活者（サラリーマン）が増えたことで，

都市の人口が急増しました。タイピストやバスの車
しゃ

掌
しょう

，電話交
こう

換
かん

手
しゅ

などの職業に就
つ

く女性も増え，「職業婦人」とよばれました。

東京や大
おお

阪
さか

などの大都市では，住宅地が郊
こう

外
がい

に広がり，都心と鉄

道で結ばれました。市内の交通は，市電やバス・タクシーが中心

となり，東京では地下鉄も開通しました。

　都市化にともなって，衣食住の生活様式も西洋化が進みました。

男性に続いて女性にも洋服が普
ふ

及
きゅう

し，トンカツやカレーライスと

いった洋食や洋
よう

菓
が

子
し

も広まりました。郊外には，洋
よう

間
ま

を設けた「文

化住宅」が建てられました。こうした変化は，少しずつ農村へも

及
およ

んでいきました。

大正時代になると，中学校・高等学校・大学な

どが増設されました。進学率が高まり，「イン

テリ」とよばれた知識層が拡大するなかで，各種のメディアが発

達し，文化は大衆の間に広まっていきました。

　新聞は，戦争や災害などの報道を通じて，急速に発行部数を伸
の

ばしました。総合雑誌や女性・子ども向けの雑誌が次々と発行さ

2

1

1

3

2

3

都市の生活

文化の大
た い

衆
しゅう

化
か

れ，文庫本や1冊1円の文学全集も盛
さか

んに出版されました。

1925（大正14）年にラジオ放送が始まると，国内外のできごと

がすぐに全国に伝えられるようになりました。また，大衆の娯
ご

楽
らく

として，映画や歌
か

謡
よう

曲
きょく

，野球などのスポーツが人気を集めました。

映画やジャズなどの音楽を通じて，アメリカの大衆文化も流入し，

「モダン（近代）」という言葉が流行しました。

学問や文学・芸術にも，新たな傾
けい

向
こう

が表れまし

た。西洋と東洋の哲
てつ

学
がく

の融
ゆう

合
ごう

を試みて『善の研

究』を著
あらわ

した西
にし

田
だ

幾
き

多
た

郎
ろう

や，庶
しょ

民
みん

の生活や伝
でん

承
しょう

を研究し，民
みん

俗
ぞく

学
がく

を提唱した柳
やなぎ

田
た

国
くに

男
お

など，独創的な研究者が現れました。

　文学では，人
じん

道
どう

主義の理想をかかげる志
し

賀
が

直
なお

哉
や

らの白
しら

樺
かば

派
は

をは

じめ，谷
たに

崎
ざき

潤
じゅん

一
いち

郎
ろう

や芥
あくた

川
がわ

龍
りゅう

之
の

介
すけ

などの作品が，人々に親しまれま

した。労働者や農民の立場で社会問題を描
えが

く，小
こ

林
ばやし

多
た

喜
き

二
じ

らのプ

ロレタリア文学も生まれました。また美術では，洋画の岸
きし

田
だ

劉
りゅう

生
せい

，

音楽では，洋楽の山
やま

田
だ

耕
こう

筰
さく

らが活
かつ

躍
やく

しました。

5

4

4

6

6

新しい学問と
文学・芸術

モボ・モガの登場  ▶都市の発展と大
たい

衆
しゅう

文化8
大
たい

正
しょう

時代には，どのような生活や文化が広まったのでしょうか。学習課題

世紀▶ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Ａ
Ｄ

Ｂ
Ｃ

縄文 古墳 平安飛鳥 南北朝 戦国 明
治 昭和大
正奈良 鎌倉 江戸 平成室町弥生 安土

桃山

▲ p.22下◀︎ p.Ⅱ下

▲ 地理 p.164

▲ 歴史 p.26

▼ 歴史 p.178 p.84 ▶︎

▲ p.120

▼ 地理 p.142-143

▲ 地理 p.160-161

学びを広げる・つなげる・深める 
ための紙面・内容の工夫

３分野の学びを関連させ，社会をより深く理解することができる内容・構成
分野間の関連箇所を示すことで，各分野が異なる「見方・考え方」に基づいていることに気づかせ，さらに深い総合的な理
解へと導きます。同じ学習素材でも各分野の観点から学び，最後に社会科として総合して考えることで入試にも役立ちます。

3特色 1

中学校社会科3分野の連携
カリキュラム・マネジメントの視点からも，地理・歴史・公民の各分野の学びは単独ではなく，それらが一体となっ
た社会科の学びとしてとらえられます。毎時間ごとに，左ページ下に設けた「関連コーナー」では，３分野で連携が
図られ，多くの学習が公民につながっていることに生徒が気づき，本時の学習がより深まります。

３分野の視点から取り上げる「防災」
例えば，近年，特に関心が高まる防災の学習につ
いても，地理的分野では，「地域調査の方法を学
ぼう」や「災害から身を守るために」など豊富に
扱い， 歴史的分野では，「関東大震災からの復興」
を現代につながる都市づくりと結びつけながら ,
多面的に扱います。
公民的分野 で は，「東日本大震災 から の 復興・
伝承」に取り組む中学生 の 姿（p.24）や，震災
と関連 づけて「これ からの 資源・エ ネル ギ ー」

（p.218-219）について考え，防災への意識やこ
れからのあり方を，公民的分野の視点で深めてい
くことができます。

歴史

地理
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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）607年に建て
られたとされる。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。

公民 ▲ p.24

▲ 歴史 p.238 ▲ 歴史 p.225

◀︎ p.218-219

特色 3  − 1  のポイント：３分野の連携／カリキュラム・マネジメント／防災 1514
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公
正
取
引
委
員
会

警
察
庁

個
人
情
報
保
護
委
員
会

消
費
者
庁

国
家
公
安
委
員
会

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁

特
許
庁

観
光
庁

気
象
庁

運
輸
安
全
委
員
会

海
上
保
安
庁

原
子
力
規
制
委
員
会

防
衛
装
備
庁

公
害
等
調
整
委
員
会

消
防
庁

公
安
審
査
委
員
会

公
安
調
査
庁

林
野
庁

水
産
庁

国
税
庁

文
化
庁

ス
ポ
ー
ツ
庁

中
央
労
働
委
員
会

経
済
産
業
省

国
土
交
通
省

環

　境

　省

防

　衛

　省

総

　務

　省

法

　務

　省

農
林
水
産
省

財

　務

　省

文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省

外

　務

　省

内　閣会計検査院

宮内庁

人事院

内閣法制局
内閣府 国家安全保障会議内閣官房

復興庁

ぼうかん

中
小
企
業
庁

き
ぎ
ょ
う

金
融
庁

き
ん
ゆ
う

内閣信任・
不信任の決議

衆議院の解散

国政調査

過半数は国会議員国務大臣

内閣
総理
大臣

内閣（行政府） 国会（立法府）

衆議院
465人

参議院
248人

選挙
日本国民

国会議員の
なかから指名

連帯責任

任命・罷免
ひ めん

選挙選挙
アメリカ国民

各省の長官

大
統
領

大統領府（行政府） 連邦議会（立法府）

しん ぎ こくかん

大統領の弾劾

法案の可決

だん

きょ

かん り

ひ

がい

＊
教書の送付 れんぽう

＊大統領は教書によって，政策に必要な立法や
予算審議を要求・勧告する

法案の拒否
法案の再可決

高級官吏
（上級公務員）の
任命の同意

条約締結の
同意

議員以外から
任命・罷免

上院
100名

下院
435名

　東京都千代田区の霞
が関周辺は，江

え

戸
ど

時代
から政治の中心地でし
た。江戸城（現在の皇

こう

居
きょ

）を中心に並んでい
た有力大名の武家屋敷
を，明治の新政府がそ
のまま活用して主要機
関を置き，現在は国の
機関が集中する中央官
庁街となっています。

4  開
かい

催
さい

された閣議（2013年）

5  外国の首脳との会談（2018年）

3  ある日の内閣総理大臣の動き

7   大統領制（アメリカ）のしくみ
れ別個に選ばれていて，独立性が高くなっています。

議会と大統領はそれぞ6   議院内閣制（日本）のしくみ
なるので，国会と内閣が協力して政治を進めることができます。

与党の党首が内閣総理大臣に

1   国の機関が多く集まっている地域 
（東京都千

ち
代
よ
田
だ
区・霞

かすみ
が関

せき
周辺）

み こう解読
1二つのしくみ
を比べて，最も
大きく違うのは
どのような点だ
ろうか。
2行政府と立法
府の結びつきが
強い場合，どの
ような長所と短
所があるだろう
か。

1 国務大臣の中には府や省に属さない，
「無任所大臣」もいます。また，内閣府特命
担当大臣は，特定の分野を担当します。

2 司法権は独立しているとされていますが，
最高裁判所長官の指名，裁判官の任命も内閣
が行います。

行政権として憲法に定められて
いる内閣の仕事を，条文（ｐ.24 

2→）を読んで確認しよう。

日本の議院内閣制における，国
会と内閣の関係について，自分

の言葉で説明しよう。

表現

確認

8:01 官邸到着
8:06 官房副長官らと会談
9:30 閣議
9:55 国会到着

10:01 参議院本会議
11:14 官邸到着
12:34 外務省事務次官らと会談

13:10 外務省総合
外交政策局長らと会談

13:53 国会到着
14:02 衆議院本会議
16:20 官邸到着
16:21 報道各社のインタビュー

16:23 経済再生担当相，
内閣審議官らと会談

17:47 会場ホテル到着。皇族
の結婚晩さん会に出席

20:54 自宅到着

6財務省
7経済産業省
8外務省
9農林水産省

1最高裁判所
2国会議事堂
3総理大臣官

かん

邸
てい

4内閣府
5文部科学省

10厚
こう

生
せい

労働省・
　環

かん

境
きょう

省
11総務省
12法務省

2  国の行政のしくみ

国家公務員
一般職２名

国家公務員
一般職の
最高の地位

与党の
国会議員２名

よ

与党の
国会議員２名

国会議員や
民間人

文部科学審議官
しん かんぎ

事務次官

大臣政務官

副大臣

大臣

その他の一般職の公務員

8  行政機関の組織（文部科学省の場合）
大臣の仕事を，副大臣や大臣政務官が支

し

援
えん

します。

（2019年1月現在）

機関が
集中していると，
どんな利点が
あるのかな。

国会が決めた法律や予算に基づいて，実際に国の

仕事を行うことを行政といいます。行政の仕事全

体を指揮・監
かん

督
とく

するのが内閣で，内閣総理大臣（首相）と国務大臣で

構成されます。ほとんどの国務大臣は，各省の長として行政の仕事

を分担します。各省の大臣は省内を監督し，各省を代表して新しい

政策や法律案を準備します。内閣のさまざまな重要方針は，議長で

ある内閣総理大臣とすべての大臣が出席する閣議で決定します。

　内閣の具体的な仕事は，行政権として憲法に定められています。

内閣は，予算や法律案をつくって国会に提出します。また，成立し

た法律を実
じっ

施
し

するための政令を定めたり，外国と交
こう

渉
しょう

して条約を結

んだりもします。その他，天皇の国事行
こう

為
い

に助言や承
しょう

認
にん

を与えるこ

とも，内閣の大事な仕事です。

内閣総理大臣は国会議員の中から国会で指名され，

国務大臣の過半数は，国会議員から選ばれます。

さらに憲法では，衆議院と参議院の両院は，内閣の仕事について調

査を行えること（国政調査権），内閣はその仕事について，国会に対

3

1

4

2

5

行政と内閣の仕事

議院内閣制とは

関連 小学校  内閣のはたらき（６年）／ 地理  日本の地域構成

して連帯して責任を負うことなどが定められています。このように，

国会の信任に基づいて内閣がつくられ，内閣が国会に対して責任を

負うしくみを，議院内閣制といいます。

　内閣の仕事を信
しん

頼
らい

できなければ，衆議院は内閣不信任案を提出す

ることができます。内閣不信任案が可決されると，内閣は総辞職す

るか，10日以内に衆議院を解散するかを選びます。衆議院が解散

されると，衆議院議員選挙が行われ，選挙後の国会（特別会）で，新

しい内閣総理大臣が任命されます。

行政の仕事は，府・省・庁・委員会など多数の機

関に分担されています。議院内閣制のもとでは，

国会が指名した内閣総理大臣が，各省の大臣を任命するため，民主

主義の原則に沿った，国民による行政の監督が期待されています。

また，行政が一つの機関に集中して公正さが損
そこ

なわれないよう，内

閣や府省庁の仕事から，ある程度独立した権限をもつ機関もありま

す。例えば，公正取引委員会，中央労働委員会，人事院などがあり

ます。

　各行政機関で日常の仕事をになうのが一般職の公務員で，行政職

員ともいわれます。公務員には国家公務員と地方公務員があり，原

則として試験を通じて採用されます。特に大臣の仕事を補佐するよ

うな公務員は，官
かん

僚
りょう

とよばれることもあります。公務員の仕事ぶり

は，行政の質や量を左右するので，とても重要です。

6 7

1 2

8

さまざまな機関と
公務員

1

11

1210

9

8

2

6

7

5

4

3

p.98

p.242

p.98

p.96

p.257

行政をまとめる内閣  ▶内閣の仕事と議院内閣制3
内閣とは，どのようなしくみで仕事を行っているのでしょうか。学習課題

Ⅲ Ⅳ

◦ 公民で学んだり考えたりしたことの記録として，担当の先生の指示を念頭においたうえで，次のチェックポイントを意識
しながらノートをとろう。

　　  日付とテーマは書いてあるか。
　　  学習課題や関連する教科書のページは書いてあるか。
　　  先生が黒板に書いたこと（板書）をしっかり書き写せているか。
　　  先生の言葉や友達の発言，自分が感じたことも書けているか。
　　  授業の中で，最も気になったキーワードとその理由も書けているか。
　　  さらに自分で調べてみたいことや，疑問に思ったことが書けているか。

◦ ノートは，終章「私たちが未来の社会を築く」で，私の提案「自分を変える，社会を変える」をつくる際の重要な資料にもな
ります。公民の学習のゴールを見すえながら，世界に１冊しかないノートをつくりましょう。

◦公民の「教科書」をすみずみまで活用しよう。
・ 本文はもちろん，写真や図表，グラフ，側注などを丁

てい

寧
ねい

に読み取りましょう。
・ 表紙や口絵，もくじ，各章のとびら，巻末の学習資料，さくいんからもたくさんのことが学べます。

◦新聞やテレビ，インターネットなど多様なメディアの情報を十分に活用しよう。
・ 新聞やニュース番組，インターネットから得られる情報には，まさにいま生きている社会，動いている世界を知るため

の知識や，ものの見方・考え方のヒントがたくさんあります。
・ 多様な意見にふれ，その根

こん

拠
きょ

やデータを確かめましょう。
◦学校図書館や公共図書館の本や資料，情報を積極的に活用しよう。

・ 日
ひ

頃
ごろ

から，どこにどのような本が並んでいるのかを知っておくと便利です。
・ 「書物」という知的文化遺

い

産
さん

の中から，世の中を見る力を養いましょう。
◦学んだり考えたりする姿勢を自分で選

せん

択
たく

しよう。
・ 場合に応じて，一人で学ぶ，友達との対話から学ぶ，先生や親・その他の大人たちから学ぶ，などさまざまな方法を選

択することを心がけましょう。

〈公民の学習 全体のテーマ〉
私たちは，どのようにして持続可能な未来の社会を築くことができるのだろうか。

　公民の学習のテーマは，現在生じているすべての事柄です。
生きた知識や情報を学び得ることで，生きる意味をとらえ，
希望を抱き，自分なりの判断力を身につけていきましょう。

そして，公民の学習のゴールとして，10年後だけではなく，
20年後，30年後，さらに50年後の自分や地球の持続可能
な未来を想像・創造できるように，ともに学んでいきましょう。

公民の学習を始めよう

◦⼩学校で学んだこと
◦ 「地理」や「歴史」で

学んだこと
◦他教科で学んだこと

◦「地理」で
学んだこと

◦「歴史」で
学んだこと

◦  ⼩学校の社会科で 
学んだこと

〈ノートの例〉

❸

❶ ❷

❶「板書」を書く部分
授業ノートの基本部分。授業を
一つのストーリーと考えると，
ここが中心になる。

❷「解説」を書く部分
①の「板書」の部分に対応させ
ながら，先生が口頭で説明した
内容を書き加えていくスペース。
ストーリーに肉付けをして，筋
を通していく役割を果たす。

❸「疑問・考え」を書く部分
授業中に感じたことや疑問点を書いていくスペース。質問や復習の際のポ
イントにもなり，この部分を充

じゅう

実
じつ

させることで，ストーリーに深みが出る。

６／23（火）　18歳選挙権と私たち（p.88-89）
学習課題：「選挙にはどのような…………のでしょうか。」
１．選挙権の拡大
◆ 公職選挙法の改正 （1945年） （2016年）
　　　男25歳以上 ⇒ 男女20歳以上 ⇒ 男女18歳以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　 18歳選挙権の実現
・
・
まとめ

〈キーワード〉18歳選挙権，………，一票の格差
◎国民一人一人の声を……………考えていくことが重要。

18歳
さい

へ
経済の学習

◦第４章：私たちの暮らしと経済
「私たちの暮らしにおいて，経済活動はどのような意
味があるのだろうか」
◦第５章：安⼼して豊かに暮らせる社会

「私たちが安心して豊かに暮らしていくために必要な
ことは，どのようなことだろうか」

社会科のまとめ

◦ 終章：私たちが未来
の社会を築く

「私たちは，持続可能
な未来の社会を築くた
めに，何ができるのだ
ろうか」

政治の学習

◦第２章：個人を尊重する⽇本国憲法
「なぜ，個人を尊重することが大切にされるようになっ
たのだろうか」
◦第３章：私たちの暮らしと民主政治

「日本国憲法に基づいて行われているわが国の政治は，
どのようなしくみとはたらきをしているのだろうか」

現代社会の学習

◦ 第１章：私たちの暮らし
と現代社会

「私たちが生きている現代
社会とは，どのような社会
なのだろうか」

国際社会の学習

◦第６章：国際社会に⽣きる私たち
「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」

学びの記録としての「公民のノート」づくり公民で学ぶ主な内容と学習の見通し

公民で意識したい具体的な「学び方」
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5

・�視覚と聴覚に訴えるので，情報伝達力に優れ，インパ
クトが大きい。
・広い範

はん
囲
い
に，情報を同時に伝えることができる。

長
所

・�あるテーマや問題について，詳しい情報を得ることが
できる。

長
所

・情報の保存や取り出しに手間がかかる。
・�影

えい
響
きょう
力が大きいので，誤った情報やかたよりのある情

報でも，人々が信じてしまうおそれがある。

短
所 ・�発行から時間がたつにつれ，書かれている内容やデー

タが古くなっていく。
短
所

通常の朝刊や夕刊と
は異なり，通算の号
数には数えません。

�街の中で�
配られる号外�
（2018年��
大阪府大阪市）

�さまざまな雑誌や書
しょ

籍
せき

が並ぶ図書館（2016年�宮
みや
城
ぎ
県多

た
賀
が
城
じょう
市）

�オリンピック競技の�
テレビ中継に�
注目する人たち�
（2018年�東京都）

学習での活用法を考えてみよう 学習での活用法を考えてみよう

・�専門の記者が取材，執
しっ
筆
ぴつ
しているので情報が詳

しく，信頼性が高い。
長
所

・�情報伝達にやや時間がかかる。誤報があった場
合，訂

てい
正
せい
のお知らせにも時間がかかる。

短
所

学習での活用法を考えてみよう

　インターネットやスマートフォンが普
ふ

及
きゅう

していなかったころ

に比べ，情報を入手する手段は多様化しています。これからの

公民の学習においても，それぞれの長所と短所をふまえながら，

複数のメディアを活用していくことが必要です。

◆ネットニュース…インターネットの速報性を生かし，放送
局や新聞社などが，ウェブサイトやアプリを通じて配信する
ニュース

◆ソーシャルメディア…ブログやソーシャル・ネットワーキ
ング・サービス（SNS）など，インターネットを通じて多くの
人々が互いに情報を発信し合うメディア

・幅広く情報を収集しやすい。
・情報伝達のスピードが速い。
・�災害時でも比

ひ
較
かく
的つながりやすく，緊

きん
急
きゅう
時の情報の�

収集・発信に役立つ。

長
所

・情報がかたよっている場合がある。
・膨
ぼう
大
だい
な情報から選ぶ力が求められる。

・情報の出所や信
しん
頼
らい
性に注意する必要がある。

短
所

・�スマートフォンなどのモバイル端
たん
末
まつ
を持っていれば，重大なニュー

スをいつでも瞬
しゅん
時
じ
に知ることができる。

・�テーマ別に分類されたニュース一
いち
覧
らん
や，あるテーマに特化したニュ

ースサイトなどがあり，知りたいテーマに応じた情報収集がしやす
い。

・�速報性を優先するあまり，正確性が損なわれたり，内容の薄い記事
になったりする場合がある。
・�多くの人の興味をひく記事や，個人の関心に合わせた記事が優先的
に表示されるので，幅広い情報に触れにくくなるおそれがある。

・�マスメディアで取り上げられない情報が発信されていることがある。
・�住民に身近な，地域性の高い情報が発信されていることがある。

・�あいまいな情報や信頼性の低い情報を広めないよう，各自で注意す
る必要がある。

SNSを使って，避
ひ

難
なん

所などの情報発信をする震
しん

災
さい

対策訓
くん

練
れん

（2018年�熊
くま
本
もと
県熊本市）

ーネットで幅広く検
けん

索
さく

し，いくつかの資料や記事を概
がい

観
かん

し

てみることが大切です。その中から，各メディアの特色を

考
こう

慮
りょ

しつつ，必要な情報を選びましょう。

　どのメディアを使う場合でも，情報源は信
しん

頼
らい

性があるかどうかを慎
しん

重
ちょう

に確
かく

認
にん

する必要があります。情報の

真
しん

偽
ぎ

や意図を見きわめ，適切に選び取る力（メディアリテラシー）を身につけることが大切です。

　また，情報収集の過程では，必要な情報がすぐに見つからない場合もあります。まずは，図書館やインタ

◆「一覧性」…新聞＞テレビ
→�新聞の朝刊には，約20万字（新書で約２冊分）が印刷されています。
多くの記事を短時間で概観できることが，新聞の魅

み
力
りょく
の一つです。

◆「携
けい
帯
たい
性」…新聞＞テレビ

→�新聞は多くの情報量がありながら，朝刊でも約200g（薄い新書で
１冊分）と軽く，たためばコンパクトになり持ち運びしやすいです。
◆「保存性」…新聞＞テレビ
→�新聞は，必要な記事を切り抜いて保存することが簡単です。切り抜
き記事を整理しておけば，情報を取り出しやすくなります。
◆「速報性」…新聞＜テレビ
→�事故や事件の現場から中

ちゅう
継
けい
で伝えるなど，テレビは現在のできごと

をリアルタイムで伝えられます。一方，新聞でも，重大なできごと
が起きた場合には「号外」を発行し，人通りの多い場所で配ります。

特性ごとにメディアを比べてみよう　～新聞とテレビの例

（例）知りたいテーマ
に関する情報をたく
さん収集したいとき
に使う。

学習での活用法を
考えてみよう

にアプローチ ～メディアを活用しよう民公

長所

長所

短所

短所

各種メディアの特色を整理しよう

ふだんの生活の中で，
それぞれのメディアを
どんな場面で
使っているか思い出して，
長所と短所を考えてみよう。

実際にメディアから情報を読み取ってみよう！

インターネット

テレビ 雑誌・書籍

新聞

内閣府 総務省 法務省

農林水産省

外務省

防衛省

環境省

国土交通省

財務省

文部科学省

厚生労働省

かんきょう
国務大臣

内閣総理大臣

内　閣

経済産業省
けいざい

kenpo_zu05_180223.ai

234 ◦終章　私たちが未来の社会を築く

5

10

15

20

chyukoup234-2

①�個人の振り返りとしての作品づくり ②�３人一組（聞き手・話し手・記録者）
によるお互いのインタビュー

③�３人の「自分にとっての持続可能な
未来とは」を対話によって共有

インタビューを活用する

【インタビューの質問例】

『私の提案』作成ナビ

　インタビュー（interview）とは，「お
互い」（inter）に「見る」「調べる」（view）
という意味です。身体を使って呼びかけ
と応答をすることで，お互いの理解を深
めることにつながります。
　以下のような質問例をもとに，「私の
提案」についてインタビューを実

じっ
践
せん
して

みましょう。

6

◦�タイトルには，どんな思いが込められ
ているのか？
◦�なぜ，その地球の持続可能性を妨げる
課題を選んだのか？
◦�地球の持続可能性を妨げる課題と，
SDGsをどのように関連づけたのか？
◦�私の提案をつくる前と後で，もっとも
大きく変わったのはどのようなこと
か？
◦�持続可能な未来への希望をどのように
考えているか？

　私の提案「自分を変える，社会を変える」を発表したら，３人一組（聞き手・
話し手・記録者）になって，お互いにインタビューを行ってみよう。
（1）３人（聞き手・話し手・記録者）の役割
　�聞き手は話し手の作品を参考にして，その思いを引き出すように質問をし
てみよう。話し手は，作品に込めた思いを答えよう。記録者は，インタビ
ューの過程がわかるように，質問と答えを記録しよう。

（2）持続可能な未来に向けた対話
　�３人それぞれのインタビューが終わったら，「自分にとっての持続可能な
未来とは」について，さらに対話を深めてみよう。

《インタビューに挑戦》

1 �「未来への対話」の手順

「私」個人の振り返りのために作成した，私の提

案「自分を変える，社会を変える」を活用し，他

者と「未来への対話」を行うことができます。お互いへのインタビ

ューのかたちで，理解を深め合ってみましょう。こうした他者との

対話や交流を行う中で，自分が作成した提案に対するさまざまな意

見や感想を聞き，よりよい内容に改善していきましょう。

対話を通じて，お互いの共通点や相違点がわかり，

その中でまた新たな視点を発見したり，自分自身

の考えを見直したりすることもできるでしょう。考え方の違いを乗

り越え，他者との協働の機会を大切にすることで，持続可能な未来

への思いや行動をさらに広げ，歩み続けていくことができるのです。

「提案」について
対話や交流を行うこと

持続可能な未来への
思いや行動へ

持続可能な未来への対話  ▶対話によって未来を描こう3
私の提案「自分を変える，社会を変える」をもとに対話を行うと，さらにどのような未来を描くことができるでしょうか。学習課題

▲ p.218下

▲ p.6-7

▲ 小学6年 p.24

▲ p.234

▼ p.48下 ▲ p.100

◀︎ p.Ⅲ上

3 学びを広げる・つなげる・深めるための紙面・内容の工夫

小学校・中学校・高等学校の 
学びのつながりを意識した内容・構成

3分野とも，小学校社会の学習を振り返る部分を設けることで，小学校の社会科からの円滑な接続
を意識しています。高等学校へのつながりでは，中学校で身につけなければならない知識・技能
がそれぞれ確実に定着できることで，スムーズな接続を図る教科書になっています。

特色

2

小学社会から中学社会へ
の，よりスムーズな連携
巻頭Ⅲに「公民で学ぶ主な内容と
学習の見通し」を掲載し，新しく始
まる公民の学習を前に，小学校の学
習，他分野，他教科の学習との関連
や，「18歳」へとつながっていく「公
民学習の全体像」を示しました。生
徒が学びの接続をわかりやすくとら
え，意識することができます。

「公民にアプローチ ～メディアを活用しよう」
公民の学習全般にわたって必要となる，「情報収集と活用」を特集しています。小学校５年生の情報単元
での学習を復習しながら，インターネットや新聞など各メディアの特色を具体的に振り返って学べます。

各時間の左ページ下「関連」コーナーでは，
各時間の学習内容と関連する，小学校，他
分野，他教科の学習を紹介しています。

本時の学習でも，小学校社会科で学んだ学習事項やトピックテー
マが，公民の学習として再び位置づき，振り返りと深化によるさ
らに深い学びが随所で実現できます。

中学から，高校へ
終章では，SDGｓの視点から「社会科
のまとめ」として作成した作品をもと
に，卒業後も他者との対話を続けて
いく必要性を記しています。主権者と
してこれから社会に関わっていくため
の意識を，実際に他者と協働する中
で高めていくことで，公民的資質をさ
らに培う高校での「公共」の学習へと
つなぐ準備になります。

教 育 出 版「小 学 社
会」のキャラクター
が中学生に成長した
姿で紙面に登場しま
す。共に学び合う意
識が連続するように
工夫しています。

▲ 小学社会のキャラクター ▲ 中学社会のキャラクター

特色 3  − 2  のポイント：小中連携／中高連携 1716

good
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第1章　天皇

第2章　戦争の放
ほ う

棄
き

学習資料編

日本国憲法 1946（昭和21）年11月3日公布　1947（昭和22）年5月3日施
し
行
こう

　日本国民は，正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し，
われらとわれらの子孫のために，諸国民との協和による成果と，わが国
全土にわたつ

（っ）
て自由のもたらす恵

けい

沢
たく

を確保し，政府の行
こう

為
い

によつ
（っ）
て再び

戦争の惨
さん

禍
か

が起ることのないや
（よ）
うにすることを決意し，ここに主権が国

民に存することを宣言し，この憲法を確定する。そもそも国政は，国民
の厳

げん

粛
しゅく

な信
しん

託
たく

によるものであつ
（っ）
て，その権

けん

威
い

は国民に由来し，その権力
は国民の代表者がこれを行使し，その福利は国民がこれを享

きょう

受
じゅ

する。こ
れは人類普

ふ

遍
へん

の原理であり，この憲法は，かかる原理に基
もとづ

くものである。
われらは，これに反する一

いっ

切
さい

の憲法，法令及び詔
しょう

勅
ちょく

を排
はい

除
じょ

する。
　日本国民は，恒

こう

久
きゅう

の平和を念願し，人間相互の関係を支配する崇
すう

高
こう

な
理想を深く自覚するのであつ

（っ）
て，平和を愛する諸国民の公正と信義に信

しん

頼
らい

して，われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは，平和
を維

い

持
じ

し，専制と隷
れい

従
じゅう

，圧
あっ

迫
ぱく

と偏
へん

狭
きょう

を地上から永遠に除去しようと努め
てゐ

（い）
る国際社会において，名

めい

誉
よ

ある地位を占めたいと思ふ
（う）
。われらは，

全世界の国民が，ひとしく恐
きょう

怖
ふ

と欠
けつ

乏
ぼう

から免
まぬ

か
（が）
れ，平和のうちに生存す

る権利を有することを確
かく

認
にん

する。
　われらは，いづ

（ず）
れの国家も，自国のことのみに専念して他国を無視し

てはならないのであつ
（っ）
て，政治道徳の法則は，普遍的なものであり，こ

の法則に従ふ
（う）
ことは，自国の主権を維持し，他国と対等関係に立た

（と）
うと

する各国の責務であると信ずる。
　日本国民は，国家の名誉にかけ，全力をあげてこの崇高な理想と目的
を達成することを誓

ちか

ふ
（う）
。

協和	 心や力を合わせて仲よくすること。
自由のもたらす恵

けい
沢
たく
　自由であることによって受け取	

	 ることのできる恵み。
戦争の惨

さん
禍
か
　戦争によって引き起こされるいたまし	

	 い災
わざわ
い。

信
しん
託
たく
	 信

しん
頼
らい
して託すことであり，真

しん
剣
けん
に受けとめら	

	 れるべきもの。
その権

けん
威
い
は国民に由来　国の政治の重みは，国民から	

	 発しているということ。
その福利は国民がこれを享

きょう
受
じゅ
　国の政治によってもた	

	 らされる幸福や利益は，国民が受け取るとい	
	 うこと。
普
ふ
遍
へん
　いつでもどこにおいても共通にあてはまること。

詔
しょう
勅
ちょく
　天皇の意思を表す文書で一般に向けたもの	

	 	（詔書）と特定の人にあてたもの（勅書）や，天	
	 皇の言葉（勅語）。
恒
こう
久
きゅう
の平和　永遠に続く平和。

崇
すう
高
こう
な理想　気高く偉

い
大
だい
な理想。

公正と信義　公平で正しいこと，また，信頼し合っ	
	 て裏切らないこと。
専制　ごくわずかの人の判断で思いのままふるまう	
	 こと。
隷
れい
従
じゅう
　力のある人の言うとおりに従うこと。

圧
あっ
迫
ぱく
　力でおさえつけること。

偏
へん
狭
きょう
　ものの見方や考え方が偏

かたよ
って狭

せま
いこと。

名
めい
誉
よ
ある地位　優れていると評価されるような立場。

恐
きょう
怖
ふ
と欠
けつ
乏
ぼう
　命が奪

うば
われるのではないかなどとおび	

	 えたり，飢
う
えや貧しさに苦しんだりすること。

専念　そのことしか考えないこと。
政治道徳　政治を行ううえで常に心がけなければな	
	 らない正しい事柄。

第1条【天皇の地位・国民主権】　天皇は，日本国の象徴であり日本国民統合の象徴で
あつ
（っ）
て，この地位は，主権の存する日本国民の総意に基

もとづ

く。
第2条【皇位の継

けい

承
しょう

】　皇位は，世
せ

襲
しゅう

のものであつ
（っ）
て，国会の議決した皇室典

てん

範
ぱん

の定め
るところにより，これを継承する。
第3条【天皇の国事行

こう

為
い

に対する内閣の助言と承
しょう

認
にん

】　天皇の国事に関するすべての行
為には，内閣の助言と承認を必要とし，内閣が，その責任を負ふ

（う）
。

第4条【天皇の権能の限界，天皇の国事行
こう

為
い

の委任】
①天皇は，この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ

（い）
，国政に関する権能を有し

ない。
②天皇は，法律の定めるところにより，その国事に関する行為を委任することができる。
第５条【摂

せっ

政
しょう

】　皇室典
てん

範
ぱん

の定めるところにより摂政を置くときは，摂政は，天皇の名
でその国事に関する行

こう

為
い

を行ふ
（う）
。この場合には，前条第１項

こう

の規定を準用する。
第6条【天皇の任命権】
①天皇は，国会の指名に基

もとづ

いて，内閣総理大臣を任命する。
②天皇は，内閣の指名に基いて，最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条【天皇の国事行

こう

為
い

】　天皇は，内閣の助言と承
しょう

認
にん

により，国民のために，左の国
事に関する行為を行ふ

（う）
。

１　憲法改正，法律，政令及び条約を公布すること。
２　国会を召

しょう

集
しゅう

すること。
３　衆議院を解散すること。
４　国会議員の総選挙の施

し

行
こう

を公示すること。
５　�国務大臣及び法律の定めるその他の官

かん

吏
り

の任
にん

免
めん

並びに全権委任状及び大使及び公�
使の信任状を認証すること。

６　大
たい

赦
しゃ

，特赦，減
げん

刑
けい

，刑の執
しっ

行
こう

の免
めん

除
じょ

及び復権を認証すること。
７　栄典を授

じゅ

与
よ

すること。
８　批

ひ

准
じゅん

書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
９　外国の大使及び公使を接受すること。
10��儀

ぎ

式
しき

を行ふ
（う）
こと。

第8条【皇室の財産授受】　皇室に財産を譲
ゆず

り渡し，又
また

は皇室が，財産を譲り受け，若
も

しくは賜
し

与
よ

することは，国会の議決に基
もとづ

かなければならない。

第9条【戦争放
ほう

棄
き

，戦力の不保持及び交戦権の否
ひ

認
にん

】
①日本国民は，正義と秩

ちつ

序
じょ

を基調とする国際平和を誠実に希求し，国権の発動たる戦
争と，武力による威

い

嚇
かく

又
また

は武力の行使は，国際紛
ふん

争
そう

を解決する手段としては，永久
にこれを放棄する。
②前

ぜん

項
こう

の目的を達するため，陸海空軍その他の戦力は，これを保持しない。国の交戦
権は，これを認めない。

第１条
統合	 一つにまとまること。
総意	 全体に共通する考え。

第２条
世
せ
襲
しゅう
　子や孫などが代々受け継ぐこと。

皇室典
てん
範
ぱん
　皇族など皇室に関わりのある事柄につい	

	 て定める法律。
第４条

権能　ある行
こう
為
い
をすることなどが認められていること。

委任　他の人にまかせて行わせること。
第５条

摂
せっ
政
しょう
	 天皇が自らその行

こう
為
い
をすることができない場	

	 合に，天皇にかわって行為をする人。
準用	 ある条文を似た事柄にあてはめること。

第７条
政令　内閣によって制定される法としての決まりごと。
召
しょう
集
しゅう
　国会を開くために，国会議員に一定の期日に	

	 一定の場所に集合することを命ずること。
公示	 国民全体に広く示すこと。
官
かん
吏
り
	 行政や司法に関わる国家公務員。

任
にん
免
めん
	 任命することと，任命された職務や地位から	
	 外すこと。

全権委任状　外交交
こう
渉
しょう
を行う外交使節に，交渉のうえ	

	 であらゆる行
こう
為
い
をすることを認めたことを示す	

	 文書。
大使及び公使　外国や国際機関に派

は
遣
けん
される外交使節	

	 のうち，大使は最も上位の人で，公使はこれに次	
	 ぐ人。

大
たい
赦
しゃ
　政令で定める種類の罪について，有罪の効力	
	 を失わせたりすること。

特赦　特定の人についての有罪の効力を失わせること。
復権　有罪となったために失ったりした選挙権など	
						の資格を回復させること。

栄典　特定の人を表
ひょう
彰
しょう
し，名

めい
誉
よ
のしるしとして与える	

	 勲
くん
章
しょう
や位など。

批
ひ
准
じゅん
　条約を結ぶことについて国が最終的に確

かく
認
にん
す	

	 ること。
接受　受け入れること。

第８条
賜
し
与
よ
　皇室が国民に財産を無料で与えること。

第９条
正義　人として行うべき正しいこと。
秩
ちつ
序
じょ
　社会が整然と営まれていること。

基調　根底にある基本的な考え。
誠実に希求　心から願って求めること。
国権の発動　主権を有する国家として権利を行使する	
	 こと。

威
い
嚇
かく
　脅
おど
すこと。

交戦権　相手国の兵力を殺傷破
は
壊
かい
したり，領土を占

せん
	

	 領
りょう
したりするなど，戦争を行っている国として	

	 認められる権利。
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�自己決定権と尊厳死　�
（➡p.46, 66, 67）
臓器提供の意思表示以外にも，例えば，医師
から十分な説明や情報を得たうえで，患

かん
者
じゃ
が

治療方法を選
せん
択
たく
すること（インフォームド・

コンセント）や，死を間近にした患者が延命
治療をこばみ，自然な状態で死を迎えること
（尊厳死）を求める権利などがある。

幸福追求権　（➡p.47, 66）
日本国憲法第13条は，「生命，自由及び幸
福追求に対する国民の権利」を定めている。
第14条以下の権利をまとめて示したもので，
かつては，法的な権利ではないといわれてい
た。現在では，この幸福追求権を根

こん
拠
きょ
とする

それぞれの権利は，裁判において救済を受け
ることができる具体的な権利として理解され
ている。

LGBT　（➡p.53, 217）
性的少数者の総称の一つ。L（レズビアン）；
女性を恋愛や性愛の対象とする女性／G（ゲ
イ）；男性を恋愛や性愛の対象とする男性／
B（バイセクシャル）；男女どちらにも恋愛や
性愛の対象が向く人／T（トランスジェンダ
ー）；出生時の身体の性別とは異なる性別を
生きる，または生きたいと望む人。このほか
にも性のあり方はさまざまであり，性の分類
方法については「心の性別（性自

じ
認
にん
）」や「誰

だれ

を好きになるか（性的指向）」など，さまざま
な観点からの議論が続いている。

教育基本法　（➡p.60）
2006年12月22日に，新しい教育基本法が
公布・施

し
行
こう
された。「人格の形成」や「個人

の尊厳」など，これまでの理念を大切にしつ
つ，「公共の精神」を尊重すること，「生

しょう
涯
がい
学

習」の重要性，日本の「伝統と文化」を基
き
盤
ばん

に国際社会を生きる日本人を育成すること，
などの内容が盛り込まれた。

�NGO（Non-Governmental Organization）
とNPO（NonProfit Organization）　
（➡p.71, 121, 177, 185, 204）
ともに非政府，非営利の民間団体という点で
は共通だが，背景が異なる。NPOはアメリ

カが起源で，公共サービスを補
ほ
完
かん
する機能を

になってきた。NGOはヨーロッパが起源で，
軍縮，人権，環

かん
境
きょう
など国際社会を中心とした

さまざまな課題に取り組む組織である。日本
では，1998年に成立した「特定非営利活動
促
そく
進
しん
法」（NPO法）により，一定の条件を備え

た団体に，法人格（権利や義務の主体となる
こと）を認めている。

一票の格差　（➡p.89）
各選挙区の有権者数と選挙される議員の数の
比率が，選挙区によって異なり，それぞれの
有権者一人一人が投じる一票の効果に，大小
の格差が生じてしまう問題のこと。有権者数
が少ない選挙区ほど，有権者が投じる一票の
価値は大きくなり，有権者数が多い選挙区ほ
ど，一票の価値は小さくなる。

府・省・庁の違い　（➡p.101）
いずれも国の行政組織で，法律に基づいて設
置されている。内閣府は，内閣府設置法によ
り，内閣の重要政策に関する内閣の事務を助
けることを任務としていて，その長は内閣総
理大臣が務める。省・庁は国家行政組織法に
規定され，省は，内閣の統

とう
轄
かつ
のもとで行政事

務をになう機関で，庁は，府や省の外局とし
て置かれるもの。

損害賠
ばい
償
しょう
　（➡p.63, 104, 133）

民法では，個人と個人の間で約束を守らなか
ったり，違法な行

こう
為
い
で相手に損害を与えたり

した場合，その賠償をしなければならないと
規定している。また，公務員が職務を行う際
に損害を与えたとき，道路や河川などの「公
の営造物」の設置・管理の欠

けっ
陥
かん
で損害を与え

たときは，国又
また
は自治体が賠償する責任を負

うものとしている（国家賠償法）。いずれも，
金銭賠償が原則となっている。

法テラス　（➡p.108）
正式名称は「日本司法支

し
援
えん
センター」で，司

法制度改革の柱の一つとして2006年に設立
された公的法人。刑

けい
事
じ
，民事を問わず，国民

が法的なトラブルの解決に必要な情報やサー

ビスを受けられるよう，適切なサポートを行
う。全国各都道府県に拠

きょ
点
てん
をもち，相談件数

も年々増えている。

中央集権　（➡p.115）
国を治める権限が，中央政府に集中している
ことをいう。中央集権には，さまざまな課題
をすばやく効率的に解決し，全国どこでも同
じ水準のサービスを提供できるといった面が
ある一方で，多様化している地域住民の要望
に応えていくことが難しいことも指

し
摘
てき
されて

いる。

�地方自治法・地方分権一
いっ
括
かつ
法　�

（➡p.115）
地方分権一括法は，正式名称を「地方分権の
推進を図るための関係法律の整備等に関する
法律」といい，地方自治法をはじめとする，
475もの関係法令を改正する法律。地方分
権一括法が施

し
行
こう
されたことによって，地方自

治法の改正が行われたことになる。これによ
り，中央政府の統制を受けやすい機関委任事
務の廃

はい
止
し
などが定められた。

社会保障と税の一体改革　（➡p.119）
高
こう
齢
れい
化の進展とともに，給付が拡大する社会

保障制度を維
い
持
じ
するため，歳

さい
入
にゅう
面では消費税

増税によって収入を確保し，歳出面では社会
保障制度を改変する必要があるといった，両
者は不可分・一体の改革であるという政策。
法改正により，消費税は2014年に税率が5
％から8％となり，2019年に10％に再増税
の予定。

債
さい
券
けん
�（➡p.119, 131, 154, 161）

政府や企
き
業
ぎょう
などが，多数の投資家から資金を

借りるときに発行する証書のこと。国が発行
する国債，地方自治体が発行する地方債，企
業が発行する社債などがある。あらかじめ期
間や利子率が定められており，貸し手である
投資家には，期間中，定期的に利子が支払わ
れ，満期になると最初に貸した金額が返済
（償

しょう
還
かん
）される。

テロリズム（テロ）　（➡p.15, 208）
政治的な目的を達成するために，選挙に立候
補するなどの合法的手段ではなく，暗殺や暴
力などの非合法的手段を行使すること。人々
の恐

きょう
怖
ふ
心を引き起こすことが有効と考えられ

るため，地下鉄での有毒ガスの散布，繁
はん
華
か
街
がい

での爆
ばく
発
はつ
，高層ビルへの航空機突

とつ
撃
げき
など，不

特定多数への凶
きょう
行
こう
につながりやすい。

�ICT（Information and Communication 

Technology）　（➡p.16, 139, 145）
情報通信技術のこと。同様の言葉にIT
（Information�Technology：情報技術）があ
るが，国際的にはICTが主流になっている。
いつでもどこでも誰

だれ
とでも，ネットワーク通

信によって知識や情報を共有し，コミュニケ
ーションがとれる社会の実現のための技術と
いう意味で使われることもある。

人工知能（AI）　（➡p.17, 20, 33, 46）
言葉の理解や学習，記

き
憶
おく
，推
すい
論
ろん
，判断など，

人間の知的な活動を，人間に代わってコンピ
ューターに行わせることを目的とした研究や
技術のこと。幅広い分野への応用が進められ
ている。

�SNS（Social Networking Service）　
（➡p.17, 67, 93, 94）

インターネットを使って，大勢の人々が情報
を互いに送受信できる「ソーシャルメディ
ア」の一つで，共通の職業や出身校，趣

しゅ
味
み
な

どをもつ人々がコミュニケーションを深め，
つながりを広げていくことを支

し
援
えん
する目的で

提供されているサービス。個人だけでなく，
企
き
業
ぎょう
や自治体，政治家などによる情報発信に

も使われるほか，近年では，緊
きん
急
きゅう
時や大きな

災害時に，情報交
こう
換
かん
の手段として活用される

ことも多い。

再生医
い
療
りょう
　（➡p.20）

人工的に培養した幹細胞（あらゆる臓器・組
織のもとになる細胞）を，患

かん
者
じゃ
の体内に移植

し，損
そん
傷
しょう
した臓器・組織を再生して，失われ

ていた身体機能を回復させる医療。さまざま
な難病や重い障がいの治療に役立つと期待さ
れている。受精卵・胚

はい
から作製する幹細胞

（ES細胞）の実用化が図られているが，生命
の根源ともいえる胚の使用は倫理的に問題だ
という指摘もある。近年では，皮膚などの体
細胞から作製する幹細胞（iPS細胞）の研究が
進められている。

脳死　（➡p.66）
臓器移

い
植
しょく
技術の発達とともに広がった概

がい
念
ねん
で，

大脳，小脳，脳幹を含むすべての脳機能が完
全に失われ，回復不可能な状態になることを
いう。自発的な呼吸ができないので，人工呼
吸器を使用しなければ呼吸も心臓も停止する。
臓器移植法では，臓器移植という目的におい
て，法定の脳死判定手続きを経た場合に限り，
脳死を人の死として，その人からの臓器摘

てき
出
しゅつ

が可能と定めている。

法と法律　（➡p.42）
両者はほぼ同じ意味で使われることもあるが，
本文で使われている「法」は，現実に社会で
行われている法を指している。それには，憲
法，法律，先例としての価値のある裁判所の
判決などがある。したがって，本文の「法律」
とは「法」に含まれ，日本国憲法第59条が
定める手続きによって，国会が制定したもの
を指している。

五
いつ
日
か
市
いち
憲法草案　（➡p.41）

明
めい
治
じ
時代に作成された五日市憲法草案（全

204条）は，1968年に，東京都西
にし
多
た
摩
ま
郡五

日市町（現�あきる野
の
市）の小さな山村で発見

された。「日本帝国憲法」と書かれたこの草

案は，千
ち
葉
ば
卓
たく
三
さぶ
郎
ろう
という人物を中心に地元の

人々が考えたもので，36条にも及ぶ人権規
定を盛り込んだ，きわめて近代的な内容のも
のであった。

日本国国憲案　（➡p.41）
日本国国憲案は，自由民権運動の指導者であ
る植

うえ
木
き
枝
え
盛
もり
（1857-92年）が，1881年に起

草した私
し
擬
ぎ
憲法案である。全220条からな

り，抵
てい
抗
こう
権，革命権規定を含む35か条に及

ぶ詳細な人権保障規定や，立法権は人民全体
に属すこと，一院制の立法院，連邦制，皇帝
の行政権，陪

ばい
審
しん
制などを特徴とする。

�セクシュアル・ハラスメント�
（➡p.50, 63）
セクシュアル・ハラスメント（性的嫌

いや
がらせ）

とは，相手の意に反する不快な性的言動のこ
とをいう。男女雇

こ
用
よう
機会均等法では，性的な

言動によって起こる問題に対して，事業主に
必要な措

そ
置
ち
を義務づけている。その行

こう
為
い
をし

た人は，損害賠
ばい
償
しょう
責任や刑

けい
事
じ
上の責任を問わ

れる場合がある。

�アイヌ民族を先住民族とすることを
求める決議とアイヌ新法　（➡p.49）

2007年に，日本も賛成し，国連総会で「先
住民族の権利に関する国際連合宣言」が採

さい
択
たく

されたことを受け，2008年に衆参両院が全
会一
いっ
致
ち
で，アイヌ民族を先住民とすることを

求める決議を採択した。さらに2019年に，
アイヌ民族を先住民族と初めて明記した「ア
イヌ新法」の案が閣議決定された。法案では，
「アイヌの人々が民族としての誇りをもって
生活することができ，その誇りが尊重される
社会の実現を図る」とされている。アイヌの
人々の国有林での樹木の採取や，サケなどの
伝統的な漁法への規制の緩

かん
和
わ
を行うこと，ア

イヌ文化を振
しん
興
こう
する新たな交付金を創設する

ことなどが盛り込まれている。

用 語 解 説
※確

かく

認
にん

した用語の� �にチェックを入れよう。
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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

　病気や高齢になって体が不自由になり，助けが必要とな
ったときに，そうした人の介護を社会全体で支えるしくみ
が，介護保険制度です。2000年から始まっています。

公民の

▪セルフディベートの論題
『日本も北

ほく
欧
おう

の福
ふく

祉
し

国家などのように，保険料や税金を高くして
社会保障を充実させるべきである，是

ぜ
か非か。』

　下の図は，各国の社会保障費の給付と負担の割合を比
ひ

較
かく

し
たものです。給付の割合は，国内総生産（GDP）に対する社
会保障の部門別の割合です。負担の割合も，公費や本人負担

などの財源のGDP比を合計したものです。図を見て各国の
社会保障政策の共通点や違いを考えながら，セルフディベー
トを行ってみましょう。

給付と負担のこれからをセルフディベートで考えよう

　セルフディベートと
は，自分の頭の中で肯

こう

定
てい

派と否定派それぞれ
の根

こん
拠
きょ

を吟
ぎん

味
み

して，自
分の意見を表現する活
動です。将来の社会を
構想する際には，有効
な方法です。

32.4%13.96.811.7

30.611.43.016.2

30.210.69.310.3

15.44.63.96.9

22.0

31.7% 8.3 8.6 14.8

27.8 12.3 6.6 8.9

26.2 8.0 7.9 10.2

19.1 3.18.2 7.8

23.7 4.6 7.8 11.2 8.9 6.9 6.2

※アメリカは1995年，
　その他の国は2013年。

※各国ともに2013年。

フランス

スウェーデン

ドイツ

アメリカ

日本

給付の割合 負担の割合

高負担高福祉

公費負担
被保険者
本人負担
企業負担

年金
医療
福祉
その他

デ
ィ
ベ
ー
ト
の
流
れ

1 肯定派か否定派か吟味し，自分の意見を明らか
にする。
2 自分の意見の根拠となる情報を集める。
3 反対の意見の根拠を予想し，質問を考える。
4 クラス全体で意見を共有し，質疑応答を行う。
5 アフターディベートを行う。（4 を受けて，自分の
意見に変化や深まりがあったか，他の人の意見で
説得力のあったものは何かを振り返って確

かく
認
にん

する。）

1950年（昭和25年）
しょう わ

2015年（平成27年）
へいせい

2065年
（推計値）

12.1人

2.3人

1.3人

65歳以上の
高齢者

40～64歳
までの人＊

地方自治体
（市区町村）

ケア・マネージャー
（サービス計画の立案）

介護保険施設 在宅サービス

申請
しんせい

介護認定
要支援1～2
要介護1～5

し せつ

1  介
かい

護
ご

サービスで活
かつ

躍
やく

するロボット（2018年 静
しず

岡
おか

県南
みなみ

伊
い

豆
ず

町）

2    介護の現場で働く 
外国人の実習生 

（2018年 群
ぐん

馬
ま

県伊
い

勢
せ

崎
さき

市）

介護保険制度のしくみと課題を
確認しよう。

将来の日本では，どのような社
会保障制度のあり方が良いと思

うか，自分の考えを説明しよう。見 考

表現

確認

認
にん

知
ち

症
しょう

◆

脳のさまざまな疾
し っ

病
ぺ い

によって，物忘れや認知
機能の低下が起こり，日常生活にも支障が出
てしまう症状です。周囲の人の理解と援

え ん

助
じ ょ

が
必要になります。

0
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1億

1億2000万

1億4000万
人

55年50403020102000908070601950

0～14歳人口
さい0～14歳人口
さい

65歳以上65歳以上

15～64歳 将来推計

3  日本の総人口の推移

4   高齢者（65歳以上）一人を支える 
現
げん

役
えき

の世代（15〜64歳）の人数

5  介護保険制度のしくみ

（総務省ほか）

（2017年 内閣府 「高齢社会白書」）

社会保障費の給付と負担の国際比較 （厚生労働省資料）

＊加
か

齢
れい

に伴
ともな

う特定の病気の治
ち

療
りょう

が継続的に必要で，介護サ
ービスを希望する人

日本の総人口は，2010年以降，減少を続けてい

ます。1970年代の半ばからは，合計特
とく

殊
しゅ

出生率

が低い水準のままの少子化が続いていて，今後もこの傾
けい

向
こう

が続けば，

人口減少はより深刻になります。その一方で，平均寿
じゅ

命
みょう

は延びてい

て，高
こう

齢
れい

者
しゃ

の数は増えています。高齢者が増加し，子どもや働き盛

りの現
げん

役
えき

世代が減少するため，高齢化がいっそう進みます。

　少子高齢社会は，社会保障制度の財政に大きな影
えい

響
きょう

を与えます。

年金保険，医
い

療
りょう

保険，介
かい

護
ご

保険はいずれも高齢者が多くの給付を受

け，社会保険料や税金などの負担は，収入のある現役世代がにない

ます。給付を受ける人が増加し，負担する人が減少することになる

ので，社会保障制度の財政はとても不安定になります。

じょうぶな体をもつ人でも，年齢とともに健康状

態は低下していきます。高齢社会では，病気にか

かる人や日常生活を送るうえで介護を必要とする人が増え，治
ち

療
りょう

の

ための医療費や医療保険からの支出が増加します。

　また，介護が必要な人を支えるために，介護保険制度があります。

介護保険制度は，保険料と税金を財源として，介護が必要な人に介

護サービスを提供する制度です。高齢者の増加により介護サービス

3 

4

5

人口構造の変化

関連 小学校  たがいに助け合う社会（６年） SDGs 3 保健／ 8 経済成長と雇用／ 9 インフラ・産業化

を必要とする人も増え，そのサービスをになう労働者の確保や，介

護保険の財政の維
い

持
じ

が問題になっています。また，認
にん

知
ち

症
しょう

をわずら

う高齢者の増加も予想され，家族だけで支えることが困難な場合，

社会全体でどのように支えていくのかも，大きな課題です。

少子高齢社会における社会保障制度とその財源の

あり方は，重要な課題です。制度を維持するため，

社会保障の給付を削
さく

減
げん

していくのか，現役世代を中心に保険料や税

金の負担を引き上げていくのか，あるいは消費税のように高齢世代

も含めて国民全体で負担していくのかなど，難しい問題に直面しま

す。現役世代の負担増や増税を避けるために，社会保障の給付を削

減すれば，生活が成り立たなくなったり，家族の介護のために仕事

を辞めたりする人も増えるかもしれません。

　社会保障制度が安心した暮らしの基
き

盤
ばん

になるためにも，必要な

人々に対する給付を維持していく必要があります（公助）。一方で，

貯
ちょ

蓄
ちく

や民間保険への加入，健康管理，介護予防など，国民自らが準

備や対策を行うことも重要になります（自助）。さらに地域の中でも，

認知症の患
かん

者
じゃ

や介護が必要な高齢者へのサポートなど，できること

が多くあります（共助）。社会保障制度を維持していくために，さま

ざまな場面で世代を超
こ

えた協力が必要になっています。

1 2 ◆

今後の社会保障制度
と自助・公助・共助

高齢化と医療保険や
介護保険

p.18

p.59

私たちが高
こう

齢
れい

者
しゃ

になるときには，
どんな社会を
迎えるんだろう。

社会保障の維
い

持
じ

のために  ▶少子高
こう

齢
れい

社会への取り組み3
現在の超

ちょう

高
こう

齢
れい

・人口減少社会は，社会保障制度にどのような影
えい

響
きょう

を与えているのでしょうか。学習課題
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巻末 2巻末 1

核
かく

兵器の
廃
はい

絶
ぜつ

に向けた
署名活動

（2018年 
奈
な

良
ら

県奈良市）

16 平和
SDGs海岸のごみ清

せい

掃
そう

（2018年 インドネシア）

SDGs 12 持続可能な消費と生産／ 14 海洋資源

JICA（国際協力機構）で働く人からのメッセージ
ミャンマーで働く岩

い わ

瀨
せ

倫
み ち

代
よ

さん （右写真：左から２番め）

◦2018年より，ミャンマーJICA 事務所に赴
ふ

任
にん

◦ 社会福
ふく

祉
し

，法整備，労働分野のプロジェクトや， 
JICA業務に従事している人の生活・安全面でのサポート

SDGs 5 ジェンダー／ 8 経済成長と雇
こ

用
よう

／ 11 持続可能な都市

アフリカでの事業に携
たずさ

わる平
ひ ら

岡
お か

洋
ひろし

さん （右写真：左側）

◦2017年より，サハラ砂
さ

漠
ばく

以南のアフリカで活動
◦ アフリカの人々の食と栄養の改善を進め， 

稲作を盛んにする取り組みへの支
し

援
えん

SDGs 1 貧
ひん

困
こん

／ 2 飢餓／ 3 保健／ 17 実
じっ

施
し

手段

アフリカへの食
しょく

糧
りょう

支
し

援
えん

のために行われた田植え（2017年 三
み

重
え

県鈴
すず

鹿
か

市）

SDGs 2 飢
き

餓
が

／ 17 実
じっ

施
し

手段（パートナーシップ）

車いすでも海辺まで行けるビーチマットが敷かれた砂浜（2017年 兵
ひょう

庫
ご

県神
こう

戸
べ

市）

SDGs 11 持続可能な都市

〈活動のきっかけと現在〉
・ 子どものころ，ソマリアで飢

き

餓
が

に苦しむ自分と同じ年くらいの少女
をテレビで見て，その何ともいえない目が忘れられませんでした。そ
の後，大学で国際協力について学び，JICAで働くようになりました。

・  これまでは国内での業務が中心でしたが，実際に現地で仕事がし
たいという思いが強くなり，海外赴任を希望しました。貴重な経験

になると思い，子どももいっしょにミャンマーに来ています。現地
の人との信

しん

頼
らい

関係を築くことは大変ですが，長年の夢だった途
と

上
じょう

国
こく

での国際協力の仕事に幸せを感じています。
〈中学生へのメッセージ〉
自分の夢をかなえるために，さまざまな角度から多くのことを学び，
自分の意見をもつ力を養ってください。

〈活動のきっかけと現在〉
・ 高校生のころ，テレビや本などを通じて，アフリカを中心に世界の

さまざまな場所で食
しょく

糧
りょう

不足に苦しむ人々が大勢いることを知りまし
た。そして，発展途上国の農業に関する仕事に興味をもちました。

・ 国際協力の仕事では，相手が本当に必要としているものを理解しよ
うと努めることがとても重要です。そうした経験を積んできた今は，

さまざまなもののあり方や考え方を受け入れられるようになり，自分
の人生がより豊かになったと感じています。また，外国と比

ひ

較
かく

した中
での日本の長所や短所が見えてくるようになったと思っています。

〈中学生へのメッセージ〉
周りの人や社会の役に立つ「何か」を生み出すことに，喜びを感じ
ることができる人を目ざしてください。

感
かん

染
せん

症
しょう

の予防のために設けられた安全な水の手洗い場
（2018年 コンゴ民

みん
主
しゅ

共
きょう

和
わ

国
こく

）

SDGs 1 貧
ひん

困
こん

／ 3 保健／ 6 水・衛生

フェアトレードの生産者団体の人たちとの交流（2012年 ネパール）

SDGs 1 貧困／ 5 ジェンダー／ 8 経済成長と雇
こ

用
よう

地
じ

震
しん

の被
ひ

災
さい

跡
あと

地
ち

への植樹 
（2018年 
宮
みや

城
ぎ

県栗
くり

原
はら

市）

15 陸上資源
SDGs

保護されていたコウノトリの放鳥
（2017年 島

しま
根
ね

県雲
うん

南
なん

市）

SDGs 15 陸上資源（生物多様性）

持続可能な未来を目ざす人々

175174
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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

　病気や高齢になって体が不自由になり，助けが必要とな
ったときに，そうした人の介護を社会全体で支えるしくみ
が，介護保険制度です。2000年から始まっています。

公民の

▪セルフディベートの論題
『日本も北

ほく
欧
おう

の福
ふく

祉
し

国家などのように，保険料や税金を高くして
社会保障を充実させるべきである，是

ぜ
か非か。』

　下の図は，各国の社会保障費の給付と負担の割合を比
ひ

較
かく

し
たものです。給付の割合は，国内総生産（GDP）に対する社
会保障の部門別の割合です。負担の割合も，公費や本人負担

などの財源のGDP比を合計したものです。図を見て各国の
社会保障政策の共通点や違いを考えながら，セルフディベー
トを行ってみましょう。

給付と負担のこれからをセルフディベートで考えよう

　セルフディベートと
は，自分の頭の中で肯

こう

定
てい

派と否定派それぞれ
の根

こん
拠
きょ

を吟
ぎん

味
み

して，自
分の意見を表現する活
動です。将来の社会を
構想する際には，有効
な方法です。

32.4%13.96.811.7

30.611.43.016.2

30.210.69.310.3

15.44.63.96.9

22.0

31.7% 8.3 8.6 14.8

27.8 12.3 6.6 8.9

26.2 8.0 7.9 10.2

19.1 3.18.2 7.8

23.7 4.6 7.8 11.2 8.9 6.9 6.2

※アメリカは1995年，
　その他の国は2013年。

※各国ともに2013年。

フランス

スウェーデン

ドイツ

アメリカ

日本

給付の割合 負担の割合

高負担高福祉

公費負担
被保険者
本人負担
企業負担

年金
医療
福祉
その他

デ
ィ
ベ
ー
ト
の
流
れ

1 肯定派か否定派か吟味し，自分の意見を明らか
にする。
2 自分の意見の根拠となる情報を集める。
3 反対の意見の根拠を予想し，質問を考える。
4 クラス全体で意見を共有し，質疑応答を行う。
5 アフターディベートを行う。（4 を受けて，自分の
意見に変化や深まりがあったか，他の人の意見で
説得力のあったものは何かを振り返って確

かく
認
にん

する。）

1950年（昭和25年）
しょう わ

2015年（平成27年）
へいせい

2065年
（推計値）

12.1人

2.3人

1.3人

65歳以上の
高齢者

地方自治体
（市区町村）

ケア・マネージャー
（サービス計画の立案）

介護保険施設 在宅サービス

申請
しんせい

介護認定
要支援1～2
要介護1～5

し せつ

1  介
かい

護
ご

サービスで活
かつ

躍
やく

するロボット（2018年 静
しず

岡
おか

県南
みなみ

伊
い

豆
ず

町）

2    介護の現場で働く 
外国人の実習生 

（2018年 群
ぐん

馬
ま

県伊
い

勢
せ

崎
さき

市）

介護保険制度のしくみと課題を
確認しよう。

将来の日本では，どのような社
会保障制度のあり方が良いと思

うか，自分の考えを説明しよう。見 考

表現

確認

認
にん

知
ち

症
しょう

◆

脳のさまざまな疾
し っ

病
ぺ い

によって，物忘れや認知
機能の低下が起こり，日常生活にも支障が出
てしまう症状です。周囲の人の理解と援

え ん

助
じ ょ

が
必要になります。

0

2000万

4000万

6000万

8000万

1億

1億2000万

1億4000万
人

55年50403020102000908070601950

0～14歳人口
さい0～14歳人口
さい

65歳以上65歳以上

15～64歳 将来推計

3  日本の総人口の推移

4   高齢者（65歳以上）一人を支える 
現
げん

役
えき

の世代（15〜64歳）の人数

5  介護保険制度のしくみ

（総務省ほか）

（2017年 内閣府 「高齢社会白書」）

社会保障費の給付と負担の国際比較 （厚生労働省資料）

日本の総人口は，2010年以降，減少を続けてい

ます。1970年代の半ばからは，合計特
とく

殊
しゅ

出生率

が低い水準のままの少子化が続いていて，今後もこの傾
けい

向
こう

が続けば，

人口減少はより深刻になります。その一方で，平均寿
じゅ

命
みょう

は延びてい

て，高
こう

齢
れい

者
しゃ

の数は増えています。高齢者が増加し，子どもや働き盛

りの現
げん

役
えき

世代が減少するため，高齢化がいっそう進みます。

　少子高齢社会は，社会保障制度の財政に大きな影
えい

響
きょう

を与えます。

年金保険，医
い

療
りょう

保険，介
かい

護
ご

保険はいずれも高齢者が多くの給付を受

け，社会保険料や税金などの負担は，収入のある現役世代がにない

ます。給付を受ける人が増加し，負担する人が減少することになる

ので，社会保障制度の財政はとても不安定になります。

じょうぶな体をもつ人でも，年齢とともに健康状

態は低下していきます。高齢社会では，病気にか

かる人や日常生活を送るうえで介護を必要とする人が増え，治
ち

療
りょう

の

ための医療費や医療保険からの支出が増加します。

　また，介護が必要な人を支えるために，介護保険制度があります。

介護保険制度は，保険料と税金を財源として，介護が必要な人に介

護サービスを提供する制度です。高齢者の増加により介護サービス

3 

4

5

人口構造の変化

関連 小学校  たがいに助け合う社会（６年） SDGs 3 保健／ 8 経済成長と雇用／ 9 インフラ・産業化

を必要とする人も増え，そのサービスをになう労働者の確保や，介

護保険の財政の維
い

持
じ

が問題になっています。また，認
にん

知
ち

症
しょう

をわずら

う高齢者の増加も予想され，家族だけで支えることが困難な場合，

社会全体でどのように支えていくのかも，大きな課題です。

少子高齢社会における社会保障制度とその財源の

あり方は，重要な課題です。制度を維持するため，

社会保障の給付を削
さく

減
げん

していくのか，現役世代を中心に保険料や税

金の負担を引き上げていくのか，あるいは消費税のように高齢世代

も含めて国民全体で負担していくのかなど，難しい問題に直面しま

す。現役世代の負担増や増税を避けるために，社会保障の給付を削

減すれば，生活が成り立たなくなったり，家族の介護のために仕事

を辞めたりする人も増えるかもしれません。

　社会保障制度が安心した暮らしの基
き

盤
ばん

になるためにも，必要な

人々に対する給付を維持していく必要があります（公助）。一方で，

貯
ちょ

蓄
ちく

や民間保険への加入，健康管理，介護予防など，国民自らが準

備や対策を行うことも重要になります（自助）。さらに地域の中でも，

認知症の患
かん

者
じゃ

や介護が必要な高齢者へのサポートなど，できること

が多くあります（共助）。社会保障制度を維持していくために，さま

ざまな場面で世代を超
こ

えた協力が必要になっています。

1 2 ◆

今後の社会保障制度
と自助・公助・共助

高齢化と医療保険や
介護保険

p.18

p.59

私たちが高
こう

齢
れい

者
しゃ

になるときには，
どんな社会を
迎えるんだろう。

社会保障の維
い

持
じ

のために  ▶少子高
こう

齢
れい

社会への取り組み3
現在の超

ちょう

高
こう

齢
れい

・人口減少社会は，社会保障制度にどのような影
えい

響
きょう

を与えているのでしょうか。学習課題

巻末1-2 ▶︎

81

私たちの暮らしと民主政治
第3章

3期日前投票をする有権者
（2017年　愛

え
媛
ひめ
県松

まつ
山
やま
市）

民主政治と日本の政治
（➡ｐ.84～）

1

参議院本会議場（2018年）

三権分立のしくみと私たち
の政治参加（➡ｐ.96～）

2

地域の政治について
意見を述べる中学生
（2018年　静

しず
岡
おか
県浜

はま
松
まつ
市）

地方自治と住民の参加
（➡ｐ.114～）

3

学習に役立つ
さまざまな情報を，
ウェブサイトで
見ることができます。

https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/
ml-jh/komin.html#03

公民_081扉.indd   81 2020/03/12   12:47

インターネットを活用して学びを広げることができる「ま
なびリンク」
各章の扉ページに「まなびリンク」を設けました。教育出版のウェブサ
イトから，学習に役立つさまざまな情報にアクセスすることができます。
※無料で利用できますが，通信料がかかります。また，端末の操作やインターネット
の利用のルール，情報リテラシーについては適宜ご指導ください。

学習に役立つ
さまざまな情報を，
ウェブサイトで
見ることができます。

https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/
ml-jh/komin.html#03

特別支援やユニバーサルデザインの視点を
大切にした教科書づくり
教育のユニバーサルデザインの実現にむけ，埼玉大学の
名
な

越
ごし

斉
なお

子
こ

先生に社会科全体を監修していただきました。
より多くの生徒が学びやすいように，レイアウトや配色，
書体などの表現を工夫しています。

図やグラフなど，教科書中の表
現には，色覚の個人差を問わず，
より多くの人に見やすいカラー
ユニバーサルデザインを取り入
れています。

本文や注など，教科書中の文章
には，見やすく読みまちがえに
くいユニバーサルデザインフォ
ントを使用しています。

例えば，キャラクターの吹き
出しには，読 みやすい 改行
の工夫を取り入れています。

▲ p.236 ▲ p.256 ▼ p.81

▼ p.88上

3 学びを広げる・つなげる・深めるための紙面・内容の工夫

自ら学ぶ力を支える紙面・内容の工夫
　　　　　すべての生徒にとって使いやすく，自ら学びに向かう力を喚起するさまざまな工夫を
施しており，グループでの学習はもちろん，一人でも学びを深めることができる教科書です。

特色

3

読んで身につくしくみ・制度の解説
本時ページで，特に社会のしくみや制度について解説する場面では，これまでの経緯や背景，関連する最新の情報
などを，本文や資料解説なども合わせてわかりやすく丁寧に記述しています。

巻末「学習資料編」の憲法・
法令集と充実の用語解説
本時の関連する箇所からすぐに参照
できるよう，巻末に解説付きの「日
本国憲法」の全文と，主要な「法令」
を数多く掲載しています。

「社会保障」や「介護保険」が必要
となった背景や経緯を，丁寧に解
説しています。

直近 の 課題にも 触 れな
がら記述し，側注の語句

〔◆〕でも解説します。

本時 ペ ー ジ 以外 にも，
生徒の興味・関心を引
きつける豊富 な 写真・
図版などからなる資料
ペ ー ジ があります。こ
れらを活用することで，
さらに公民の学習を深
めることができます。

難解な用語や補足説明が必要な事項に
は，丁寧な「用語解説」を掲載し，一人
一人の確かな学びをサポートします。

特色 3  − 3  のポイント：学びに向かう力／ユニバーサルデザイン／まなびリンク 1918

p.174-175


