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●「カザスマート」アプリを立ち上
　げ，　　マークがあるP.13の紙
　面にかざすと，動画が始まります。
※動画は，2015年8月31日まで
　視聴することができます。

●専用アプリ「カザ
　スマート」をダウ
　ンロード下さい。

この広報誌は，スマートフォンやタブレットをかざすと動画が楽しめます！
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中国・
四国地方

191190 第２編第３章　日本の諸地域
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注）1987年は連絡船の
　 数値です。

1988年開通
児島ー坂出ルート
　こ　じま さかい　で

1998年開通
神戸ー鳴門ルート
こう　べ なる　と

1999年開通
尾道ー今治ルート
おのみち いまばり

高速バス

JR瀬戸大橋線

フェリー・旅客船

中
ちゅう
国
ごく
地方では，新幹線や高速道路などの

高
こう
速
そく
交
こう
通
つう
網
もう
が東西にのび，近

きん
畿
き
地方や九

きゅう

州
しゅう
地方との結びつきが強くなっています。東西に走る高速道路のう

ち，過疎地
ち
域
いき
の活性化のために，中国自動車道が先に建設されまし

た。高速道路はさらに中国地方の南北方向や四
し
国
こく
地方に広がり，各

地への交通が便利になりました。高速道路沿
ぞ
いの市町村では，工業

団地がつくられて工業が盛
さか
んになったり

❸
，住宅地がつくられて人口

が増えたりするところもでてきました。

　いっぽうで，高速道路沿いでは，交通が便利になったために，人

やものが通過するようになったり，人口の流出が加速したりするな

どの影
えい
響
きょう
（ストロー効

こう
果
か
）もみられました。

かつては，本州と四国地方のあいだをゆ

ききするには，瀬
せ
戸
と
内
ない
海
かい
を連絡船やフェ

リーでわたる必要がありました。移動には時間がかかり，悪天候の

ときには欠航することもありました。しかし，三つのルートで本
ほん
州
しゅう

四
し
国
こく
連
れん
絡
らく
橋
きょう
が建設されて高速道路が開通し，瀬戸大橋には鉄道も開

過
か

疎
そ

化の進
しん

展
てん

と
高速道路の整備

本州四国連絡橋の
光と影

通しました
❶
。

　その結果，岡
おか
山
やま
県と四国地方のあいだを移動する人が増え

❷
，通

つう

勤
きん
・通学者も急増しました。また，四国地方から近畿地方への貨物

輸送も，短時間で安定して輸送できるようになりました。大
おお
阪
さか
など

の市場では，新
しん
鮮
せん
さが求められる農産物や水産物に，四国産のもの

がたくさん出まわるようになっています
❻
。さらに，関

かん
西
さい
大都市圏

けん
な

どと四国地方の各地を結ぶ高速バスのネットワークが充
じゅう
実
じつ
して，四

国地方への観光客も増えました。本州や四国とつながったことで，

救急病院への患
かん
者
じゃ
の搬

はん
送
そう
ができるようになった島もあります。

　連絡橋の開通は，地
ち
域
いき
の経

けい
済
ざい
にもさまざまな影

えい
響
きょう
をあたえていま

す。広
ひろ
島
しま
市は，中国・四国地方の経済の中心地ですが，瀬戸大橋の

開通で，大企
き
業
ぎょう
の支社や支店の一部が，広島市から，四国地方への

ゆききが便利な岡山市周辺に移転するようになりました。

　いっぽうで，連絡船やフェリーの廃
はい
止
し
で，逆に不便になった離

り
島
とう

などの地域もあります。また，買い物客が中国地方や近畿地方の都

市に出かけやすくなったため，四国地方では百貨店が閉店になるな

ど，商業がおとろえる地域もあらわれました。このように，交通網

の整備の影響には，光と影の両面があります。

αプラス
地理

災害・防災 巨
きょ

大
だ い

地
じ

震
しん

にそなえる過疎地域の課題

　南
なん

海
かい

トラフで巨大地震が発生した場合，四国地方では特にはげしい被
ひ

害
がい

が
想定されており，各地で防災対

たい

策
さく

が進められています
➡P.148

。しかし，高齢者が多
く，避

ひ

難
なん

を支
し

援
えん

する若者などの人々が少ない過疎地域では，防災上さまざま
な課題があります。
　南四国では，地震の発生後，わずかな時間でやってくる津

つ

波
なみ

に対して，高
齢者をすみやかに津波避難タワーや高台へ避難させるためには，人々の支援
が欠かせません。近くに高台がなかったり，避難が難

むずか

しかったりする人々が
逃
に

げこむための津波救命艇
てい

の開発も進んでいますが，普
ふ

及
きゅう

には費用と時間が
かかります。被災者の救出や避難の誘導を行う消防団の人材を確保し，活動
を活性化させることも課題になっています。
　防災・減災は，ハード面の対策だけでは実現できません。ふだんからの防
災・減災教育や避難訓

くん

練
れん

の実
じっ

施
し

で，人々の防災意識を高め，避難ルートや避
難方法の情報を地域で共有することが非常に重要になっています

➡P.144
。

●❺

●❹

人口や都市・村落の視
し

点
てん

で学ぶ③
交通網

も う

の発達による人の動きの変化5
交通網の整備は，どのようなプラ
ス面の影

えい

響
きょう

とマイナス面の影響を，
地
ち

域
いき

にあたえるのだろう。

学習
課題

●❶瀬戸大橋と本州－四国地方間の列車
（右上：2011年，下：2007年，香

か

川
がわ

県坂
さか

出
いで

市）

❸中国自動車道沿いの市町村の工業製品
出荷額（経済産業省資料ほか）

●❷本州と四国地方のあいだの１日あたりの
移動者数（国土交通省資料）

●❹避難訓練で高齢者を支援する高校生
（2013年，高知県須

す

崎
さき

市）

●❺全国で初めて設置された津波救命艇（2014年，高知県高知市）　最大35人が逃げ
こめます。内部に25人が１週間すごすための水と食料を備

び

蓄
ちく

しています。

交通網の整備による影響を，光（プラス
面）・影（マイナス面）に分けて整理しよう。

確認 活用学習の　 　　 と

本州と四国地方のあいだに三つのルート
で連絡橋が建設されたことで，どのような利点
と問題点があると思うか，自分の考えをまとめ
て発表しよう。

確認

活用

高速交通網　本州四国連絡橋
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❻大阪の市場での四国地方の農産物・水産
物のシェア（大阪中央卸売市場資料）
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1988年開通
児島ー坂出ルート
こ じま さかいで

1998年開通
神戸ー鳴門ルート
こう べ なる と

地図帳を見て，高知からの野
菜の出荷や，徳島からの高速
バスが，岡山・大阪まで走る
ルートを考えよう。

１�．1988～1997年のあいだのルートを
考えよう。

２．1998年以降のルートを考えよう。

本州と四国地方を
結ぶ橋ができたこ
とで，人々の生活
に変化はあったの
かな。

日
文『
中
学
社
会
』コ
コ
が
Ｐ
Ｏ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
！

教
え
や
す
く
、
学
び
や
す
い
紙
面
で
す

32

　日々の学習の舞台となる教科書紙面では，
１授業時間＝見開き２ページの基本構成はそ
のままに，授業で教えやすく，生徒が学びや
すい紙面の実現のために，以下のような
改善を加えました。

日文『中学社会』
ココがPOINT!

教えやすく，学びやすい紙面です
紙面のユニバーサルデザイン化①

　すべての生徒が等しく情報を読
み取ることができるように，特別
支援教育・カラーユニバーサルデ
ザイン（CUD）の観点から，大

おお

内
うち

進
すすむ

先生（国立特別支援教育総合研
究所）に校閲をお願いしました。

専門家によるチェック

紙面のユニバーサルデザイン化②

　本文は，原則１授業時間＝見開
き２ページとし，授業や生徒の思
考の流れに即したレイアウトにし
ています。
①導入資料→②学習課題→③本文
→④学習の確認と活用
　また，学習している単元をすぐ
に確認できるように，見開きの左
端にインデックスを入れています。

「レイアウト」について

紙面のユニバーサルデザイン化④

　すべての生徒が教材の情報を正
しく読み取ることができるように，
地図やグラフなどは，読み取りや
すい配色にするとともに，形や模
様，線の種類など，色以外の情報
でも識別できるようにしました。
　また，図版などの中に示した文
字が読み取りやすくなるように白
抜き・白フチにするなどの配慮も
しています。

図版表現を識別しやすく

紙面のユニバーサルデザイン化⑤

　図版には番号を付し，授業の際
に使いやすくしました。また，本
文にも関連する図版番号を添え，
本文と図版を関連させて読み取る
ことで，よりよく理解できるよう
にしています。

図版番号を設定

紙面のユニバーサルデザイン化③

　本文は，iPhoneや高速道路の
標識にも使われている美しく読み
やすい書体を採用しています。

本　　文：ヒラギノ明朝体
重要語句：ヒラギノ角ゴシック体

　重要語句には，すべてルビ（ふ
りがな）を入れました。ルビの書
体にもヒラギノ角ゴシック体を採
用し，小さな文字も読み取りやす
くしています。

美しく，読みやすい書体に

印刷・製本に関する取り組み①

　写真や地図などの図版を美しく再現する印刷に
は，長年にわたる図工・美術の教科書発行に裏打
ちされたノウハウを活かしています。
　発色がよく，カラーバランスにも優れた紙面は，
図版資料の読み取りを容易にしています。

美しい紙面を支える印刷技術
教科書紙面の拡大

　教科書の判型を，Ｂ５判よりも紙面の左右が３
cmずつ広いＡＢ判にしました。
　写真や地図などの図版をよりダイナミックに配
置し，本文や側注部はゆったりとした文字配置に
することで，ビジュアル性の高い紙面構成になり
ました。

ワイドな判型「ＡＢ判」に

　日本文教出版の新版『中学社会』教科書（地理的分野・歴史的分野・公民的分野）は，生徒が学
習内容を確実に身につけ，意欲的に楽しく学習を進められるよう，さまざまな工夫・改善を行いま
した。各分野の紙面をご紹介しながら，『中学社会』教科書の特色をご案内します。

主な改善点
◆教科書紙面の拡大
◆�紙面のユニバーサルデザイン化
◆�印刷・製本に関する取り組み

Ｂ５判→ＡＢ判
３cm拡大！ ３cm拡大！

印刷・製本に関する取り組み②

　印刷には植物油インキを使用し，
製本などにも化学物質過敏症の原
因物質を使用しないように配慮し
ています。
　また，軽量かつ丈夫で裏写りの
しない再生紙を使用するなど，人
体や環境への影響を少なくしまし
た。

環境に配慮した印刷･製本

①導入資料

④学習の確認と活用

③本文 ③本文

②学習課題

↑地理P.190〜191
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　国会議員は，国会の会期中に逮
たい

捕
ほ

されることがありま
せん（不逮捕特権〈第50条〉。現行犯逮捕を除

のぞ

く）。また，
議院で行った演説・討

とう

論
ろん

・表決について，国会の外で，
その責任を問われません（発言・表決の免

めん

責
せき

特権〈第51
条〉）。このほかにも，議員が政治活動に専

せん

念
ねん

できるように，

国会議員の特権 秘
ひ

書
しょ

の給料や交通・通信費など政治活動に必要な資金が
提
てい

供
きょう

され，待
たい

遇
ぐう

も保障されています。
　なぜこうした権利が国会議員に認

みと

められているので
しょうか。それは，かつてのイギリスで，国会議員が国
王から圧力や干

かん

渉
しょう

を受けた歴史があり，議員の自由な活
動を保

ほ

障
しょう

するためでした。国会議員の特権は，議会制民
主主義の歴史から生まれたものなのです。

今日の民主政治は，国民が選んだ代表者

（議員）によって構成される議会を中心に

行われます
➡P.35
。これを議

ぎ
会
かい
制
せい
民
みん
主
しゅ
主
しゅ
義
ぎ
といいます。議会は国民にとっ

て重要なさまざまな問題について審
しん
議
ぎ
し，決定します。

　日本では国民を代表する議会は国
こっ
会
かい
と
❶
よばれています。日本国憲

けん

法
ぽう
は，国民主

しゅ
権
けん
の原理に基づき，国会を「全国民を代表する選挙さ

れた議員でこれを組織する。」（第43条）と定めています。また，三権

のなかでも「国権の最高機関」（第41条）と位置づけ，国会だけが，政

治や国民生活の重要なルールである法
ほう
律
りつ
をつくる権限をもつ「国の

唯
ゆい
一
いつ
の立

りっ
法
ぽう
機関」（第41条）と定めています。

国会は，衆
しゅう
議
ぎ
院
いん
と
❸
参
さん
議
ぎ
院
いん
の両院からなる

二
に
院
いん
制
せい
をとっています

❷
。二院制では，相

そう

互
ご
の院がたがいのゆきすぎをおさえ

➡P.76
，慎
しん
重
ちょう
な審議がなされ，国民の

さまざまな意見や利益を政治に反
はん
映
えい
されることが期待されています。

二院制の長所を生かすために，両院の議員の選挙区
➡P.78
や任期などにち

がいを設けています。

国会の議決は，衆議院と参議院の議決の

一
いっ
致
ち
によって成立します。両院の議決が

異
こと
なる場合，意見を調整するために両

りょう
院
いん
協
きょう
議
ぎ
会
かい
を
❺
開くことがありま

す。それでも意見が一致しない場合は，予算や条約，内
ない
閣
かく
総理大臣

の指名などの議決について国会の意思を形成しやすくするために，

衆議院の意思を優越させています。これを衆
しゅう
議
ぎ
院
いん
の優

ゆう
越
えつ
と
❹
いいます。

衆議院を優越させるのは，解散制度
➡P.101

があり，議員の任期が短いこと

などから，国民の意思をよく反映すると考えられるからです。

国会の地位

衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

の優
ゆう

越
えつ

二院制

国会の地位としくみ1

議会制民主主義　国会　二院制　
衆議院の優越

学習
課題

国会が「国権の最高機関」とされている
のはなぜだろうか。

衆議院の優越は，どのような考え方に基
づいているか考えてみよう。

確認 活用学習の　 　　 と

国会の地位としくみはどうなって
いるのだろう。

日本に国会が開設されたのは，どのような経
けい
緯
い
だっただろうか。歴史

確認

活用

もし二つの議院が対等なら，
国会運営はどうなるだろう。

❷衆議院と参議院のちがい

❹衆議院の優越

❺両院協議会（2013年）
　両院の議決が一致しない場合，意見を調整
するために，両院から選ばれた委員で両院協
議会が組織されることがあります。

国の政治のしくみ3

参議院

衆議院 参議院

定　数 475人 242人

任　期 4年 6年
（3年ごとに半数を改選）

選挙権 20歳
さい

以上 20歳以上

被選挙権 25歳以上 30歳以上

選挙区 小選挙区295人
比例代表180人

47選挙区146人
比例代表96人

解　散 ある ない

優越事項 内　　容 結　果

法律案の議決
（憲法第59条）

○�衆議院で可決し，参議院で異なった議決
　�→衆議院が出席議員の3分の2以上の
多数で再可決したとき

　　�（→両院協議会を開くこともある）

法律となる

予算の議決
（憲法第60条②）

○�参議院が衆議院と異なった議決
　→両院協議会でも不一致のとき
○�参議院が衆議院の可決した予算を受け取
った後，30日以内に議決しないとき 衆議院の議

決が国会の
議決となる

条約の承
しょう

認
にん

（憲法第61条）

内閣総理大臣の
指名

（憲法第67条）

○�参議院が衆議院と異なった議決
　→両院協議会でも不一致のとき
○�衆議院が指名の議決をした後，10日以内
に参議院が議決しないとき

予算の先議
（憲法第60条①） ○予算は衆議院に先に提出する

内閣不信任の決議
（憲法第69条） ○内閣不信任の決議は衆議院だけができる

衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

と参議院はどこが
ちがうのかな。参議院玄関

中央玄関（天
てん
皇
のう
陛
へい
下
か
のお迎え，

国会議員選挙後の初登院，
外国の国

こく
賓
ひん
の来

らい
訪
ほう
時の使用）

衆議院玄
げん
関
かん

●❶国会議事堂と国会の構成

議長

演　壇
えん だん

速記者

国務大臣席国務大臣席 内閣総理大臣席

自由民主党 291

民主党 72

公明党 35

日本維新
の会 41

日本共産党
　　　  21

その他の政党 6
無所属 9

副議長席

最前列は
初当選の議員の席

最後列は
当選回数が多い議員の席

（議長・副議長含む）
議長席

ｂ

ａ
ｂ

い しん

とう

ふく

ｂ ａ

❸衆議院本会議場の席順（2015年）

日
文『
中
学
社
会
』コ
コ
が
Ｐ
Ｏ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
！

基
礎
・
基
本
が
確
実
に
定
着
し
ま
す

54

●小学校社会科との関連

●他分野との関連
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世界の
地域構成世界の姿

1編1章

人口の多い国
10番目まで

30番目まで

(2012年)

日本
約1億2750万人
（10番目）最も人口の少ない国

バチカン市国

0°
赤　　　　道

面積の広い国
10番目まで

30番目まで

(2011年)
中
部
国
際
空
港

バチカン市国

バチカン市国
の大きさ

2km0

日本
約37万8000㎢
（およそ60番目）

最も面積のせまい国
バチカン市国

0°
赤　　　　道
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現在，世界には，領
りょう
土
ど
と国

こく
民
みん
と主

しゅ
権
けん
を

もった国（独
どく
立
りつ
国
こく
）が，およそ195か国あ

ります。これらの国のなかには，人
じん
口
こう
の多い国や少ない国，面

めん
積
せき
の

広い国やせまい国，日本とかかわりの深い国，ニュースで取り上げ

られることの多い国など，さまざまな国があります。いっぽう，世

界には，ほかの国におさめられている地
ち
域
いき
や，独立国として認

みと
めら

れていない地域もあります。

現在，世界の人口は約71億人です。その

うち日本の人口は約１億2750万人で，中

国，インド，アメリカと人口の多い国から順番にならべると，世界

で10番目になり
（2012年）
ます

❷
。世界の陸地の総面積は約１億5000万km2あり

ます。そのうち日本の面積は約37万8000km2で，ロシア，カナダ，ア

メリカと面積の広い国から順番にならべると，世界でおよそ60番目

になり
（2011年）
ます

❸
。

　人口と面積の面から見ると，世界にはとても大きな国があること

や，日本が決して小さな国とはいえないことがわかります。また，

人口を面積で割
わ
ると人

じん
口
こう
密
みつ
度
ど
がわかります。日本の１km2あたりの

人口密度は約337人で，世界でおよそ20番目になります。

世界の国々

人口や面積から
世界の国を見る

世界の国を知る①2世界にはどのような国があるか，
人口・面積から調べよう。

学習
課題

P.270の「世界の国別資料」を見ながら，以下の作業をしよう。

１．�人口の多い国ベスト10を調べて，❷の空らんに国名を書きこもう。
２．�面積の広い国ベスト10を調べて，❸の空らんに国名を書きこもう。
３．�国名を書きこんだ❷・❸を見て，考えよう。
　・人口の多い国，面積の広い国はどの州に多いだろう｡
　・新聞で大きくあつかわれていた国は，このなかにあるだろうか｡

トライ

１．�新聞を見て，取り上
げられている国の数を
数えよう。
２．�その日の紙面で大き
くあつかわれていた国
を，５か国答えよう。

トライ

独立国　人口　面積　人口密度

　世界で最も人口の多い国は中国（約13億8000万人）で，日本の
10倍以上の人が住んでいます

➡P.36
。また，世界で最も面積の広い国は

ロシア（約1710万㎞2）で，日本の45倍以上もあります
➡P.101

。
　世界で最も人口の少ない国と，最も面積のせまい国は，どちら
もヨーロッパ州のバチカン市国です。イタリアの首都のローマ市
内にあります。人口はわずかに約800人で，日本の大規

き

模
ぼ

な中学
校の生徒数よりも少ないほどです。そのほとんどはキリスト教の
教会の関係者です。面積は約0.4㎞2しかなく，日本の市町村で最
もせまい舟

ふな

橋
はし

村
（富山県）

のおよそ８分の１しかありません。

●❶

世界最大・最小の国αプラス
地理

世界の姿

❷人口の多い国と少ない国（2013年刊　世界国勢図会）

❸面積の広い国とせまい国（2013年刊　世界国勢図会）

日本の人口・面積は世界全体のおよそ何
分の一くらいになるか，P.4の８〜12行目を見
て計算しよう。

確認 活用学習の　 　　 と

ほかの国におさめられている地域や，独
立国として認められていない地域はどのような
ところか調べよう。

確認

活用

５年・小学校で学習した世界の主な国の名前と位置をふりかえろう。小学校

ア

イ

エ
オ

ク

カ

キ

ケ

ウ

コ

サ

シ

ス

タ

チ

セ

ソ

ツ

テ
バチカン市国の範囲

　バチカン市国●❶

　P.270の「世界の国別資料」は，
世界各国の国名や基本的な統計
数値が示された表です。これか
らの学習で，この表を活用して
いきましょう。

巻
か ん

末
ま つ

資料の 
使い方

統計資料を活用する①

国　　　名 面　積
（万㎢）

人　口
（万人）

人口密度
（人/㎢）

国内総生産
（億ドル）

1人あたりの国
内総生産（ドル）

1

ア
ジ
ア
州

アゼルバイジャン 8.7 931 107 634 6813

2 アフガニスタン 65.3 2983 46 189 586

3 アラブ首長国連邦 8.4 921 110 3387 42921

4 アルメニア 3.0 297 100 101 3270

5 イエメン 52.8 2385 45 315 1270

6 イスラエル 2.2 764 346 2429 32123

7 イラク 43.5 3278 75 1228 3758

8 イラン 162.9 7642 47 5218 6977

9 インド 328.7 123669 376 18976 1528

10 インドネシア 191.1 24686 129 8468 3495

11 ウズベキスタン 44.7 2854 64 456 1641

12 オマーン 31.0 331 11 727 25536

13 カザフスタン 272.5 1627 6 1864 11503

14 カタール 1.2 205 177 1733 92682

15 韓国 10.0 4900 490 11162 23067

16 カンボジア 18.1 1487 82 128 897

17 北朝鮮 12.1 2476 205 124 506

18 キプロス 0.9 113 122 250 30523

19 キルギス 20.0 547 27 59 1098

20 クウェート 1.8 325 182 1609 57102

21 グルジア 7.0 436 63 144 3319

22 サウジアラビア 215.0 2829 13 5971 21262

23 シリア 18.5 2189 118 643 3095

24 シンガポール 0.07 530 7428 2599 50087

25 スリランカ 6.6 2110 322 592 2812

26 タイ 51.3 6679 130 3697 5318

27 タジキスタン 14.3 801 56 65 935

28 中国 959.7 137707 143 72038 5439

29 トルクメニスタン 48.8 517 11 257 5042

30 トルコ 78.4 7400 94 7750 10524

31 日本 37.8 12751 337 58704 46407

32 ネパール 14.7 2747 187 185 607

33 バーレーン 0.08 132 1739 258 19512

34 パキスタン 79.6 17916 225 2089 1182

35 バングラデシュ 14.8 15470 1048 1062 706

36 東ティモール 1.5 111 75 56 4829

37 フィリピン 30.0 9671 322 2248 2370

38 ブータン 3.8 74 19 17 2336

39 ブルネイ・ダルサラーム 0.6 41 72 164 40301

40 ベトナム 33.1 9080 274 1236 1392

41 マレーシア 33.1 2924 88 2879 9977

42 ミャンマー 67.7 5280 78 553 1144

43 モルディブ 0.03 34 1128 … …

44 モンゴル 156.4 280 2 86 3060

45 ヨルダン 8.9 701 78 288 4556

46 ラオス 23.7 665 28 82 1303

47 レバノン 1.0 465 445 390 9165

48 アイスランド 10.3 33 3 140 43240

49 アイルランド 7.0 458 66 2210 48836

5

10

第 4編　私たちと国際社会 177176

まんがから国際社会を考えよう

あなたの町で窃
せっ
盗
とう
事件が起きたら，警

けい
察
さつ

が捜
そう
査
さ
を行い容

よう
疑
ぎ
者を逮捕し，裁

さい
判
ばん
が開

かれるでしょう。それでは，世界全体ではどうでしょうか。ある国

が他の国を侵
しん
略
りゃく
したとします。国際社会はどのように対応するので

しょうか。国家と国家からなる国際社会には，国内の社会とはち

がって，法を執
しっ
行
こう
するような中央の政府はありません。これが国際

社会の根本的な性質です。

　深
しん
刻
こく
な被

ひ
害
がい
をもたらす戦争は防がなければなりません。自由な貿

易を促
そく
進
しん
したり，まずしい国々の状

じょう
況
きょう
を改

かい
善
ぜん
したり，地球温

おん
暖
だん
化の

問題を解決したりすることは，一国だけではできません。意見のち

がいを乗りこえて，国家間で協力することが必要です。日本はこう

した問題の解決のために何ができるのでしょうか。国際の学習では，

私たち一人一人が，国際社会の成り立ちやルールを学習することを

目標とします。

国際の学習って
何をするの？

●❶クリミア問題（2014年3月19日
新聞）　ウクライナの領土である
クリミアの編入をロシアが表明し，
国際秩

ちつ

序
じょ

に大きな影
えい

響
きょう

をあたえて
います。

❸国際的な温暖化
防止の目標に向けた
日本の動き（2013年
1月27日新聞）　

❷地球温暖化問題
（2013年9月28日新聞）

　例えば，自分の家のことで，ほか
の家から何か言われるのはいやなも
のだろう。しかし，それが人権にか
かわるものだったり，周辺の環

かん

境
きょう

を
悪くしたりすることだったとしたら，
他人に関係してほしくないと言い切
れるものだろうか。

国際社会の問
題を考えると
きは，地理や
歴史の学習も
ふり返ってみ
よう。

多様な価値観があ
り，複雑な国際社
会の問題ですが，
一人一人の人権に
焦
しょう

点
て ん

をあてて考え
てみてはどうかな。

①A国とB国の主張を書き出してみよう。

②A国の人権問題を正すためには，
　どのようにしたらよいでしょうか。

現代の国際社会のようす

問いかけへのアプローチ

　国際社会は，異なる文化，社会，
政治制度をもつ，多様な国家から
成り立っています。国際単元では，
まずはこうした国際社会の基本的
ルールやしくみについて学ぶこと
から始めます。国際法という国際
社会のルールや，国際連合などの
国際組織の役

やく

割
わり

をみていきます。

　現代世界は，紛
ふん

争
そう

，貧困，エネルギー，環
境の問題に直面しています。これらの国境を
こえた問題を解決するためには，国家間の利
害対立を乗りこえ，多国間で取り組んでいか
なければなりません。私たちの知

ち

恵
え

や努力と，
各国の協力が必要とされています。

　第二次世界大戦後に平和主義
を掲

かか

げ，環境に対する取り組み
が進んでいる日本は，さまざま
な国際問題の解決に，どのよう
に貢

こう

献
けん

してきたのか，これから
どのように貢献できるのかにつ
いても考えていきます。

強制力がない国際社会

問題や利害対立の発生

どのように協力することができるのか

国家
主権

国家
主権

国家
主権

紛争 貧困 エネルギー 環境

国際ナビ

1 2

3 4

5 6

じん  けん  しん  がい

A国の製品は，
品質もよく安
いですが，あ
なたは買いま
すか？

新聞から読み取る

❹国際社会のしくみ

「第４編　私たちと国際社会」の学習を始めるにあたって

６年・ 異
い

文
ぶん

化
か

理解や日本の国際協力などをふりかえろう。小学校

　１時間の授業で，学習の見通しや振り返りを行う四つの段階を設けています。本文は原則
１授業時間＝見開き２ページとし，この見開きで何を学ぶのかを「学習課題」で明確に示しま
した。また，右ページの側注欄に「学習の確認と活用」を設けて，学習のポイントの確実な定
着を企図した学習活動や，自分の考え方を説明することを促す問いかけを提示しました。

日文『中学社会』
ココがPOINT! 基礎 ･ 基本が確実に定着します

1時間の授業の流れ

　見開きの内容の入り口になる資料
と，それに関係する問いかけを設け
ています。

●❶導入資料

　この見開きの学習で，何を学んで
いくのかを明らかにしています。

●❷学習課題

●キーワード
　見開き内でポイントとなる言
葉を示しています。「学習の確
認と活用」の問いかけに答える
ときなどに，ここにあげた言葉
を活用することができます。

コラムの例

1編1章

1編4章

1編2章

1編3章

世界の姿

世界各地の
人々の生活
と環境

アジア州

ヨーロッ
パ州

アフリカ
州

北アメリ
カ州

南アメリ
カ州

オセアニ
ア州

世界のさま
ざまな地域
の調査

2編3章

九州地方

2編4章

2編1章

2編2章

日本の姿

自然環境や
災害・防災

人口

資源･エネル
ギーと産業

結びつき

中国・
四国地方

近畿地方

中部地方

関東地方

東北地方

北海道
地方

身近な地
域の調査

オーストラリア

ブラジル

ロシア

南アフリカ共和国

サウジアラビア

アラブ首長国
連邦

カタール インドネシア

11477

3658

464

4647

2289

8021

7024

3618

1247

れんぽう０°
赤　　　　道

鉄鉱石　　　銅　　　ボーキサイト　　　石油　　　天然ガス　　　石炭石炭（万t）

石油（万kL）

鉄鉱石（万t）
（2012年，2011年)
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資源･エ
ネルギー
と産業
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なぜ，日本で再生可能エネルギーを重視
する必要があるのか，次の言葉を使って説明し
よう。
［輸入　埋蔵量　石油　原子力発電］

確認 活用学習の　 　　 と

福島第一原子力発電所の事故のあと，み
なさんの身のまわりでは，電力について，どの
ようなできごとがあり，どのような取り組みが
あったかまとめよう。

確認

活用

る投資や技術協力を行ったり，排
はい
他
た
的
てき
経
けい
済
ざい
水
すい
域
いき
の

➡P.117
海底でレアメタル

⇨P.275
，

レアアースや
⇨P.275

，天然ガスの主成分を取り出すことのできるメタンハ

イドレートなどの資源の探
たん
査
さ
を進めたりしています。

世界各国のエネルギーの供
きょう
給
きゅう
源は，その

国の政
せい
策
さく
や，その国で生産される鉱産資

源によって，ちがいがあります
❻
。

　日本は，世界有数のエネルギー消費国で，エネルギー供給に占
し
め

る石油の割
わり
合
あい
が高い国です。しかし，日本の石油の自給率はほぼ

０％です。また，石油を燃やすと地球温
おん
暖
だん
化
か
の

➡P.56
原因となる二酸化炭 

素を大量に排
はい
出
しゅつ
します。そこで，これまで日本では，発電時に二酸 

化炭素の排出量が少ない原
げん
子
し
力
りょく
発
はつ
電
でん
を推

すい
進
しん
してきました。しかし，

東日本大震
しん
災
さい
に

➡P.146
よって福

ふく
島
しま
第
だい
一
いち
原
げん
子
し
力
りょく
発
はつ
電
でん
所
しょ
で

（福島県）
重大な事故が発生し

（2011年）

たため，エネルギーに対する人々の意識が大きく変わりました。

　そこで，再
さい
生
せい
可
か
能
のう
エネルギーの

⇨P.276
うち，太

たい
陽
よう
光
こう
発
はつ
電
でん
・風

ふう
力
りょく
発
はつ
電
でん
・地

ち

熱
ねつ
発
はつ
電
でん
などの開発が急速に進められるようになりました。しかし，

再生可能エネルギーの開発・利用には，技術的な問題，発電量の少

なさ，発電コストの高さなど，多くの課題が残されています。現在

のところ，再生可能エネルギーを使った発電量は，日本の発電量全

体からみるとわずかです。課題を克
こく
服
ふく
し，比率を高める努力が続け

られています。

●❷〜●❺

日本のエネルギー消費
と再生可能エネルギー

鉄鉱石のように工業の原料になったり，

石油・天然ガスのようにエネルギー源と

して利用されたりするものを，鉱
こう
産
さん
資
し
源
げん
といいます

❶
。鉱産資源のな

かには，石炭のように比
ひ
較
かく
的
てき
分布にかたよりの少ないものもありま

すが，多くの資源の分布はかたよっています
➡P.42
。日本は，鉱産資源の

生産量が少なく，ほとんどを外国からの輸入にたよっています。

日本などの先進国では，進んだ産業や高

度な生活水準を維
い
持
じ
するために，大量の

鉱産資源を消費しています。また，発
はっ
展
てん
途
と
上
じょう
国でも，産業が発展し

てきた国では，資源の消費量が急増してきています
❻
。そのいっぽう

で，鉱産資源の埋
まい
蔵
ぞう
量には限りがあります。そこで，資源のリサイ

クルのしくみの整備や，新たな資源開発が進められています。
　日本は，鉱産資源を安定して確保するために，外国の鉱山に対す

資
し

源
げ ん

・エネルギーと産業からみた日本3

かたよった
鉱産資

し

源
げ ん

の分布

世界と日本の資源・エネルギー1
なぜ日本は，再生可能エネルギー
を重

じゅう

視
し

していく必要があるのだろ
う。

学習
課題

❻主な国のエネルギー消費量と供給割合
（2014年刊　日本国勢図会）

注）福島第一原子力発電所の事故が発生した年の数値です。
ふくしま

ふく

かんさん
「バイオマスほか」には太陽光・風力・地熱などを含む。
国名の下の数字は，消費量を石油に換算したものです。

アメリカ
21.9億t

27.3億t
中国

7.5億t
インド

4.6億t
日　本
7.3億t
ロシア

3.1億t
ドイツ

2.7億t
ブラジル

％0 20 40 60 80 100

石油
16.2％ 68.1％

石炭

天然ガス 4.0％

35.9

22.1

21.7

44.7

32.7

40.4 5.7 8.5 13.6 30.3

24.8 22.3 9.0 10.7

23.3 21.7 5.7

43.5 6.7
1.2

1.5

0.5

3.1

0.7

1.5

1.5 25.0

15.9 53.5 6.2
2.0

21.9 26.0 9.8 5.1

1.3

原子力 0.8％ 8.7

バ
イ
オ
マ
ス
ほ
か

％
水力 2.2％

(2011年)

●❶主な鉱産資源の分布と日本の輸入（2012年刊　ディルケ世界地図帳ほか）

鉱産資源　原子力発電　再生可能
エネルギー　

なくなる資源

αプラス
地理

持続可能な社会 さまざまな再生可能エネルギー

　再生可能エネルギーは，鉱産資源にたよらず，自然環
かん

境
きょう

にあたえる影
えい

響
きょう

が少ないため，持続可能な社会
➡P.54

を実現するために重
要なエネルギーです。水力，太陽光，風力，地熱，バイオマス

➡P.177
などが含

ふく

まれます。

（神
か

奈
な

川
がわ

県清
きよ

川
かわ

村）　水が流れ落ち
るエネルギーで発電します。ダム
建設で自然環境におよぼす影響が
課題です。

❷水力発電（2013年）

（埼
さい

玉
たま

県吉
よし

川
かわ

市）　太陽光エネル
ギーで発電します。建物の屋上で
も発電できますが，発電量は天候
に左右されます｡

❸太陽光発電（2012年）

（福
ふく

島
しま

県郡
こおり

山
やま

市）　風の力で巨
きょ

大
だい

な
風車の羽根を回して発電します。
発電量は風の状態に左右されます。

❹風力発電（2012年）

（大
おお

分
いた

県九
ここ

重
のえ

町）　マグマに温
あたた

めら
れた熱水と蒸

じょう

気
き

で発電します。発
電所建設で自然環境におよぼす影
響が課題です｡

❺地熱発電（2011年）

P.156〜157「原子力発電所の事故と再生可能エネルギー」も見てみよう。

「３Ｒ」という取り組み
　できるだけごみを減らし，限られた地球の資源を
有効に活用して，持続可能な社会をめざすための取
り組みを表した言葉です。次の三つの「Ｒ」をまと
めて「３Ｒ」とよびます。
▶ Reduce（リデュース）
　 ごみの発生そのものを減らす
▶ Reuse（リユース）
　 できるだけすてずに，くり返し使う
▶ Recycle（リサイクル）
　 資源として再利用する

日本は，人々の生
活や産業に必要な
鉱産資源を，どこ
から輸入している
のかな。

↑公民P.96〜97

↓地理P.155

NEW!!

●連携コーナー
　小学校社会科・地理・歴史な
どの学習とのつながりを示して
います。

　十分な文字量を確保し，平易な表
現で学習内容の因果関係や趣旨，概
念などを丁寧に叙述して，生徒の理
解を深めます。

●❸本　文

　「学習課題」に対応し，見開きの学
習の理解を確かにする活動や，自分
の考えを説明する問いかけを示して
います。

●❹学習の確認と活用

ふり返り

●言語活動コーナー
　図版の内容を読み取ったり，
それをもとに思考・判断・表現
したりする活動を示しています。

●コラム
　見開きページの学習に関する
事項を掘り下げる具体的な内容
を取り上げて，理解を深めてい
くことができるコラムです。

見通し

NEW!!

学習した人物・聖徳太子・小野妹子

小学校社会科や，
他分野で学習し
た内容との関連
を充実させまし
た。

地理教科書
（P.４）

いちご
合計16.3万t

(2012年) 0％ 20 40 60 80 100

長崎県
ながさき

静岡県
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か ごしま
鹿児島県

ながさき
長崎県

おきなわ
沖縄県

おきなわ
沖縄県

おきなわ
沖縄県

ながさき

長崎県

ふくおか

福岡県
おおいた

大分県

みやざき

宮崎県

か ご しま

鹿児島県

く
ま
も
と

熊
本
県

さ が

佐賀県

福岡

北九州

熊本

鹿児島

大分

長崎

宮崎

那覇

久留米
佐世保

佐賀

都城

きたきゅうしゅう

な は

く る
さ せ ぼ

みやこのじょう

め
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１㎢あたりの人口密度

100～500人
50～100人
50人未満

(2010年)

500～1000人
1000～5000人
5000人以上

新幹線
高速道路
主な空港

100万人以上
15～100万人

(2010年)

(2014年)

（総務省資料ほか）

C231_02_01
九州地方の人口密度

流用図66％
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しいたけ

たけのこ

たけのこ
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きゅうり

トマト
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にわとり
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（国土交通省資料ほか）

森林・その他
市街地

果樹園

畑
田

かじゅえん

(2009年)

C231_02_02
九州地方の土地利用と農林水産業

流用図66％
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みやこのじょう
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(2012年)
工業製品出荷額

注）2500億円以上
　 の市町村

3兆円
1兆円
5000億円

円内は最も出荷額の多い業種
食料品

電子部品化学
輸送機械

鉄鋼
てっこう

飲料
ゴム製品

（経済産業省資料）

石油製品

C231_02_03
九州地方の工業

流用図66％

30km0
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九州地方を学習する視点

九
きゅう
州
しゅう
地方の人口は，九州北部に集中して

います
❶
。地

ち
方
ほう
中
ちゅう
枢
すう
都
と
市
し
で

⇨P.276
ある福

ふく
岡
おか
市では

人口が増え続けていて，福岡市に人口・産業などが九州地方全体か

ら集中する動き（一
いっ
極
きょく
集
しゅう
中
ちゅう
）

⇨P.275
がみられます。交通網の整備が進んだ結

果，福岡市は，新幹線，高速バス，特急列車などで九州地方の各地

と結ばれています。いっぽう，離
り
島
とう
や九州山地などでは，人口が減

少して過
か
疎
そ
化が進んでいます。

気候が温
おん
暖
だん
な九州地方は，日本のなかで

も農業の盛
さか
んな地

ち
域
いき
です。平野が広がる

九州北部は稲
いな
作
さく
地帯で，水田の裏

うら
作
さく
として冬に小麦などを栽

さい
培
ばい
する

二
に
毛
もう
作
さく
も盛んです

❷
。いちご

❹
やトマトなどの栽培も行われています。

　九州南部では，肉牛，豚
ぶた
，にわとりなどの畜

ちく
産
さん
業
ぎょう
が盛んで

➡P.158
す
❷❺
。宮

みや

崎
ざき
平野では，温暖な気候を生かして，野菜の園

えん
芸
げい
農
のう
業
ぎょう
が

⇨P.274
行われてい

ます。ビニールハウスを使って，農産物の出荷時期を早めにずらす

促
そく
成
せい
栽
さい
培
ばい
が

⇨P.275
盛んです

❼
。シラス台地では，水が得にくいために農業の

開発が遅
おく
れ，やせた土地でも育つさつまいもが江

え
戸
ど
時代から栽培さ

れてきました。第二次世界大戦後に農業用水がつくられ，野菜の栽

北部に集中する人口

自然環
かん

境
きょう

を
生かした農業

九
きゅう

州
しゅう

地方をながめて②
九州地方の人口や産業2九州地方の人口や産業の特色をお

おまかにとらえよう。
学習
課題

九州地方とアジア州とのあいだには，弥
や よ い

生時代・鎌
かま

倉
くら

時代にどのような結びつき
があったのだろう。歴史

培が行われるようになりました。

明
めい
治
じ
時代に，現在の北九州市

（福岡県）
に官営八

や
幡
はた

製鉄所がつくられ，中国の鉄鉱石と北九

州に近い筑
ちく
豊
ほう
炭田の石炭を使って，鉄

てっ
鋼
こう
の生産が始められました。

その後，北
きた
九
きゅう
州
しゅう
工
こう
業
ぎょう
地
ち
帯
たい
は，第二次世界大戦前には日本の鉄鋼の半

分以上を生産する工業地域に発
はっ
展
てん
し，戦後も日本の四大工業地帯の

一つとして日本の経
けい
済
ざい
を支えました

➡P.160
。いっぽうで，工業の発展にと

もなってさまざまな公害が発生し，社会問題となりました。

　1960年代以
い
降
こう
にエネルギー革

かく
命
めい
が

⇨P.276
進んで，エネルギー源

げん
が石炭

から石油に変わると，九州北部の炭鉱はあいついで閉
へい
鎖
さ
されました。

1970年代の石油価格の上
じょう
昇
しょう
の影

えい
響
きょう
もあって，北九州工業地帯では，

鉄鋼の生産が大
おお
幅
はば
に減少し，鉄鋼業以外の工業ものびなやんで，し

だいにふるわなくなりました。その後，工場の誘
ゆう
致
ち
などの取り組み

が進められた結果，九州地方にはＩＣ（集積回路）工場や自動車工場
が多く進出し，機械工業が盛んになりました

❸
。また，かつて公害に

苦しんだ北九州市では，環
かん
境
きょう
産
さん
業
ぎょう
が発展しています

❻
。

転
てん

換
かん

の進む工業

九州地方の人口・農業・工業の特色を，
九州北部，九州南部に分けて説明しよう。教科
書の太字をなるべくたくさん使うようにしよう。

確認 活用学習の　 　　 と

北九州工業地帯のように，身近な地域の
産業がふるわなくなった場合，どのような取り
組みが必要か考えよう。

確認

活用

❻家電製品のリサイクル工場
（2014年，北九州市若

わか

松
まつ

区）　
　家電製品にはレアメタル，金，
銀などが豊富に含

ふく

まれ，都市鉱山
ともよばれます。写真は，リサイ
クルによってこれらの資源を回

かい

収
しゅう

する工場のようすです。

❼ビニールハウスを使ったきゅうりの
栽培（2014年，宮崎県国

くに

富
とみ

町）　

❽福岡市と韓
かん

国
こく

を結ぶ高速船（2009年）

❹いちごの県別生産量
（農林水産省資料）

(2013年) 0％ 20 40 60 80 100

北海道
19.5％

ほっかいどう
肉牛
合計264万頭

熊本県 5.1
くまもと

宮崎県

岩手県 3.7
いわ て

鹿児島県
14.2％

　か　ご　しま

鹿児島県
13.0

　か　ご　しま

宮崎県
9.5

みやざき

　
8.7

宮崎県
20.0％

鹿児島県
19.9

岩手県
16.3

　
6.9
　
6.3
　
6.3

その他
49.2

豚
合計969万頭

ぶた

千葉県
　ち　ば

群馬県
ぐん　ま

北海道

その他
57.6

にわとり
合計1億3162万羽

青森県 5.2
あおもり

北海道 3.6

その他
35.0

❺肉牛・豚・にわとりの県別飼育頭数
（農林水産省資料）

❸九州地方の工業

九州地方では，産業の発展や人々の生活による環境問題が発生し，
環境保全に積極的に取り組む地域があります。「環境問題や環境保
全」の視

し
点
てん
を通して，九州地方の特色を学習しましょう｡

❷九州地方の土地
利用と農業・漁業

❶九州地方の人口
密
みつ

度
ど

畜産業　北九州工業地帯　　
環境産業

九州地方の交通網
もう

の整備が進
むと，福岡市への人口・産業
の一極集中は弱まるだろうか，
より強まるだろうか。

アジア州との結びつき
　ユーラシア大陸に近い九州地方は，古くからアジ
ア州各地との交流が盛んです。現在でも，福岡など
とアジア州各地が航空路や航路で結ばれ，強い結
びつきがあります。

九州地方の人口
や産業には，地
域によってどの
ようなちがいが
あるのかな。

地理教科書
（P.172）

歴史教科書
（P.36）
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総司令部は，日本の民主化の基本として，

日本政府に大日本帝
てい
国
こく
憲法
➡P.186

の改正を命じ，

政府は総司令部が作成した草案をもとに，改正案をまとめあげまし

た。

　1946（昭和21）年１月，これまで神とされてきた天
てん
皇
のう
の「人間宣

せん
言
げん
」

が出されました。４月には，戦後初の衆
しゅう
議
ぎ
院
いん
議員総選挙

❹
が行われま

した。こうしたなかで開かれた国会に，政府は憲法改正案を提出し，

改正案は４か月にわたる審
しん
議
ぎ
をへて可決されました。そして，1946

年11月３日に日
にっ
本
ぽん
国
こく
憲
けん
法
ぽう
と
❸
して公布

❶
され，翌

よく
年５月３日に施

し
行
こう
され

ました。

　日本国憲法
❷
は，前文で，政府の行

こう
為
い
によって再び戦争の惨

さん
禍
か
を引

き起こさないという国民の決意を示しました。そのうえで，国
こく
民
みん
主
しゅ

権
けん
・基

き
本
ほん
的
てき
人
じん
権
けん
の尊

そん
重
ちょう
・平

へい
和
わ
主
しゅ
義
ぎ
（戦

せん
争
そう
放
ほう
棄
き
）を三つの柱とし，天皇

は国の象
しょう
徴
ちょう
・国民統合の象徴となりました。また，市町村長や，こ

れまで政府が任命していた都道府県知事
➡P.187

も，住民が直接選挙するこ

とになりました。

教育制度では，1946年10月に教育勅
ちょく
語
ご
を

教育の基本方
ほう
針
しん
とすることをやめ，翌年

には教
きょう
育
いく
基
き
本
ほん
法
ほう
を制定しました。教育の目的は，平和な国家・社会

の形成者を育てること
❺❻
と

➡P.229
され，小学校

❼
６年間，中学校３年間を義務

教育とする６・３制と，男女共学とからなる教
➡P.254
育制度が始まりました。

　また，民
みん
法
ぽう
が

➡P.189
改正され，「家」の長子相続と，男

だん

尊
そん

女
じょ

卑
ひ

の考えに基

づく規定が廃
はい

止
し

されました。そして，男女平等と兄弟姉妹の均分相

続や，夫婦対等の家族の制度が定められました。

　経
けい
済
ざい
面での民主化も進められ，総司令部は，日本の経済を支配し

てきた財
ざい
閥
ばつ
を

➡P.197
，戦争を支えた組織として，その解体を命じました。

これを財
ざい

閥
ばつ

解
かい

体
たい

といいます。

　地主の土地を小作人
➡P.197

に解放する政
せい
策
さく
も行われました。政府は地主

がもつ小作地を強制的に買い上げ，小作人に安く売りわたしました。

これを農
のう
地
ち
改
かい
革
かく
と

➡P.286
いいます。改革によって，戦前の日本の農村を支

えてきた，地主と小作人の制度が改められ，自作農家が圧
あっ
倒
とう
的に多

くなりました
❽
。

日本国憲
けん

法
ぽう

の成立

民主化の進
しん

展
てん平和国家をめざして2

新しい憲法は，どのように成立し，
どのような社会をめざしていたの
だろう。

学習
課題

確認 活用学習の　 　　 と

新しい憲法の下で，日本はどのような国
づくりをめざしたのか説明してみよう。
活用

❺戦前・戦中に使われた教科書（左上）と❻すみぬり教科書（左下）（東書文庫蔵）　
新しい教科書ができるまで，軍国主義的な内容にすみをぬって使いました。

❽農地改革による変化（『日本農業基礎統計』）

❼給食の時間（1947年　大
おお

阪
さか

市）　小学校では，1947年から学校給食が再開されました。

日本国憲法　教育改革　財閥解体
農地改革

❹初めての女性国会議員　戦後初の衆議院
議員総選挙で，39名の女性国会議員が誕

たん

生
じょう

し
ました。

1939年と1949年を比べて，
どのようなことが変わってい
ますか。

自作地と小作地の変化

農家の経営形態の変化

1939年

1949年

0 20 40 60 80％ 100

1939年

1949年

0 20 40 60 80％ 100

自作地
５４.２％

自作農家
３0.９％

自小作農家
４２.５

小作農家
２６.６

小作地
４５.８

８６.９

５７.１ ３５.１ ７.８

１３.１

六　戦争の放
ほう

棄
き

　こんどの憲法では，日本の国がけっして二度と戦争をし
ないように，二つのことをきめました。その一つは，兵隊
も軍

ぐん

艦
かん

も飛行機も，およそ戦争をするためのものは，いっ
さいもたないということです。（中略）もう一つは，よその
国と争いごとがおこったとき，けっして戦争によって，相
手をまかして，じぶんのいいぶんをとおそうとしないとい
うことをきめたのです。（文部省『あたらしい憲法のはなし』）　
※1947年，中学校の教科書として当時の文部省から発行されました。

●❷『あたらしい憲法のはなし』

大日本帝国憲法
（1890年11月29日施行）

日本国憲法
（1947年5月3日施行）

天皇 主
しゅ
権
けん
者 国民

　国民主権　

国の元首で，統治権をもつ 天皇 国と国民統合の象徴

衆議院と貴
き

族
ぞく

院
＊衆議院のみ男子有権者が

選挙する
国会

衆議院と参議院
＊両院の議員は男女有権者が

選挙する

天皇をたすけて政治を行う
（天皇に対して責任を負う） 内

ない

閣
かく

国会に対して責任を負う

法律の範
はん

囲
い

内で認
みと

める 基本的
人権

永久の権利として
ひろく保

ほ

障
しょう

する
　基本的人権の尊

そん

重
ちょう

　

天皇が軍隊を統
とう

帥
すい

する
国民に兵役の義務がある

戦争・
戦力

永久に戦争を放棄する
戦力はもたない
　平和主義　

規定なし 地方自治 首長と議員は住民が
選挙する

新憲
けん

法
ぽう

は，どこが新しくなっている
のかな。また，なぜそうしたのかな。

　日本国憲法公布の祝賀会（1946年11月3日　東
とう

京
きょう

都）●❶

　日本国憲法と大日本帝国憲法との比
ひ

較
かく

　（＊は選挙法の規定）
●❸

日本国憲法と大日本帝国憲法のちがいを
　で確かめよう。●❸
確認

日本国憲法の基本的な考え方は，さらに公民的分野でも学習しよう。公民歴史教科書
（P.250）

公民教科書
（P.177）
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コンビニエンスストア スーパーマーケット 通信販売

卸売業と小売業を合わせて商
しょう
業
ぎょう
と
❹
いいます。

　テレビやパソコンを通じてものを買った場合には，運送業が商品

を届けてくれます。その商品は，製造会社自身が小分けして送り出

す場合もありますし，卸売業が大量に仕入れたものを小分けしてい

る場合もあります。

私たちがお店でものを買うときは，商品

の代金をお金で支
し
払
はら
います。このときの

お金は，ふだん紙
し
幣
へい
や硬

こう
貨
か
などの現

げん
金
きん
を用います。そのほか，私た

ちは，図書カードで本を買ったり，プリペイドカード
❻
で

⇨P.243
電車に乗っ

たりすることができます。これらは，商品やサービスの前払
ばら
いをす

るしくみですから，現金の代わりをしているといえます。

　クレジットカード
❻❼
を

⇨P.243
使うと，代金の支払いを待ってもらうことが

できます。ただし，後で自分の銀行預金
➡P.150

から支払うことになります

ので，きちんと準備しておくことが必要です。

　私たちが支払ったお金は，商品を売った商店にわたり，商店は，

そこから仕入れ代金や従
じゅう
業
ぎょう
員
いん
への給料を支払います。それを受け

取った会社や従業員も，同じように次の支払いをします。こうして，

お金は次々にいろいろな人の手をへて，社会のなかでまわります
➡P.153

。

農業協同組合
（農協）

大口消費者

病院・学校など

スーパーマーケット・
消費生活協同組合など

小売業者
産地仲買人

卸　売　市　場
うりおろし

産地直送

直接買い付け

卸
売
業
者

せ　り

仲
卸
業
者

大口小売業者

消費者生産農家

私たちがものを買う商店のことを，小
こ
売
うり

店
てん
と
❶
いいます。小売店のなかには，書

店・電器店・自動車販
はん
売
ばい
会社などの専

せん
門
もん
店や，多くの種類の商品を

そろえる百貨店・スーパーマーケット・コンビニエンスストアなど

があります。このほか，映
えい
画
が
館や学習塾

じゅく
などサービスを売る小売店

もあります。今では，わざわざ店まで行かなくても，テレビで商品

紹
しょう
介
かい
を見て電話で注文したり，パソコンや携

けい
帯
たい
機器から注文して商

品やサービスを受け取ることもできます。

工場でつくられた商品や，外国から輸入

された商品が，私たちの手に届
とど
くまでの

流れを，流
りゅう
通
つう
と
❷
い

➡P.132
います。流通は，商品を大量につくる会社と，商

品を少しずつ必要とする消費者のあいだをつなぐ役
やく
割
わり
を果たします。

　まず，製造会社や生産地から，卸
おろし
売
うり
業が大量に商品を仕入れ，そ

れを小分けしたり，組み合わせたりして，多くの小売業
❸
に売ります。

さまざまな小売店

流通のしくみ

お金の流れ

1985年

14

0

4

2

8

6

12

10

兆円

20009590 05 1410

通信販売

百貨店

コンビニエンスストア

大型スーパー

ものの流れとお金の流れ4

小売店　流通　商業　現金　
クレジットカード

学習
課題

なぜ流通が必要なのか，消費者と生産す
る側に分けて考えてみよう。

●❷や●❹を参考に，身のまわりの小売店が，
どのような流通のくふうをしているか考えよう。

確認 活用学習の　 　　 と

私たちは生活に必要なものをどの
ようにして手に入れているだろう。

高速道路の開通による流通の変化によって，どのように地
ち
域
いき
の生活が変化したか

を思い出してみよう。
地理

確認

活用
❸主な小売業の売上額（経済産業省資料ほ
か）　近年，通信販売はインターネットによる
売り上げが増えています。百貨店やスーパー
マーケットも通信販売を行っています。

●❼クレジットカードの発行枚
まい

数
すう

と利用額
（2013年刊 くらしと金

きん

融
ゆう

なんでもデータほか）

●❶さまざまな小売店

●❷野菜の流通経路

❹商業のはたらきと流通の合理化
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兆円億枚 利用額発行枚数

●❻さまざまな支払いの方法

クレジットカード　商品
代金は後払いで，分

ぶん

割
かつ

払
いもできます。
プリペイドカード　あら
かじめ前払いした金額内
で商品を買えます。
電子マネー　デジタル化
したお金で，商品購入時
に支払いをします。

それぞれの生産者まで
材料を買いに行こう。

スーパーに材料を
買いに行こう。

スーパー

セ
ー
ル

自前で流通を行い，
費用を削減しよう。

このスーパー
は安いね。

さくげん

チェーン店

チェーン店

チェーン店

物流
センター

大規模小売業

卸売業

卸売業

卸売業

商
業
が
な
い
と…

商
業
が
あ
る
と…

流
通
の
合
理
化

みんなは文
ぶん

房
ぼう

具
ぐ

や衣服を，
どこで買っているかな。

　情報化
➡P.6
は，流通業での活用が盛

さか

んです。インターネットの通信販
売を行う企

き

業
ぎょう

は，ICタグを使い巨
きょ

大
だい

な倉庫から効率よく商品を集め
ています。スーパーマーケットやコンビニエンスストアでは，販売
された商品のデータを集計する「POSシステム」のしくみを使い，
効率的な店の運営を行ってきました。
　さらに，現在では，数十万人，数万種類の商品の売り上げのデー
タを分

ぶん

析
せき

して，客の行動を予測して，
いっしょに買われやすいものを隣

となり

にならべたり，買われた商品から客
が次に買いそうな商品のクーポン
券を発行したりしています。ICT技
術の発達に支えられ，整理されてい
ない膨

ぼう

大
だい

なデータ（ビッグデータ）
の収

しゅう

集
しゅう

を行い，それを分析できるよ
うになりました。

流通業の情報化と「ビッグデータ」の活用

●❺携帯端
たん

末
まつ

を使った巨大物流
センター内での商品収集（神

か

奈
な

川
がわ

県小
お

田
だ

原
わら

市）

公民教科書
（P.128）
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109108 第４編　近世の日本

近 世
　武士が政治の実権をにぎった時代のうち，安
土桃山時代と江

え
戸
ど
時代を近世といいます。

（➡P.64中世）

東
とう
海
かい
・近

きん
畿
き
・北

ほく
陸
りく
地方をほぼ統一した織

お

田
だ
信
のぶ
長
なが
は，武

たけ
田
だ
氏をほろぼした後，中国

地方の毛
もう
利
り
氏を討

う
とうとしました。しかし，家臣の明

あけ
智
ち
光
みつ
秀
ひで
に攻め

られ，京
きょう
都
と
の本

ほん
能
のう
寺
じ
で自害しました。信長の家臣の豊

とよ
臣
とみ
秀
ひで
吉
よし
は
❶
，山
やま

崎
ざき
の戦い（京都府）で光秀をたおして信長の後

こう
継
けい
者
しゃ
となり，次いで四

国・九州，さらに関東・東北地方の大名を従
したが
えて，1590年に全国統

一をなしとげました
❷❸
。その間，秀吉は，全国に200万石

ごく
をこえる領

地をもち，大
おお
阪
さか
・京都・伏

ふし
見
み
に城

しろ
を築いて

❹
，全国の金山・銀山を支

配下におきました。さらに，関
かん
白
ぱく
の地位について，天

てん
皇
のう
の伝統的な

権
けん
威
い
をも利用して政治を行いました。

　信長は安
あ
土
づち
に，秀吉は京都の伏見（のちの桃

もも
山
やま
）に城を築いたので，

この時代を安
あ
土
づち
桃
もも
山
やま
時
じ
代
だい
といいます。

秀吉は，ますやものさし
❺
などの基準を統

一し，役人を全国に派
は
遣
けん
して，田畑の面

積をはかり，土地のよしあしや耕作者を調べさせ，村ごとに検地帳

を作成しました。収
しゅう
穫
かく
高
だか
は，全国どこでも同じ大きさのますではか

られ，石
こく
高
1
で

だか
示されました。秀吉が全国で行った検地

❼
を，

➡P.286
太
たい
閤
こう

2
検
けん
地
ち

といいます。

　太閤検地の結果，検地帳
❻
に記された百

ひゃく
姓
しょう
は，その田畑を耕作する

権
けん
利
り
を認

みと
められた代わりに，定められた年

ねん

貢
ぐ

を村ごとに領主である

武士に納
おさ
めることになりました。武士は，その領地を石高であらわ

され，石高に応じて軍
ぐん
役
やく
を負

ふ
担
たん
することになりました。こうして，

公
く
家
げ
や寺社は，それまで荘

しょう

園
えん

領主
➡P.62
としてもっていた田畑に関する権

利をすべて否
ひ
定
てい
され，勢力を失いました。

秀吉は，刀
かたな
狩
がり
を
❽
行って，百姓から刀・

弓・やり・鉄
てっ
砲
ぽう
などの武器を取り上げま

した。刀狩と検地によって，一
いっ
揆
き
などの百姓の抵

てい
抗
こう
を防ぎ，武士と

百姓とを区別する兵
へい
農
のう
分
ぶん
離
り
を進めました。さらに，百姓が田畑をす

てて武士・町人（商人・職人）になることや，武士が百姓や町人にな

ることなどを禁止しました。武士と町人は町に，百姓は村にという

ように住む場所も固定しました。こうして，武士と百姓・町人との

身分のちがいをはっきりさせて，近世社会のしくみを整え，武士に

よる支配を固めていきました。

　また，秀吉は，初めはキリスト教を保護しましたが，長
なが
崎
さき
がイエ

ズス会
➡P.101

の領地になったことなどから，国内統一のさまたげになると

考え，布教を禁止し，宣
せん
教
きょう
師
し
を追放しました。

3

4

　織田信長・豊臣秀吉の勢力の広がり●❷ 　信長・秀吉の全国統一までのあゆみ●❸

豊
とよ

臣
とみ

秀
ひで

吉
よし

の
全国統一

太
たい

閤
こう

検
けん

地
ち

刀
かたな

狩
がり

全国統一と近世社会の基
き

礎
そ

づくり4
全国統一を果たした豊臣秀吉は，
どのようにして人々を支配してい
ったのだろう。

学習
課題

1石は体積ですが，１石を重さにすると米約
150㎏です。田だけでなく畑や屋

や

敷
しき

も米の石
高であらわされ，年

ねん

貢
ぐ

が課されました。

❹大阪城
じょう

（大坂夏の陣
じん

図屏
びょう

風
ぶ

　大阪城天
てん

守
しゅ

閣
かく

蔵）　秀吉が全国の大名に手伝わせて築きま
した。

❺検地に使われたものさし（検地尺
じゃく

　鹿
か

児
ご

島
しま

市　尚
しょう

古
こ

集成館蔵）
×と×のあいだが１尺

しゃく

（約30cm）です。

浅井

桶狭間の戦い（1560年）
おけはざ ま　

安土
京都

堺

石山本願寺

毛利

島津

長宗我部

山崎の戦い（1582年）
やまざき

しま  づ

もう  り

徳川
とくがわ

上杉
うえすぎ

伊達
だ　て

北条
ほうじょう

柴田
しば  た

明智
あけ ち

あざ い

朝倉
あさくら

延暦寺
えんりゃく じ

武田
たけ だ

ちょうそ   か   べ

いしやまほんがん じ

一向一揆
いっこういっき

長篠の戦い（1575年）
ながしの

1587年

1582年

1585年

1586年

1586年

1590年

0 200km

信長の領域
1560年ごろ

1582年ごろ

信長にほろぼされた主な勢力

信長軍の進路

秀吉にほろぼされた主な勢力

秀吉に服従・降伏した大名
ふくじゅう  こうふく

りょういき

年次は服従・降伏した年

秀吉軍の進路

1586年

❶豊臣秀吉
（1537～1598）
（大阪府　逸

いつ

翁
おう

美術館蔵）

豊臣秀吉　全国統一　太閤検地　
刀狩　兵農分離

学習した人物・豊臣秀吉

太閤検地と刀狩で，力を強めたもの，弱
まったものを表に整理しよう。

確認 活用学習の　 　　 と

確認

豊臣秀吉は，太閤検地と刀狩を進めて，
どのような社会をつくろうとしたのか，　 など
を使って説明しよう。

活用

2太閤は関白をやめた人のことで，ここでは
秀吉をさします。
3百姓は，多くは農民ですが，村に住む漁民
や山の民や職人も含

ふく

まれます。
4武士が将軍や大名に対して負う，軍事上の
負担です。

 力を強めた勢力  力を弱めた勢力

一�　百姓が刀・わきざし・弓・や
り・鉄砲，その他の武具を所持す
ることを固く禁止する。その理由
は，不必要な武具を持つと，年貢
を納めずに一揆をくわだてること
になるので，大名と家臣は，百姓
の所持する武具をすべて取り上げ，
秀吉に差し出すこと。

一�　百姓は，農具を持ち，耕作だけ
を行っていれば，子々孫々まで長
く続くであろう。

� （『小
こ
早
ばや
川
かわ
家
け
文
もん
書
じょ
』より一部要約）

　刀狩令●❽

年 できごと
1560 　　桶

おけ
狭
はざ
間
ま
の戦いで今

いま
川
がわ
義
よし
元
もと
を破る

1569 　　堺
さかい

の自治権をうばう
1570 　　一

いっ

向
こう

一揆との戦い（～80）
1571 　　比

ひ

叡
えい

山
ざん

延
えん

暦
りゃく

寺
じ

を焼き討
う

ちする
1573 　　室

むろ

町
まち

幕
ばく

府
ふ

をほろぼす
1575 　　長

なが

篠
しの

の戦いで武田氏を破る
1576 　　安土城

じょう

を築く
1577 　　安土城下に楽

らく

市
いち

・楽
らく

座
ざ

政
せい

策
さく

1582 　　本能寺の変（信長没
ぼっ

す）
　　山崎の戦いで明智光秀をたおす
　　太閤検地を始める（～98）

1583 　　大阪城を築く（～85）
1585 　　関白となる
1588 　　刀狩令を出す
1590 　　全国統一を果たす

  

信
長
が
行
っ
た
こ
と

  

秀ひ
で

吉よ
し

が
行
っ
た
こ
と

❼検地のようす
（秋

あき

田
た

県　玄
げん

福
ぷく

寺
じ

蔵）　江戸時代の
検地のようすです。

中ち
ゅ
う

田で
ん��

七
畝せ

拾
（
十
）

五
歩��

九
斗と��

源げ
ん

左ざ

衛え

門も
ん

尉じ
ょ
う

下げ

田で
ん��

五
畝
拾
五
歩��

六
斗
五
合ご

う

　

��

同
人

中
田��

弐
（
二
）
畝

　
　
　

��

弐
斗
四
升し

ょ
う

　

��

同
人 ❻1589年の検地帳

（熊
くま

本
もと

県立図書館蔵）

織
お

田
だ

信
のぶ

長
なが

と豊
とよ

臣
とみ

秀
ひで

吉
よし

は，
どのような勢力と戦って
いるかな。

秀吉は，刀狩を行う理由をど
のように説明しているだろう。

日
文『
中
学
社
会
』コ
コ
が
Ｐ
Ｏ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
！

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
が
育
成
で
き
ま
す
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　見開きの学習の「導入」と「まとめ」のあいだの「展開」の部分に，「言語活動
コーナー」を新設し，生徒に思考・判断・表現を促すコーナーを拡充しました。
　生徒が主体的に毎時間の言語活動に取り組むことを通して，思考力・判断
力・表現力をのばし，理解を深めることができるようにしました。

日文『中学社会』
ココがPOINT! 思考力･判断力･表現力を育成できます

　導入資料とキャラクターの問いか
けをきっかけに，生徒は学習意欲を
高めることができます。

導入資料と吹き出し

↑歴史P.108〜109

●地理的分野

　地理的事象について考え，判断し，自分の言葉で
表現する際に必要となる地理的技能を整理し，生徒
が発達段階に応じて系統立てて習得できるように，
「スキルＵＰ」を随所に設けました。
　このコーナーは，以下の５種類に整理しています。
①地理的な決まりを身につける
②地図を活用する　　　③写真を活用する
④統計資料を活用する　⑤調べ方を身につける

「スキルＵＰ」コーナーの設置

本書P.19を参照

●歴史的分野

　生徒が学習したことを活用しながら，「時代
の転換のようす」や「時代の特色」について考
え，判断し，自分の言葉で表現することを促
す言語活動を重視し，各時代に配置しました。
こうした学習に取り組むことによって，生徒
は各時代の特色の理解をいっそう深めること
ができます。

「とらえよう！　時代の転換」と
「学習の活用　とらえよう！　時代の特色」の設置

本書P.24〜25を参照

●公民的分野

　「チャレンジ公民」は，各編（章）の学習内容に
関する事例問題を解決するページです。生徒は，
ものごとの考え方や話し合いの技能などを学ぶこ
とができます。
　「アクティビティ」は，授業で取り組むことがで
き，提示した具体的な作業学習に取り組むことで，
生徒は学習の理解を深めることができます。

「チャレンジ公民」と
新コーナー「アクティビティ」などの設置

本書P.28〜29を参照

　「学習課題」に対応した確認・活
用の２段階の言語活動に取り組むこ
とで，生徒は見開きの学習の理解を
確かにするとともに，その知識を活
用してさらに考えを深めたり，現実
の問題に取り組んだりすることがで
きます。

学習の確認と活用

1 学習の
｢導入｣で

　この見開きでどのよう
なことを学んでいくのか
について，生徒は見通し
をもつことができます。

学習課題

学習
課題

　「学習の確認と活用」の問
いかけに答えるときなどに，

生徒はここに整理した言葉を活用し
て表現することができます。

キーワード

2
学習の
｢展開｣で

確認 活用学習の　 　　 と

　「学習課題」と「学習の
確認と活用」のあいだを
つなぐこのコーナーに示
された言語活動に取り組

むことで，生徒は，この見開きの学
習のねらいに段階的に迫っていくこ
とができます。

言語活動コーナー

●
各
分
野
で
は
、
思
考
力
・
判
断

力
・
表
現
力
の
育
成
に
関
し
て
、

次
の
よ
う
な
工
夫
も
し
て
い
ま
す
。

学習の
活　用

アクティブ・ラー
ニングに対応した
コーナーです。

3
学習の
｢まとめ｣で
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日文『中学社会』
ココがPOINT!
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武器を芸術作品に変える取り組み

　回収された武器は，使えないように解体し，農業の道
具，自転車，ミシンなどと交換されています。この取り
組みには，日本各地のNGOが積極的にかかわっています。
日本からは，武器と交換するための放置自転車が，

（福井県）
福
ふく

井
い

市，松
まつ

山
やま

市
（愛媛県）

，久
く

留
る

米
め

市
（福岡県）

などから送られています。
　また，集まった武器の一部は，モザンビークの芸術家
が，平和を訴える芸術作品につくり変えています

❹
。この

運動は，カンボジアや南スーダンにも影
えい

響
きょう

をあたえ，武
器から芸術作品がつくられるようになりました。
　戦争や内戦で経済が混乱し，世界で最もまずしい国の
一つとされたモザンビークは，豊富な鉱産資

し

源
げん

を生かし
て「モザンビークの奇

き

跡
せき

」とよばれる経
けい

済
ざい

成長を続けて
います。１人あたりの国内総生産（GDP）は世界のなか
でも少ないほうですが，ボーキサイトからつくるアルミ
ニウムの生産が増え，天然ガスの開発も進んでいます。

　モザンビークは，サハラ以南アフリカのインド洋沿
えん

岸
がん

にあります
❶
。P.24～25で学習したキリンバ諸

しょ

島
とう

も，モザ
ンビークに含

ふく

まれます。ポルトガルの植民地だったモザ
ンビークでは，1964年に独立戦争が始まり，1975年に
独立を果たしました。独立後も，長いあいだ内戦が続き
ました。内戦でおよそ100万人が死亡し，人口の３分の
１以上が難

なん

民
みん

となりました。戦争や内戦の傷
きず

あとは深く，
鉄道，道路，学校，病院などが破

は

壊
かい

され，国じゅうに多
くの地

じ

雷
らい

が埋
う

められました
❷
。

　1992年に内戦が終わったとき，モザンビーク国内には，
数百万丁の銃などの武器が残っていました。そこで，残
された武器を回収して生活に必要な物資と交

こう

換
かん

する「銃
を鍬に」プロジェクトが，モザンビークのキリスト教組
織などによって考案されました。1995年からは，武器の
回収が始まりました

❸
。

モザンビークでは，「銃
じゅう

を鍬
く わ

に」というプロジェクトが進められています。日本の
NGOが積極的にかかわっている，武器を回収する取り組みをみてみましょう。

❹回収された武器でつくられた芸術作品
　この作品の自転車は，380丁の銃からつくられま
した。

●❸武器の回収（2012年）

❶モザンビークの地図

主な生産品にたよる経
け い

済
ざ い

からの変化から

南北約8000㎞の広がりをもつ　　　大陸

世界最大の　　　砂漠
→　砂漠の南側（サヘル）の
　砂漠化が問題

世界最長の　　　川 
→ エジプト文明が栄える

かんがい農業 → 水が得られる　　　で行われる

らくだの　　　→ 水のとぼしい地域で行われる

　　　→ 熱帯雨林気候の地域で行われ，バナナやいも類を栽培

　　　を中心に，熱帯雨林気候 → サバナ気候 → 
ステップ気候 → 砂漠気候と変化する

19世紀末までの　　　支配の影響
→ 民族のまとまりを無視した直線的な国境線
→ 民族の分断などにより　　　が続いている
→ 　支配していた国の言語を　　　としている国が多い

南アフリカ共和国では　　　という人種隔離政策がとられていた
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1000km0

アフリカ州をふりかえる
学習の
まとめ

学習内容を活用して，表現しよう

知識を整理しよう
空らんにあてはまる言葉を答えて，州のあらましをまとめましょう。
チェックボックスも参考にしましょう。

1を参考に，アフリカ州の特色
を，自分の言葉で文章にまとめ
ましょう。
チェックボックスに示した言葉
を，なるべくたくさん使ってみ
ましょう。

2

1 アフリカ州の経
けい
済
ざい
の変化につい

てまとめました。空らんにあて
はまる言葉を答えましょう。
チェックボックスも参考にしま
しょう。

Step2

Step1

❷内戦で埋められた地雷
の除

じょ

去
きょ

作業
（2008年，モザンビーク）

各ページの に取り上げた用語
のうち，自分の言葉で意味を説
明できたものにチェックを入れ
よう！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アフリカ大陸

砂漠

奴隷

植民地

民族対立

プランテーション

商品作物

鉱産資源

モノカルチャー経済

都市化

ＡＵ

チェックボックス

「いのちの輪だち　Cycle of Life」
フィエル・ドス・サントス，クリスト
ヴァオ・カニャヴァート（ケスター）

（2012年，国立民族学博物館蔵）

●Ⓐや●Ⓒの輸出にたよる状
じょう

況
きょう

Ⓐ の栽
さい

培
ばい

・�ヨーロッパ人の経営する
　　　　で生産されていた。
・�現在もカカオ，コーヒー，
茶，綿花などの生産が盛

さか
ん。

Ⓑ

・　　　経済からの脱
だっ
出
しゅつ
をめざしている。

・持続可能な発
はっ
展
てん
をめざし，世界各国が支

し
援
えん
や協力を行う。

　→日本も　　　や　　　が支援や協力に取り組んでいる。
・EUをモデルに　　　を結成。

Ⓔ

Ⓕ Ⓖ
Ⓗ

Ⓒ豊富な
・�金，銅，ダイヤモンドなど
が豊富。

・�近年は石油や　　　（希少
金属）が注目されている。

Ⓓ
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ワシントン
ミッドウェー島
（1942.6）

硫黄島
（1945.2）    沖縄

（1945.3）
サイパン島
（1944.6）
テアニン島
（1944.7）

ガダルカナル島
（1942.8）

レイテ島
（1944.10）

ソロモン諸島

い おう

おきなわ

アッツ島

東京
ペ キン

北京
ナンキン

南京

スターリングラード

ソビエト連邦
れんぽう

ハワイ諸島

中華民国
ちゅう か みんこく

0°

アメリカ合衆国本土

ハワイ

朝鮮

ブラジル

「満州国」
関東州および満鉄付属地

樺太

台湾

がっしゅうこく

ちょうせん

まんしゅうこく

かんとう まんてつ

からふと

たいわん

28万
3663
人

31万3115人

4万6675人6万5743人

8万5873
人

10万6950
人

7万2787人7万8498人12万8033
　人

14万1765
人

14万393
　人

18万2001
人

16万2642
　人

18万7615
人　

29万
9754
人

男性 女性 内訳資料なし
うちわけ

「命のビザ」を発行した杉
す ぎ

原
は ら

千
ち

畝
う ね

　1940年７月，リトアニアの首都カウナスの日本領事館
に，ドイツに占

せん

領
りょう

されたポーランドからの脱
だっ

出
しゅつ

者
しゃ

を含
ふく

む

ユダヤ人たちが，大ぜいやってくるようになりました。
彼
かれ

らの目的は，シベリア鉄道でソ連を横断して日本にわ
たり，日本経由でアメリカなどに移住することでした

❸
。

ユダヤ人たちは，そのために必要な日本政府のビザ（査
証）発行を求めていたのです。
　当時の日本政府は，ユダヤ人難

なん

民
みん

の入国をきびしく制
限する方

ほう

針
しん

をとっていました。しかし，リトアニア駐
ちゅう

在
ざい

の外交官であった杉原千畝
❷
は，追いつめられたユダヤ人

たちを無
む

視
し

することができず，外務省の指示に反してビ
ザを発行しました。杉原が発行したビザによって，日本
にたどり着いたユダヤ人は，6000人にのぼると推

すい

定
てい

され

ています。このことにより，第二次世界大戦後に帰国し
た杉原は，外交官を辞めさせられました。
　杉原のビザで救われた人たちは，こうした事情を知り
ませんでした。しかし，ビザの発行が杉原の独断で行わ
れたことが判明すると，杉原の行

こう

為
い

を讃
たた

える声が高まり，
イスラエル政府からは，「諸

しょ

国民の中の正義の人」とし
て勲

くん

章
しょう

がおくられました。

国際平和の実現に努めた新
に

渡
と

戸
べ

稲
い な

造
ぞ う

　第一次世界大戦の後，世界の平和を守る国際機構とし
て国際連

れん

盟
めい

が設立されました。その初代事務局次長を務
めた日本人が新渡戸稲造

❶
です。

　新渡戸は，アメリカやドイツの大学で学んだ農政学者
でした。また彼が，外国人に日本を理解してもらうため
に英語で書いた『武士道』という本は，ベストセラーと
なっていました。新渡戸は，当時の日本を代表する国際
人でした。事務局次長となった新渡戸は，1926（大正15）
年に退任するまで，国際連盟の理念を人々に広めること
や，文化の国際交流に努力し，高い評価を得ました。
　1931（昭和６）年に満

まん

州
しゅう

事変が起こると，新渡戸は日本
をほろぼすのは軍

ぐん

閥
ばつ

であると発言し，軍部などからはげ
しく攻

こう

撃
げき

されました。そのいっぽう，日米関係の悪化を
心配した新渡戸は，政府の要

よう

請
せい

を受け，アメリカに日本
の立場を説明する役

やく

割
わり

を引き受けました。しかし満州で
の戦火がやむことはなく，日本は1933年，新渡戸が育成
に努めた国際連盟を脱

だっ

退
たい

しました。新渡戸は日本と世界
の将

しょう

来
らい

を憂
うれ

えながら，同年末，訪
ほう

問
もん

中のカナダで亡
な

くな

りました。

新
に

渡
と

戸
べ

稲
い な

造
ぞ う

と杉
す ぎ

原
は ら

千
ち

畝
う ね

❶1931年に中国の上
シャン

海
ハイ

で開かれた第４回太平洋会議に出席
する新渡戸稲造（1862～1933）（前列の右から２人目）　太平洋を
めぐる国々の学者が諸

しょ

問題について話し合う場で，新渡戸はアメ
リカや中国との相

そう

互
ご

理解の道を模
も

索
さく

していました。

❷イスラエルの切手
になった杉原千畝
（1900～1986）（右から２
人目）

❸ユダヤ人たちが脱出しようとしたルート

民は，コーヒープランテーションで低賃金で働く労働者
を求めたブラジル政府のはたらきかけで始まりました。
　東南アジアでも日本人の移住がみられました。なかに
は，欧

おう

米
べい

人の農園で働く人たちもいました。さらに，朝
ちょう

鮮
せん

や満州，そして樺
から

太
ふと

・南洋諸
しょ

島
とう

など日本の領土や信
しん

託
たく

統治領などが広がるとともに，移民が増えていきました。
　1932（昭和７）年の「満州国」成立後は，政府と軍によ
って計画的に多くの移民が満州へと送り出されていきま
した。成人の移民が困

こん

難
なん

になると，16～19歳
さい

の青少年の
送り出しが強力に進められました

❶❸
。

永住する移民たち
　第二次世界大戦は，日本人移民をきびしい状

じょう

況
きょう

に追い
こみました。敵性外国人として強制的に収

しゅう

容
よう

されたり，
連合国軍兵士として従

じゅう

軍
ぐん

したりした日
にっ

系
けい

二世もありまし
た。また，満州や朝鮮では多くの移民たちが悲

ひ

惨
さん

な犠
ぎ

牲
せい

をはらって日本に引きあげてきました。
　戦後になって，一時的に，永住を原則にした移民が再
開されました。現在の各地の日系人社会は，こうした歴
史を乗りこえてきずかれているのです。

海外移民の始まり，ハワイへ
　明治に入って海外渡

と

航
こう

が自由化されると，外国で働く
日本人が出てきました。19世紀後半の世界では，さとう
きびなどのプランテーションが開発されるいっぽうで，
奴
ど

隷
れい

制度が廃
はい

止
し

されたこともあり，低賃
ちん

金
ぎん

の労働力が求
められていました。
　ハワイへの移民は，1868（明治元）年に始まりましたが，
本格的な移民は，明治政府と当時のハワイ王国が条約を
結ぶことで始まった1885年からになります。
　人々が海外移住した理由は，災害にあった人などが出

で

稼
かせ

ぎ先として外国を選んだケース，農家の次男・三男が
自分の土地を持つことを目的としたケースなどさまざま
ですが，まずしい日本のくらしからぬけ出し，よりよい
くらしを夢見てふるさとをはなれ，ハワイ，その後アメ
リカ本土へと海をわたっていきました。

南米，東南アジアや朝
ちょう

鮮
せ ん

・満州への移民
　ブラジルへの移民

❷
の第１陣

じん

781名は，1908年４月，「笠
かさ

戸
と

丸
まる

」で神
こう

戸
べ

港を出航していきました。ブラジルへの移

●❶1935年の海外在留日本人（下）
（『昭和十年拓

たく

務
む

統計』より作成）

●❷移住をすす
めるポスター
（外務省外交史
料館蔵）

日本人の海外移民

❸満
まん

蒙
もう

開拓青少年義勇軍の内
うち

原
はら

訓
くん

練
れん

所
じょ

（茨
いばら

城
き

県水
み

戸
と

市）　大陸でのきびしい開拓にたえるため
の基

き

礎
そ

的な訓練が行われました。1945年８月の
敗戦まで，約８万6500人の青少年たちが，ここ
から満州にわたりました。

5

10

15

5

10

15

20
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州

0°

（国際連合資料）

赤 道

2000km0資料なし
10％未満
10～20％
20～35％
35％以上

(2011年)

注）南スーダン独立
　 以前のデータです。

注）�SMS…ショートメッセージサービス
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アフリカ州では，この20～30年ほどのあ

いだに，仕事を求めて農村部から都市部

に移住する人々が急激に増え，都
と
市
し
化
か
が進みました

❶
。

➡P.34
都市化や経

けい
済
ざい

成長にともなう社会の変化は，農村部にもおよんでいます。近代的

な工業製品が普
ふ
及
きゅう
すると，自給的な農業が行われていた農村部でも

現金が必要になって，商品作物の栽
さい
培
ばい
が広がりました。

　社会の変化を示す例として，携
けい
帯
たい
電話の急速な普及があります

❷
。

固定電話のように大規
き
模
ぼ
な設備工事を必要としない携帯電話は，都

市部・農村部を問わず，アフリカ州のすみずみにまで普及しつつあ

ります。ケニアの草原にも携帯電話のアンテナが立ち，放牧をして

生活してきたマサイも，家
か
畜
ちく
の世話をするときの連絡や出かせぎの

送金などに，携帯電話を利用しています。

アフリカ州の国々は，輸出用の商品作物

の生産に力を入れてきましたが，いっぽ

うで，主食のとうもろこしや米などの生産はのびなやんでいます。

農産物を購
こう
入
にゅう
する都市人口が増えるにつれて食料の自給が困

こん
難
なん
にな

急
きゅう

激
げき

な都市化と
社会の変化

残された課題

主な生産品にたよる経
けい

済
ざい

からの変化をテーマに学ぶ②
都市化による変化と残された課題4

アフリカ州では，さまざまな課題
を解決するために，どのような取
り組みが必要なのだろう。

学習
課題

世界の紛争とその原因については，３年生の公民的分野でも学習しよう。公民

り，輸入や援
えん
助
じょ
にたよるようになっています。そのため，農産物の

収
しゅう
穫
かく
量
りょう
を増やし，自給率を上げることが大きな課題となっています。

　アフリカ州では，民族のまとまりを無視して引かれた国境線の問

題もあり，民族対立を背
はい
景
けい
とする紛

ふん
争
そう
がしばしば起きています。政

治や社会が不安定なため，深
しん
刻
こく
な飢

き
餓
が
や
❸
大量の難

なん
民
みん
発生が問題にな

ったり，富の公正な配分や産業の発
はっ
展
てん
がさまたげられたりしてきま

した。課題の解決に向けて，国家の果たす役
やく
割
わり
が期待されています。

アフリカ州の国々は，課題の解決のため

に，さまざまな取り組みをしています。

ＥＵ
➡P.50
をモデルにして，アフリカ連

れん
合
ごう
（ＡＵ）という地

ち
域
いき
統合のための

国際組織がつくられました。ＡＵは，アフリカ州の政治・経済的な

結びつきの強化や紛争解決をめざしています。

　いっぽう，先進国や中国は，アフリカ州の開発と人々の生活向上

のために，さまざまな支
し
援
えん
や協力を行っています。日本もアフリカ

州への支援や協力に力を入れている国の一つです
❻
。ODA（政

せい
府
ふ
開
かい
発
はつ

援
えん
助
じょ
）による紛争後の復興や民主的な選挙の実現のための支援，道

路建設，人材育成，農業振
しん
興
こう
への協力を行っています。NGO（非

ひ
政
せい

府
ふ
組
そ
織
しき
）

⇨P.277
による支援もあり，井戸掘

ほ
りや学校建設，保健・医

い
療
りょう
活動な

ど，人々の生活向上のための協力を行っています。また，企
き
業
ぎょう
によ

る投資や鉱産資
し
源
げん
の共同開発なども増えてきています。

自立に向けた
取り組み

●❷携帯電話を使うマサイ（2013年）
と携帯電話を使った送金のしくみ

❺「アラブの春」で運動する人々
（2011年，エジプト）

❻衛生的に水を使うための説明をする日
本人のボランティア（2012年，ルワンダ）

●❶ケニアの首都ナイロビの発展
（2011年）

❸アフリカ州の国々の飢餓率

P.66「武器を芸術作品に変える取り組み」も見てみよう。

 世界の姿 アフリカ州を変える新しい世代

　アフリカ州の若い世代の人々は，親の世代とは異
こと

なる価値観をもち，民
主的な社会の実現や起業（新しい事業を始めること）に対して，積極的な行
動力をもつ人が多いといわれます。変

へん

革
かく

を求めて走り続ける姿から，チー
ター世代とよばれることもあります。ヨーロッパ州やアメリカなどでの留
学・労働経験がある人々のなかには，帰国後に，経験を生かして伝統的な
産業を再生したり，情報通信技術（IT）を活用して新しい事業を展開したり
する人も少なくありません。長く続いた紛争や貧

ひん

困
こん

によって停
てい

滞
たい

していた
社会を変えていこうとする，若い人々の活

かつ

躍
やく

が注目されています。
　また，北アフリカでは，2010年以

い

降
こう

，民主化を要求する大規模な運動
が発生し，チュニジア，リビア，エジプトでは長く続いていた政権がたお
されました。運動では若者の果たした役割が大きく，「アラブの春」とよば
れています。

●❹

●❺

●❹ＩＴ関係の事業の起業をめざす若者
（2013年，ルワンダ）

アフリカ州の飢餓，民族対立，難民，貧
困などの問題を解決するための活動を，教科書
の文章から箇

か
条
じょう
書きでぬき出そう。

確認 活用学習の　 　　 と

あなたの考える「豊かさ」とはなんだろ
う。アジア州，ヨーロッパ州，アフリカ州を学
習してきた内容をふまえて説明しよう。

確認

活用

マサイの人々は，
携帯電話で何を話
しているのかな。

都市化　ＡＵ

１�．●❸とP.60の●❷を比べて，飢餓
率の高い地域と低い地域の農業
（農産物の種類）を確かめよう。
２�．「残された課題」の文章を読ん
で，なぜアフリカ州では商品作
物の生産に力を入れて主食の生
産がのびなやむのか，あなたの
考えを説明しよう。

①送るお金
　を預ける

③指定された
　送金先に
　SMSを送信

④SMSを
　代理店に
　見せる

⑤送金を
　受け取る

送金先送金元

②送金先の
　電話番号を
　通知する

代理店携帯電話の代理店

携帯電話の会社
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ケニア
合計51.7億ドル
(2010年)

ナイジェリア
合計865.7億ドル
(2010年)

0％ 20 40 60 80 100
ボツワナ
合計58.8億ドル
(2011年)

ザンビア
合計90.0億ドル
(2011年)

0％ 20 40 60 80 100

　
8.7

　
11.3

　
7.7

茶
22.5％

石油
70.4％

その他
11.5

その他
9.9

その他
56.0

機械類 5.1

石油製品

野菜・果物

革類 3.5 天然ガス 3.3

くだもの

かわ

切り花など

ダイヤモンド
75.3％

銅
75.1％

その他
16.8

機械類 3.6 とうもろこし 2.1

ニッケル 6.0

金属製品 2.4

機械類 4.8 衣類 4.0
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植民地時代のアフリカ州では，植民地支

配をしていたヨーロッパ人の経営する大
だい

規
き
模
ぼ
な農園（プランテーション）

⇨P.275
で，カカオ

❶
，コーヒー

❻
，茶，綿花な

ど，特定の商
しょう
品
ひん
作
さく
物
もつ
が

⇨P.275
栽培され，輸出されていました。

　多くの国では，独立後もこのような商品作物の輸出に特化した農

業が続いています。チョコレートの原料であるカカオは，世界有数

の産地であるガーナなどのギニア湾
わん
周辺の国々を中心に，盛

さか
んな生

産・輸出が続いています
❹
。いっぽう，コーヒーや綿花は，南アメリ

カ州やアジア州などの輸出の増加にともない，アフリカ州での生産・

輸出はのびなやんでいます。このほか，ケニアやエチオピアでの花

の栽培
❷
のように，近年，発

はっ
展
てん
のいちじるしい商品作物もあります。

アフリカ州は，金，銅，ダイヤモンドな

どの鉱
こう
産
さん
資
し
源
げん
が豊富で

❺
，植民地時代から

資源開発が進みました。独立後は，石油やレアメタル（
⇨P.275

希少金属）の

開発も行われました。21世紀に入って，鉱産資源の国際価格が上
じょう
昇
しょう

輸出用の
商品作物の栽

さい

培
ばい

鉱
こう

産
さん

資
し

源
げん

の開発と
経
けい

済
ざい

成長

主な生産品にたよる経
けい

済
ざい

からの変化をテーマに学ぶ①
アフリカ州の農業・鉱業の変化3

特定の商品作物や鉱産資
し

源
げん

にたよ
る経済には，どのような課題があ
るのだろう。

学習
課題

プランテーション　商品作物　
鉱産資源　モノカルチャー経済

すると，これらの資源の多いナイジェリアやアンゴラ，ボツワナな

どで，経済成長が急速に進みました。しかし，経済が成長しても鉱

産資源の輸出にたよる状
じょう
況
きょう
は大きくは変わっていません。

特定の商品作物や鉱産資源などの輸出に

たよる経済
❸
を，モノカルチャー経

けい
済
ざい
とよ

びます。このような状況では，工業化が進まず，国民全体に豊かさ

がゆきわたらずに貧富の差が拡
かく
大
だい
しやすいなどの問題があるため，

モノカルチャー経済からぬけ出すための努力が続けられています。

　鉱産資源の開発を中心とする経済成長の背
はい
景
けい
には，世界各国の支

し

援
えん
や協力があります。特に中国は，21世紀に入ってからアフリカ州

の国々に対する援助や投資を大
おお
幅
はば
に増やしています。その結果，中

国からの機械類の輸入や，中国への鉱産資源の輸出が急増し，中国

はアフリカ州を植民地支配していたヨーロッパ州の国々を上まわる

貿易相手国になりました。

　鉱産資源が豊富で，経済成長の大きな可能性をもつアフリカ州に

対しては，世界各国からの注目が集まっています。アフリカ州の

国々の持
じ
続
ぞく
可
か
能
のう
な発

はっ
展
てん
の

⇨P.277
ためには，各国が自立して経済成長を続け

られるように，鉱産資源の開発にとどまらず，産業の育成や技術交

流などを通した世界各国の協力が求められています。

モノカルチャー経済
の克

こく

服
ふく

に向けて

アフリカ州の国々は，どのような商品作
物や鉱産資源にたよったモノカルチャー経済な
のか，P.60の●❷，P.61の●❺も参考にして説明
しよう。

確認 活用学習の　 　　 と

アフリカ州の国々が自立して持続可能な
発展を続けるためにはどうすればよいか，みん
なで考えよう。

確認

活用

●❻コーヒー豆の乾
かん

燥
そう

（エチオピア）

世界計
461万t

(2011年) 0％ 20 40 60 80 100

インドネシア
15.5

ガーナ
15.2

　
8.7

その他
20.9

コートジボワール
33.8％

ナイジェリア カメルーン 5.9

金
合計2660t

ダイヤモンド
合計   27t

コバルト
合計10万9000t

クロム
合計2330万t

(2011年)

注)コバルト，クロムは，レアメタルに含まれます。
ふく

0％ 20 40 60 80 100

ロシア
7.5

トルコ
8.2

　
6.8

　
6.7

　
6.7

　
6.5

中国
6.2

中国
13.6％

ロシア
24.8％

コンゴ民主共和国
55.0％

南アフリカ共和国
43.8％

インド
16.5

カザフスタン
16.3

その他
21.5

その他
15.2

その他
15.7

ボツワナ
23.7

　
14.4

　
9.7

アメリカ
8.8

カナダ
8.0

その他
53.6

オーストラリア

ジンバブエ

ザンビア 5.0

南アフリカ共和国

コンゴ民主共和国

カナダ

アンゴラ

ロシア 5.8

❹カカオの国別生産量（FAO資料）

❺金・ダイヤモンド・レアメタルの国別
生産量（2013年刊　世界国勢図会）

●❸アフリカ州の主な国々の輸出品目
（2013年刊　世界国勢図会）

●❶カカオの栽培（2009年，ガーナ） ●❷バラの栽培（2008年，ケニア）

 世界の姿 広がるフェアトレード

　世界規
き

模
ぼ

で取り引きされるカカオやコーヒーのような農産物は，
ロンドン
（イギリス）

やニューヨーク
（アメリカ）

などの取引所で価格が決まっているため，
発展途

と

上
じょう

国の生産者が不利な価格を押しつけられたり，急
きゅう

激
げき

な価
格の動きによって生活をおびやかされたりすることもめずらしく
ありません。生産者の生活が不安定になると，自然環境や消費者
の健康に配

はい

慮
りょ

した農産物を生産することも難
むずか

しくなります。
　このような問題を解決するため，生産者の労働に見合った価格
で農産物などを買い入れる，フェアトレードという取り組みが広
がりつつあります。例えば，エチオピアでは，フェアトレードの
開始後，生産者が以前よりも有利な価格でコーヒーを取り引きす
ることができるようになりました。フェアトレードは，生産者が
安全で質のよい農産物をつくり，消費者がそれを選んで購

こう

入
にゅう

する
ことで，生産者と消費者が協力する，新しい形の貿易といえます。

●❼

●❼日本の店頭に
ならぶフェアト
レードコーヒー
（2013年）

１�．P.37を見て，中国の工業化の現状を
ふりかえろう。

２�．中国からの機械類の輸入や，中国への
鉱産資源の輸出が増えている理由を，中
国の工業化の面から考えよう。

３�．アフリカ州への援助や投資を増やすと，
中国にとってどのような利点があるか考
えよう。

なぜ，中国はアフリカ州への
援助や投資を増やしているの
だろう。

アフリカ州の国々の
輸出には，どんな特
色があるのかな。

今日の社会を生きる子どもたちのために

①人権・共生社会にかかわる教材
今日の社会を生きる子どもたちのために

②平和・国際理解にかかわる教材

　教科書全体を，人間尊重の考え
方を基本理念として構成していま
す。人権尊重・男女平等などの観
点から，先人の取り組みはもちろ
ん，現代の日本や世界の基本的人
権にかかわる事例を随所に提示し
ました。これらの学習を通して，
多文化共生社会を生きる生徒に必
要な態度を養うことができるよう
にしました。

　世界各地の紛争が今なお絶えないなか，
平和の形成に貢献し，国際理解を深めて
いくためには，どのような考え方や態度
が重要かを丁寧に解説しました。さらに
平和主義を掲げる我が国の立場や，国際
協力，国際支援の実態をとらえることを
通して，国際社会に生きる平和で民主的
な国家・社会の形成者としての自覚を養
えるようにしました。
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日本労働総同盟成立

日本農民組合結成

小作争議

労働争議

217216 第５編第２章　二度の世界大戦と日本

■1労働者　■2小作人　■3女性　■4被差別
部落の人々が，どのような社会をめざしていた
かをそれぞれ整理しよう。

なぜ社会運動は制約を受けることになっ
たのか，人々がめざしたものをふまえて説明し
てみよう。

確認 活用学習の　 　　 と

第一次世界大戦中から，賃
ちん
金
ぎん
の引き上げ

などを求める労
ろう
働
どう
争
そう
議
ぎ
が
❷❸
，ひんぱんに起

こるようになりました。労働組合も相次いで生まれ，1921（大正10）

年には，全国規
き
模
ぼ
の日本労働総同

どう
盟
めい
がつくられました

1
。農村でも，

地主に対して小作料の減額などを求める小
こ
作
さく
争
そう
議
ぎ
が
❶❸
急増し
➡P.286

，1922年，

日本農民組合がつくられました。

　労働者や農民
❹
の運動が進

しん
展
てん
した背

はい
景
けい
には，民

みん
衆
しゅう
の力を示した護

ご
憲
けん

運動や米
こめ
騒
そう
動
どう
の経験がありました。また，第一次世界大戦をへて欧

おう

米
べい
の労働者の地位が向上したことや，ロシア革

かく
命
めい
の進展も，運動の

広がりに影
えい
響
きょう
をあたえていました。

　労働者や農民の運動が盛
さか
んになると，社会主義をめざす動きも，

再び活発になりました。1926年になると，それまで結成を禁止され

ていた無産政
せい
党
2
が

とう
，公然と政治活動を行うようになりました。また

1922年には，日本共産党がひそかに結成され，私有財産制廃
はい
止
し
や天

てん

皇
のう
中心の国のあり方の変革を主張するようになりました。

第一次世界大戦後には，さまざまな差別

からの解放を求める運動（解放運動）も広

がりをみせました。1920年には，平
ひら
塚
つか
らいて

（ちょう）
うが

➡P.198
市
いち
川
かわ
房
ふさ
枝
え
らと新

しん
婦
ふ

人
じん
協
きょう
会
かい
を
❽
設立し，政治活動の自由などを要求しました。市川は，そ

の後，女性の選挙権
けん
を求める運動を起こしました。

　1922年には，被
ひ
差別部落の人々が，人間としての平等を求めて，

全
ぜん
国
こく
水
すい
平
へい
社
しゃ
を
❺❼
結成しました。民族差別に苦しむ人々も立ち上がり，

1925年には在日本朝
ちょう
鮮
せん
労働総同盟

3
が，1930（昭和５）年には北

ほっ
海
かい
道
どう
ア

イヌ協会がつくられました。

　また植民地の台
たい
湾
わん
では，台湾人による自治をめざして，台湾議会

の設置を求める運動が行われました。こうして貧
ひん
困
こん
や差別に苦しん

でいた人々が，いっせいに抗
こう
議
ぎ
の声をあげはじめました。

政党内
ない
閣
かく
が普

ふ
通
つう
選挙法を成立させた背景

には，こうした社会運動の発展がありま

した。しかし，女性や植民地の人々の選挙権は，普通選挙法によっ

ても認
みと
められませんでした。

　また普通選挙法と同時に治
ち
安
あん
維
い
持
じ
法
ほう
が制定されました。治安維持

法は，共産党の活動をとりしまるものでしたが，やがて社会運動全
ぜん

般
ぱん
のとりしまりに用いられるようになりました。社会運動は，しだ

いに制約を受けるようになりました。

立ち上がる
労働者や農民

差別からの
解放を求めて

社会運動への
政府の対応

社会運動の広がり2
人々は，社会運動を通じて，どの
ようなことを実現しようとしたの
だろうか。

学習
課題

❽新婦人協会の第１回総会　市川房枝が，
あいさつをしています。左から3人目が平塚
らいてうです。

❼全国水平社の演説会で差別とのたたかいを訴
うった

える山
やま

田
だ

孝
こ

野
の

次
じ

郎
ろう

（1924年　大
おお

阪
さか

市）

1労働運動の発
はっ

展
てん

は，工業化にともなう労働
者数の急増を基

き

盤
ばん

としていました。5人以上
を雇

こ

用
よう

する工場の労働者数は，1909年の84
万人あまりから，1919年には182万人となり
ました。
2労働者や農民など，資産をもたない人々を
基盤とする社会主義政党の総

そう

称
しょう

。労働農民党・
日本労農党などがあります。

3植民地支配により生活が苦しくなった朝鮮
の人々は，仕事を求めて日本にわたるように
なりました。1911年に2500人だった在日朝
鮮人は，1920年には3万人，1930年には30
万人に増加しました。

❻西
さい

光
こう

万
まん

吉
きち

（1895～1970）
（奈

な

良
ら

県　水平社博物館蔵）　水平
社の綱

こう

領
りょう

や宣言は，西光万吉が起
草しました。被差別部落に住む人
自らが，誇

ほこ

りをもち，解放運動に取
り組むべきであると説き， 日本初
の「人権宣言」といわれています。

小作人
被差別部落の人々

女性

社会運動の展開　労働争議　
小作争議　解放運動　治安維持法

　全国に散在する部落の人々よ，団結せよ。ここにわれ
われが人間を尊

そん

敬
けい

することによって，自らを解放しよう
とする運動を起こしたのは当然である。われわれは，心
から人生の熱と光を求めるものである。水平社はこうし
て生まれた。
　人の世に熱あれ，人間に光あれ。

（1922年 一部要約）

❹農家の家計簿
ぼ

（多
た

田
だ

吉
よし

三
ぞう

『日本家計研究史』）

年 地主の収入
のうち小作料

小作人の支出
のうち小作料

1912年 3348円（67.2％） 253円（37.5％）

1920年 4118円（74.1％） 522円（36.9％）

労働者

当時の人々は，どの
ようなことを要求し
ていたのかな。

　小作争議のよ
うす（1925年　香

か

川
がわ

県，東
とう

京
きょう

都　
法
ほう

政
せい

大学社会問
題研究所蔵）

●❶

　1920年の第
１回メーデーへ
参加をよびかけ
るビラ（東京都
　法政大学社会
問題研究所蔵）

●❷

　小作争議と労働争議の件数の移り
変わり（『日本経済統計集』ほか）
●❸

確認

活用

　全国水平社創立大会の宣
せ ん

言
げ ん

●❺

ビラには何が書か
れているだろう。
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商
あきな

いをする女性たち
　鎌

かま

倉
くら

時代にえがかれた「一
いっ

遍
ぺん

上
しょう

人
にん

絵
え

伝
でん

」（➡P.68 ❶）には，
備
び

前
ぜん

（岡
おか

山
やま

県）の市
いち

の場面があります。そこには米・布・
下
げ

駄
た

などを売る店がならんでいて，女性が代金を勘
かん

定
じょう

し

ています。また，市
いち

女
め

笠
がさ

の女性が，主人らしい男性に白
布を見せて銭

ぜに

をもらっているところもあります。
　室

むろ

町
まち

時代には，中世の職業一
いち

覧
らん

ともいえる「七十一番
職人歌

うた

合
あわせ

」に登場する100あまりの商工業者のなかで，
30ほどに女性

❶
がえがかれています。女性たちは，畿

き

内
ない

を

中心に公
く

家
げ

や寺社の保護を受けて商いをしました。やが
て座

ざ

の権利を獲
かく

得
とく

し，手広く商いをする女商人たちが現
れました。亀

かめ

屋
や

五
ご

位
い

女
じょ

という女性は，「洛
らく

中
ちゅう

帯
おび

座
ざ

座
ざ

頭
とう

職
しき

」
という帯商いの独

どく

占
せん

権
けん

をもっていました。こうした女商
人の多くは，夫の仕事を援

えん

助
じょ

したのではなく，自分の財
産や能力をもとに商いを行ったと考えられます。
　農村でも，名

みょう

主
しゅ

の地位の回復を要求して訴
うった

えを起こす
女性がいたことがわかっています。また，村落の神社や
寺の造営や祭礼にも女性が深くかかわり，「女

にょう

房
ぼう

座」が
つくられたりして，しだいに父権が強まっていくなかで
も女性の地位は認

みと

められていました。

「家」を支えていた武家の女性たち
　中世になると，「家」が社会の基

き

礎
そ

になり，支配も税
負
ふ

担
たん

も「家」を中心にして行われるようになりました。
　武家の社会では，「家」と「家」の結びつきを通じて
結合が強められ，武士団が形成されていきました。そし
て，その結合の要

かなめ

として婚
こん

姻
いん

が重
じゅう

視
し

され，女性が大きな
役
やく

割
わり

を果たしました。
　源

みなもとの

頼
より

朝
とも

と結婚した北
ほう

条
じょう

政
まさ

子
こ

は，父親の反対をおさえ，
自分の意志で頼朝を夫として選びました。そして，その
婚姻によって父と夫の結びつきを強めていったのです。
この時代の女性は，結婚しても実家の氏

うじ

（➡P.32）の一員
であるという意識に変わりはありませんでした。そして，
親の領地を相続する権

けん

利
り

をもっていました。夫婦ともに
生
せい

存
ぞん

しているあいだは両者の領地を合わせて，妻もその
管理にかかわっていました。しかし，その死後は妻の領
地は夫にではなく子どもに伝えられ，夫の領地とは区別
されていました。また，夫の死後に地

じ

頭
とう

になってその地
位を引きついだ女性がいたことや，幕

ばく

府
ふ

から領地をあた
えられた女性がいたことからも，この時代の女性は男性
に近い地位にあったことがわかります。

い川の勢いを弱める工事が行われました。まず，御勅使
川の流れを二つに分け（❶Ａ），次に，釡無川に巨

きょ

石
せき

を

置いて（❶Ｂ）川の流れを変え，流れを自然の岩
がん

壁
ぺき

（高
岩
❸
）に当てて水の衝

しょう

撃
げき

を軽減させました（❶Ｃ）。また，
信玄堤は，川のはんらんを弱くするため，堤防のところ
どころを不連続にし，流速を弱める目的で，丸太を組ん
だ障

しょう

害
がい

物が置かれたり，木や竹が植えられたりしました。
さらに，信玄は，この地

ち

域
いき

に移住する者をつのり，年貢
を免

めん

除
じょ

する代わりに，堤防の修理や管理の役目を請
う

け負
わせて，堤防の維

い

持
じ

・管理を行う体制を整えました。
　一連の工事にはおよそ20年の歳

さい

月
げつ

がかかりましたが，
およそ350年後の1893（明治26）年まで信玄堤は決壊する
ことなく，水害からこの地域を守り，農業の発

はっ

展
てん

を支え
続けました。さまざまなくふうが凝

こ

らされた工法は，後
世まで長く讃

たた

えられました。

●❹武田信玄（1521～1573） 
（和

わ

歌
か

山
やま

県　高
こう

野
や

山
さん

霊
れい

宝
ほう

館蔵）

●❶釜無川・御勅使川と信玄堤

●❶とうふ売り
（七十一番職人
歌
うた

合
あわせ

　東
とう

京
きょう

国
立博物館蔵）

●❷中世の京
きょう

の町のようす（上
うえ

杉
すぎ

本
ぼん

洛中洛外図屏
びょう

風
ぶ

 　山
やま

形
がた

県　米
よね

沢
ざわ

市上杉博物館蔵　 ） 店先で客
の相手をする女性や，荷物を頭に乗せて運ぶ女性の姿

すがた

が，いきいきとえがかれています。

●❸高岩に向かって流れる釜無川
（山梨県甲斐市　国土交通省甲府
河川国道事務所提供）

信
し ん

玄
げ ん

堤
づ つ み

－今に伝わる戦国時代の治水事業－

中世の女性たち

高岩

現
在
の
堤
防

御勅使川
み だ い

信し
ん

釜か
ま段だ

ん
無な
し

川が
わ

玄げ
ん

堤づ
つ
み

丘き
ゅ
う

Ａ

B

C

戦国大名と治水事業
　下

げ

剋
こく

上
じょう

の風潮のなか，自分の
力で領国をおさめるようになっ
た戦国大名は，いわゆる富国強
兵政

せい

策
さく

を進めました。領民の生活を守るとともに，安定
した年

ねん

貢
ぐ

の確保をめざして，農業などを盛
さか

んにし，治水
事業やかんがい事業を積極的に行うようになりました。

武
た け

田
だ

信
し ん

玄
げ ん

の治水事業
　1541年，武田信玄

❹
は，甲

か

斐
いの

国
くに

（山
やま

梨
なし

県）の守
しゅ

護
ご

を代々任
されてきた武田家の当主になり，戦国大名として甲斐国
をおさめました。
　甲斐国には，流れのはげしい川が多く，雨がまとまっ
て降

ふ

ると，すぐに洪
こう

水
ずい

が起こり，田畑や民家に大きな被
ひ

害
がい

をもたらしていました。信玄の父である信
のぶ

虎
とら

が領主で
あったころは，毎年のように起こる水害に対して根本的
な対

たい

策
さく

はとられませんでした。19歳
さい

で甲斐国の領主とな
った信玄は，大規

き

模
ぼ

な治水工事に取り組みました。
　信玄が行った治水工事で最も有名なものは，甲

こう

府
ふ

盆
ぼん

地
ち

を流れる釡
かま

無
なし

川
がわ

につくられた信
しん

玄
げん

堤
づつみ

と
❷
よばれている堤

てい

防
ぼう

です。釡無川は流れが急で，支流の御
み

勅
だ

使
い

川との合流地
点でははんらんをくり返していました

❶
。そこで，はげし

●❷信玄堤
（山梨県甲斐市）

　武田信玄のほかにも，肥
ひ

後
ご

（熊
くま

本
もと

県）の加
か

藤
とう

清
きよ

正
まさ

や，肥
ひ

前
ぜん

（佐
さ

賀
が

県）の成
なり

富
どみ

兵
ひょう

庫
ご

などの
優
すぐ

れた治水事業が知られています。みなさ
んの地域には，こうした治水事業の例がな
いか調べてみましょう。

ソフィア・堺
さかい

を調べる

駅で

うえ（上）

まちかどで
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　バリアフリーが実現された社会は，障
しょう

がいのある人や
高
こ う

齢
れ い

者だけでなく，日本に住む外国人や，病気やけがを
している人たちにとっても，安全で安心して生活してい
くのに重要です。すべての人にとっても，障

しょう

壁
へ き

（バリア）
のない社会は，くらしやすいはずです。私たちのまちに
は，どのようなバリアフリーの施

し

設
せ つ

があるのか，また，
どのような点がバリアフリーなのかを調べてみましょう。

まちに必要だと
思うバリアフリ
ーの設備を考え
てみよう。

●❿幅
はば

の広い改札口
車いすに乗ったまま，
通ることができます。

●�構内表示の案内板

●�障がいのある人などに配慮したトイレ

●�段差のない歩道

●�音の出る信号機
●�スロープつきの陸橋
誘導タイルも整備されています。

点字による
運
うん

賃
ちん

表示と
券売機

●❻障がいのある人
用の駐

ちゅう

車
しゃ

スペース

げんざいいち（現在位置）

●❷障がいのある人などに配
はい

慮
りょ

したエレベーター　低い位置
にボタンがあり，点字も用いら
れています。

●❶

●❹

●❸ソフィア・堺　ホールや
ギャラリー，プラネタリウ
ムなどを備えた堺市の教育
施設です。館内は，いつも
さまざまなイベントや施設
を利用する人でにぎわって
おり，バリアフリーに対応
して設計されています。

●❺館内表示の案内板　点字も用
いられています。

バリアフリーの社会をめざして
─堺

さかい

市を例に─

まちのバリアフリーを探
さ が

そう 

身近なところにた
くさんのくふうが
されているね。

まちには，どのよう
なバリアフリーの施

し

設
せつ

があるのだろう。

疑
ぎ

似
じ

体験をすると，
バリアフリーの施設
の整備が，大事だと
実感できました。

全国でも，いろいろ
な場面のバリアフリ
ー体験が行われてい
るよ。

チャイムや鳥
のさえずり音
で，改札や階

かい

段
だん

なども知る
ことができる
よ。

●❽

●❾

●❼ソフィア・堺の外観
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米
小麦
とうもろこし

コーヒー

茶
綿花

ぶどう

カカオ
ざっこく

バナナ
雑穀

森林

牧草地
農地

その他

ぼくそう

6160 第１編第３章　世界の諸地域

アフリカ大陸では，古代にエジプト文明

が栄えました。その後も，各地で金や象
ぞう

牙
げ
などの交易で富をたくわえた王国が栄えていました。

　16世紀ごろからヨーロッパ人がアフリカ大陸に進出しはじめて，

奴
ど
隷
れい
として多くの人々を北アメリカ大陸・南アメリカ大陸などに

連れさりました
➡P.70,82

。アフリカ大陸の文明は衰
すい
退
たい
し，19世紀末までに

は，エチオピアとリベリアを除
のぞ
くほとんどの地

ち
域
いき
が，ヨーロッパ州

の国々の植
しょく
民
みん
地
ち
に

⇨P.276
なりました

➡P.48
。
❸
植民地の境界は，民族のまとまりを

無視して直線的に引かれたことも多く，一つの民族が分断されたり，

複数の民族が一つの植民地にまとめられたりしました。

　第二次世界大戦後，植民地の多くは独立しました。しかし，国境

線が植民地の境界のままになった国も多く，現在まで多くの国で続

く，民
みん
族
ぞく
対
たい
立
りつ
の大きな原因となりました。

アフリカ州の言語や宗
しゅう
教
きょう
の分布は複雑で，

人口密
みつ
度
ど
のきわめて低いサハラ砂

さ
漠
ばく
の
❶
南

北で大きく異
こと
なっています。北アフリカでは，アラビア語が共通の

植民地支配と
独立後の歩み

多様で複雑な文化

アフリカ州をながめて②
アフリカ州の歴史，文化，産業2アフリカ州の歴史・文化や産業の

特色をおおまかにとらえよう。
学習
課題

エジプト文明は，どのような特色をもっていただろう。歴史

言語として，広く話されています。いっぽう，サハラ以南アフリカ

には，1000をこえる言語が分布しています。多くの国では，国内で

いろいろな言語が話されているため，英語，フランス語など，植民

地支配をしていた国の言語を公
こう
用
よう
語
ご
と

⇨P.275
しています

➡P.28
。また，交易のた

めの言語として発達したスワヒリ語が公用語の国もあります。

　北アフリカでは，多くの人々がイスラム教を信
しん
仰
こう
しています

➡P.26
。

いっぽう，サハラ以南アフリカでは，宗教も多様です。さまざまな

伝統宗教のほか，植民地支配の影
えい
響
きょう
で広まったキリスト教を信仰す

る人々もいます。サハラ砂漠の周辺やインド洋沿
えん
岸
がん
など，古くから

交易が行われてきた地域では，イスラム教も信仰されています。

アフリカ州の多くの国では，わずかな種

類の農産物や鉱産資源の輸出にたよる経
けい

済
ざい
となっています。鉱産資源が豊富なアフリカ州では，鉱業が最も

重要な産業です
❺
。農業では，カカオやコーヒーなど，市場での販売

を目的として生産する農産物（商品作物）をつくって輸出しています
❷
。

工業は，南アフリカ共和国などを除
のぞ
いて，のびなやんでいます。

豊かな鉱産資
し

源
げん

と
商品作物の生産

アフリカ州の国境線が直線的に引かれて
いる理由を，次の言葉を使って説明しよう。
［19世紀　植民地　無視　独立］

確認 活用学習の　 　　 と

●❷を見て，私たちの生活と関係の深い商
品作物をあげよう。

確認

活用

人口密
みつ

度
ど

が高い地
ち

域
いき

では，どんな農
産物がつくられて
いるのかな。

❶アフリカ州の人口密度 ❷アフリカ州の土地利用と農業

0°

1000km0
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❺アフリカ州の主な鉱産資源の分布

 世界の姿 南アフリカ共和国の変化

　南アフリカ共和国では，長いあいだアパルトヘイトとよばれる人種
隔
かく

離
り

政
せい

策
さく

がとられ，白人，カラード（混血），アジア人，黒人という，白
人の都合で決められた人種区分に基づいて，少数派

は

の白人による差別
的な支配が続いてきました。
　長年の反対運動の結果，アパルトヘイトは廃

はい

止
し

され，1994年には
反対運動の象

しょう

徴
ちょう

であったマンデラ氏が初の黒人大統領に選ばれました。
1995年には南アフリカ共和国でラグビーのワールドカップを開

かい

催
さい

し，それまで白人のスポーツとみなされていたラグビーの代表チーム
を国民全体で応

おう

援
えん

し，人種統合の象徴となりました。その後，南アフ
リカ共和国は，アフリカ州最大の経済大国として発

はっ

展
てん

を続けています。
そのいっぽうで，白人と黒人のあいだの経済格差の解消は進んでいま
せん。また，大都市での治安悪化などの問題も発生しています。

●❹

奴隷　植民地　民族対立

●❹マンデラ大統領から優
ゆう

勝
しょう

カップを受け取る南アフリ
カ共和国チームのキャプテン（1995年）

P.24〜25「海に生きる人々－インド洋沿岸の生活－」も見てみよう。

わずかな種類の農産物や鉱産資源の輸出にたよる経済には，どのよ
うな課題があるのでしょうか。「主な生産品にたよる経済からの変
化」をテーマに，アフリカ州の特色を学習しましょう。

アフリカ州の学習テーマ
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児童（子ども）の権利条約

　18歳
さい

未満の子どもの，生きる
権利，育つ権利，守られる権利な
どを保障する条約です。発展途

と

上
じょう

国では，5歳までに命を失ってし
まう子どもが，年間1100万人い
るといわれています。また，世界
で2億5000万人の子どもがきび
しい労働に従

じゅう

事
じ

させられ，休日も
なく毎日20時間働かされたり，
なかには売買される子どももいま
す。日本やそのほかの先進国でも，
虐
ぎゃく

待
たい

やいじめの問題があります。
子どもの笑顔と未来を守ることは，
世界各国の使命です。

1950年代後半からのわが国の高度経
けい
済
ざい

成長
➡P.10
は，人々の生活を豊かにしましたが，

同時に，公害や自然破
は
壊
かい
などの社会問題を生み出しました

➡P.170
。大気汚

お

染
せん
や水質の悪化などで健康に被

ひ
害
がい
が出たり，無秩

ちつ
序
じょ
なビルの建設に

よって景観
❶
や日照

❷
がさえぎられたり，乱

らん
開発によって自然が破壊さ

れたりしました。そこで，人間らしい生活環境を求める権
けん
利
り
として，

環
かん
境
きょう
権
けん
が主張されるようになりました

❸
。

　環境権を実現するには，国が環境の保全や改
かい
善
ぜん
に積極的に取り組

む必要があります。環境基本法
⇨P.240

では，「環境にやさしい」社会をつ

くるために，国や地方公共団体，事業者が果たすべき役
やく
割
わり
が定めら

れています。環境は，一度破壊されてしまうともとにもどすのは困
こん

難
なん
です。道路やダムなどの開発事業を行うときには，自然にどのよ

うな影
えい
響
きょう
があるかを調査（環境アセスメント）してから決定すること

や，地球温
おん
暖
だん
化防止のため二酸化炭素の排

はい
出
しゅつ
量を規制したりするな

ど，環境を保護していく政
せい
策
さく
が必要です。

　また，限りある資源を有効に使う循
じゅん
環
かん
型社
➡P.171
会を形成することも，
1

国や地方公共団体の重要な役割です。さらに，多様な生物を保全し

ていく取り組みも求められています。環境を守りながら経済が発
はっ
展
てん

する持続可能な社会をめざして，地球規
き
模
ぼ
で行われている取り組み

に，わが国も積極的に参加しています。

社会が変化して，人・もの・情報が国境

をこえるようになると，人権の保障は一

つの国の課題ではなくなってきました。1948年に国際連合
➡P.180

総会にお

いて採
さい
択
たく
された世

せ
界
かい
人
じん
権
けん
宣
せん
言
げん
は

⇨P.233
，達成すべき共通の人権保障の水準

を掲
かか
げ，それを実現するために，1966年に国

こく
際
さい
人
じん
権
けん
規
き
約
やく
が採択され

ました。人種差別撤
てっ
廃
ぱい
条約
⇨P.234

，難
なん
民
みん
条約，女子差別撤廃条約

⇨P.234
，児

じ
童
どう
（子

こ

ども）の権
けん
利
り
条
じょう
約
やく
な
❻
ど

⇨P.235
の採択
⇨P.245

を含
ふく
めて，人権を国際的に保護する活

動は，現在，国連の重要な役割です
❼
。

　国際社会には，今のところ，人権を侵
しん
害
がい
された個人が訴

うった
えるため

の裁
さい
判
ばん
所はありません。しかし，国連の人権理事会が，加

か
盟
めい
国の人

権状
じょう
況
きょう
を審

しん
査
さ
したり，人権侵害に対して加盟国に勧

かん
告
こく
したりするな

ど，人権の保障やその促
そく
進
しん
に取り組んでいます。こうした活動には，

人権問題に取り組む，国境なき医師団やアムネスティ・インターナ

ショナルなどのNGO（
⇨P.245

非政府組織）や，弁護士会などの民間組織の

役割が欠かせません。

環
かん

境
きょう

権
けん

人権保障の
国際的広がり1循環型社会とは，廃

はい

棄
き

されるものを最小限
におさえ，再利用を徹

てっ

底
てい

し，環境への負荷を
できる限りなくす社会のことです。

広がる人
じ ん

権
け ん

保
ほ

障
しょう
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環境権　世界人権宣言　
国際人権規約

学習
課題

環境権はどのような権利だろうか。

国際的な課題となっている人権について，
　から大事だと考えるものを一つ選び，その内
容と選んだ理由を説明してみよう。
●❼

確認 活用学習の　 　　 と

人権の国際的な保障が課題とされ
るなかで，どのような取り組みが
なされているだろうか。

日本には，どのような公害や環境問題があっただろうか。また，その対策に
ついて思い出そう。

地理・歴史

確認

活用❸嫌
けん

煙
えん

権（東京都）　たばこの煙
けむり

が人の健康
を害するおそれがあることから，公共的施

し

設
せつ

や路上での禁煙を定める条例を制定している
自治体が増えてきました。

●❶街なみと高
こう

層
そう

マンション（東
とう

京
きょう

都国
くに

立
たち

市）

●❷日照権　ビルの上の部分を斜
しゃ

面
めん

にし
て，日照権を確保します。

❼人権に関する主な国際条約

条　約　（　　）は採択年 日本の批
ひ
准
じゅん
年

集団殺害防止条約（1948年） 未批准（注）
難民条約（1951年） 1981年
人種差別撤廃条約（1965年） 1995年
国際人権規約（1966年） 1979年
女子差別撤廃条約（1979年） 1985年
拷
ごう

問
もん

禁止条約（1984年） 1999年
児童の権利条約（1989年） 1994年
死
し

刑
けい

廃
はい

止
し

条約（1989年） 未批准
障害者権利条約（2006年） 2014年

❻児童の権利条約が定める子どもの権利

◦�自由に意見を表したり，集まってグループをつく
ったり，自由な活動を行ったりできること。

参加する権利

守られる権利
◦あらゆる種類の虐待や搾

さく
取
しゅ
から守られること。

◦�障
しょう
がいのある子どもや少数民族の子どもなどは特

別に守られること。

育つ権利
◦教育を受け，休んだり遊んだりできること。
◦�考えや信じることの自由が守られ，自分らしく育
つことができること。

生きる権利
◦防げる病気などで命を奪

うば
われないこと。

◦病気やけがをしたら治
ち
療
りょう
を受けられること。

（注）日本は憲法上武力を持たないため，条約の義務を果たせず
批准なし。

　高層マンションが付近の景観をそこなっ
ているとして，裁判が起きました。第１審

しん

では，高さ20mをこえる部分の撤
てっ

去
きょ

が命
じられました。しかし，最高裁判所の判決
では，良好な都市の景観の利益があること
を認

みと

めましたが，このマンションは景観の
利益を侵害していないと判断しました。

どうして建物の建
設が問題になった
のかな。

これまで住民が大
切にはぐくんでき
た景観を守りたい。
条例で定められて
いる規制を守って
もらいたい。

建設を始めたときには，
高さを制限する条例が
なかった。また，景観
を守ることが人権とい
うのはあいまいで，根

こん

拠
きょ

にならない。

左：●❹子ども兵士（コンゴ民主共和国）　軍隊や
武
ぶ

装
そう

集団の一員になっている18歳未満の男女
のことです。子ども兵士は，実際に武器をもって
戦ったり，物資を輸送したりします。子ども兵士
は世界で30万人いるといわれています。
右：●❺学校の設立（ルワンダ）

環境権について，経済（➡P.170）や国際（➡P.196）のページと合わせて考えよう。

周辺住民マンションの建設について建設業者
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アイヌと沖
お き

縄
な わ

の近代と現代

運動を進めました。そして，1972年５月15日に，ようや
く日本に復帰するという願いを実現させました。それは，
日本の独立回復から21年ものちのことでした。
　日本政府は，沖縄県振興特別措

そ

置
ち

法を制定して社会基
き

盤
ばん

の整備を進めてきました。2000年には世界の主要先進
国の首

しゅ

脳
のう

が沖縄に集まって，「九州・沖縄サミット
❺
」が

開かれ，同じ年に首
しゅ

里
り

城
じょう

あとなどが世界遺
い

産
さん

に登録され
ました。沖縄がサミットの開

かい

催
さい

地となった理由の一つに，
古くからの周辺地

ち

域
いき

との交流が盛
さか

んに行われてきたとい
う歴史的背

はい

景
けい

がありました。沖縄では，アジア諸国との
親
しん

密
みつ

な交流を行い，独自の文化をはぐくんできました。
　いっぽう，広い面積を占

し

めるアメリカ軍基地
❻
の問題が

残っています。1995（平成７）年に少女に対する米兵の犯
罪が起こり，基地の縮

しゅく

小
しょう

・撤
てっ

去
きょ

を求める動きがいっそう
強まりました。その後，約5000haの基地の返

へん

還
かん

が合意さ
れましたが，2004年に米軍のヘリコプターが大学構内に
墜
つい

落
らく

する事故が起きたほか，その後も普
ふ

天
てん

間
ま

基地の名
な

護
ご

市辺
へ

野
の

古
こ

への移設や新型輸送機オスプレイ
❼
の配備の問題

など，重い基地負
ふ

担
たん

から生じる問題が残り，その解消に
向けた取り組みが強く求められています。
　また，沖縄が基地に依存しない，自立した経済を構築
するために，沖縄県は「沖縄21世紀ビジョン」を策

さく

定
てい

し，
観光リゾート産業や情報通信産業に力を入れて，アジア
の国際交流の拠点となるように，新たな県づくりが進め
られています。

判
ばん

で1997年に「アイヌ民族の生活と文化を破
は

壊
かい

する二風
谷ダム建設は違

い

法
ほう

」という一
いっ

審
しん

判決が出ました。
　こうした動きのなかで，同年「保護法」が廃止され，
新しく「アイヌ文化振

しん

興
こう

法」が制定されて「アイヌ民族
の誇

ほこ

りが尊
そん

重
ちょう

される社会の実現をはかる」ことが明記さ
れることになりました。
　21世紀になると，2007年に国連総会で「先住民族の
権利に関する国際連合宣

せん

言
げん

」が採
さい

択
たく

され，翌年６月に国
会で「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」
が衆

しゅう

参両院の本会議で可決されました。政府は2009年に
「アイヌ政策推

すい

進
しん

会議」を発
ほっ

足
そく

させ，「民族共生の象
しょう

徴
ちょう

と

なる空間」をつくり出していくことなどが決められまし
た。文化庁

ちょう

は，2012年３月にアイヌの博物館構想をとり
まとめ，現在，アイヌの尊

そん

厳
げん

を尊重し，日本だけではな
く世界にもアイヌの歴史や文化に関する正しい認

にん

識
しき

と理
解を進めていくため，新たなアイヌ文化の創

そう

造
ぞう

と発
はっ

展
てん

が

できるような拠
きょ

点
てん

づくりが進められています。

沖縄の人々の20世紀とこれから
　アジア諸

しょ

国
こく

との交易によって栄え，独自の文化をきず
いてきた琉

りゅう

球
きゅう

王国は，1879（明治12）年に沖縄県として日
本に編入されました。しかし，言語や風

ふう

俗
ぞく

などすべてに

わたって日本本土への同化政
せい

策
さく

がおしすすめられ，経
けい

済
ざい

面でも苦しい状
じょう

況
きょう

が続きました。特に，20世紀に入って，
第一次世界大戦後の経済不

ふ

況
きょう

は，砂
さ

糖
とう

の輸出に依
い

存
そん

する

ようになっていた沖縄の経済を直
ちょく

撃
げき

し，人々を極度の窮
きゅう

乏
ぼう

に追いこみました。毒のある蘇
そ

鉄
てつ

まで食べたという
「そてつ地

じ

獄
ごく

」とよばれたききんが起こり，本土や，ハワ
イなどの外国へ移住する人々が増加しました。
　第二次世界大戦が始まると，戦時体制のもとで皇

こう

民
みん

化
か

教育が進められました。1945（昭和20）年３月から始ま
ったアメリカ軍の上陸による地上戦は「鉄の暴風」とよ
ばれる猛

もう

烈
れつ

なもので，12万という県民が犠
ぎ

牲
せい

になりまし

た。そして，沖縄は，アメリカ軍の上陸と同時に本土か
ら切りはなされて，アメリカ軍の占

せん

領
りょう

下
か

におかれました。
　収

しゅう

容
よう

所
じょ

に集められた人々は10月ごろから帰
き

宅
たく

を許さ
れましたが，すでに，もとの居住地や耕地の多くはアメ
リカ軍の軍事基地として収用されていました。そのため，
人々はせまく条件の悪い土地に追いこまれることになり
ました。
　その後，沖縄県民は，アメリカ軍の支配のもとで自治
と主

しゅ

権
けん

の回復をめざすとともに，日本への復帰をめざす

アイヌの人々の20世紀とこれから
　明治時代に蝦

え

夷
ぞ

地
ち

は「北
ほっ

海
かい

道
どう

」と改められ，アイヌの
人々は，1871（明治４）年に，戸

こ

籍
せき

のうえで「平民」とな
りました。
　政府は，1899年に北海道旧土人保護法（「保護法」）を制
定し，狩

しゅ

猟
りょう

や漁労中心のアイヌの人々に土地をあたえて，
農業中心の生活に変えようとしました。また，政府の政

せい

策
さく

によって本州からの移住者が増えると，生活や習慣・
教育などをめぐって差別が問題になってきました。
　1930（昭和５）年，アイヌの人々は，北海道アイヌ協会
を設立し，差別からの解放を求めて運動を始めました。
この運動は戦後も継

けい

続
ぞく

され，「保護法」を廃
はい

止
し

し，先住
民族としての法的な地位と権

けん

利
り

の保
ほ

障
しょう

を認
みと

める，新たな
法
ほう

律
りつ

の制定を求め続けました。
　1986年，国が沙

さ

流
る

川
がわ

の開発事業の一
いっ

環
かん

で，二
に

風
ぶ

谷
たに

ダム
❶

の建設工事を開始しました。ところが，この二風谷はア
イヌの人々の住居が多く，儀

ぎ

式
しき

を行う河原な
どがあって，アイヌの人々にとってたいせつ
な場所

❷
でした。

　そのため，1993（平成５）年には，土地収
しゅう

用
よう

反対の訴
そ

訟
しょう

が起こされ，翌
よく

年にはこの訴訟に
かかわっていた萱

かや

野
の

茂
しげる

さんが参議院議員に当
選して，アイヌ民族初の国会議員が誕

たん

生
じょう

し，
反対運動は高まりました。その結果，この裁

さい

　な　は

那覇

　な　ご

名護

　ふ てん ま

普天間基地

キャンプ・ハンセン

　か　で　な

嘉手納基地

キャンプ・シュワブ
辺野古弾薬庫

北部訓練場

基地・訓練場区域
アメリカ軍の使用施設など

（2013年）

0 30km2010

❼普天間基地に配備されたオス
プレイ（2013年）

❻沖縄の軍用地
（沖縄県資料）

❶二風谷ダム　ダム湖の東に広がる二風谷地区では，「アイヌ文
化の里」づくりが進められています。

❷アイヌ文化の体験学習ようす（平
びら

取
とり

町立二風谷アイヌ文化博
物館）

❸「象徴空間」の整備が進むポロト湖
こ

畔
はん

の伝統家屋群（北海道白
しら

老
おい

町）

　1958（昭和33）年夏，首
しゅ

里
り

高校野球部は沖
おき

縄
なわ

県代表
として初めて甲

こう

子
し

園
えん

（全国高等学校野球大会）に出場しま
した。試合後，記念に甲子園の土を持って帰る部員たち
は，だいじに持って帰りなさい，これが祖国の土だから，
と観

かん

衆
しゅう

に声をかけられました。
　しかし，アメリカ管理下の琉球政府の検

けん

疫
えき

官は，沖縄
は日本ではない，外国の土を持ちこむことは植物防

ぼう

疫
えき

法
にふれるとして，甲子園の土を那

な

覇
は

港にすててしまいま
した。部員たちは，ただ見ているしかありませんでした。
沖縄が政治的に日本から切りはなされていることを，ま
ざまざと見せつけられたできごとでした。
　その後，1972年に沖縄は日本に返

へん

還
かん

され，1999（平
成11）年春，沖縄尚

しょう

学
がく

高校が沖縄県勢として初の高校野
球全国制

せい

覇
は

を果たしました。

　沖縄の高校野球●❹
❺九州・沖縄サミ
ット 歓

かん

迎
げい

夕食会で
世界遺産の首里城
に集まる各国首脳
（2000年）

差別のない社会を
めざして

多民族の共生

子どもの人権女性史

バリアフリー
アイヌ文化

↑歴史P.217

↑公民P.63

↑歴史P.90

↑地理P.66

→公民P.31

↑地理P.65
↑地理P.63

↑歴史P.238

↑公民P.50

↑歴史P.272

↑地理P.61 ↑公民P.201
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私たちの生活と政治
個人の尊

そ ん

重
ち ょ う

と日本国憲
け ん

法
ぽ う

第    編2
第    章1

戦争では，多くの人が
犠
ぎ

牲
せい

になったんだね。
戦争をなくし，平和な
社会をきずくためには，
どうすればよいのかな。

どのような人でもくら
しやすい社会にするた
めには，何がたいせつ
なのかな。

❶平和の礎
いしじ

（2013年，沖
おき

縄
なわ

県糸
いと

満
まん

市）　国
こく

籍
せき

に関係なく，沖縄戦などで亡
な

くなった人の名前
が刻

きざ

まれています。

❷盲
もう

導
どう

犬といっしょに歩行訓練
を体験する中学生（2013年，愛

あい

知
ち

県碧
へき

南
なん

市）　

　日本は，第二次世界大戦後，

日本国憲
けん
法
ぽう
の理念のもとに社

会をきずいてきました。この

章では，憲法が具体的にはど

のようなはたらきをしている

のかを学習していきましょう。

国際理解を
深める

平和な社会を
めざして

5

10

15

第4編

国
際
社
会
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　日本は防災のためのさまざまな技術や経験の蓄
ちく

積
せき

があり，それを強みとして国際協力に生かしていま
す。海外で大規

き

模
ぼ

な災害が発生した場合には，国際
緊
きん

急
きゅう

援
えん

助
じょ

隊を派
は

遣
けん

したり，緊急援助物資を提
てい

供
きょう

する
など，国際緊急援助が行われます。また，ODAを通
じて，発展途

と

上
じょう

国の防災能力の向上や人材育成も支
し

援
えん

しています。
　アジアは2004年のインド洋津

つ

波
なみ

やバングラデ
シュの水害のように，自然災害の多い地

ち

域
いき

です。神
こう

戸
べ

にあるアジア防災センターは，アジアの国々が災
害に強い社会になるように支援するため，アジア諸

しょ

国
こく

から派遣された専
せん

門
もん

家に対する研修をしたり，災
害にさらされるコミュニティや住民の防災能力の向
上のためのさまざまな取り組みを行っています。

　内戦，人
じん

権
けん

侵
しん

害
がい

，貧
ひん

困
こん

，感染症など，人間の生命と尊
厳をおびやかす状

じょう

況
きょう

から人々を守り，同時に，人々が自
ら生きるための能力を強化する考え方を人間の安全保障
といいます。
　1990年代末，日本政府はODAや国連政

せい

策
さく

の中に，人
間の安全保障の考え方をいち早く採用し，発展途上国へ
の開発援助，平和構築，災害時の緊急支援を通して，積
極的に取り組んできました。JICA

➡P.191
は，途上国の人々に直

接届
とど

くような支援を人間の安全保障の観点から行ってい
ます。日本政府が国連に設置した人間の安全保障基金は，
人間の安全保障の考え方を国際機関のプロジェクトへと
導入する役

やく

割
わり

を果たしています。2012年には，国連総
会において人間の安全保障に関する決議が採

さい

択
たく

され，日
本は国連加

か

盟
めい

国に人間の安全保障という考え方を広める
うえでリーダーシップを発

はっ

揮
き

しました。こうして，人間

人間の安全保障
➡P.209 レポート課題例

 ―人類の普
ふ

遍
へ ん

的な価値―

20世紀は二つの世界大戦と冷戦に象
しょう
徴
ちょう
さ

れる戦争の世紀でした。同時に，世界の

人口が爆
ばく
発
はつ
的に拡

かく
大
だい
し，民主主義が進み，植民地が解放され，科学

技術の発
はっ
展
てん
によって世界がかつてなく近くに結び合わされた世紀で

もありました。

　21世紀初めに起こったテロによる無差別殺
さつ
戮
りく
は，人類の行

ゆく
方
え
が容

易ではないことを告げました。けれども，人類の生
せい
存
ぞん
を守ろうと思

うなら，危
き
機
き
をこえて，よりよい国際社会をきずこうという課題か

ら私たちはのがれることができません。一言でいえば，人
にん
間
げん
の安

あん
全
ぜん

保
ほ
障
しょう
が

⇨P.245
私たちの大きな仕事です。これは，一人一人の生命と尊

そん
厳
げん
を

たいせつにし，その実現のために市民，企
き
業
ぎょう
，政府が協力していこ

うとする考え方です。世界のなかには，感
かん
染
せん
症
しょう
，地

じ
震
しん
や干

かん
ばつなど

の自然災害，経
けい
済
ざい
的な危機，武力紛

ふん
争
そう
などによって，人間にとって

必要な最低限の生活すらできない人たちがたくさんいます。こうし

た人たちが，少しでも安心してくらしていけるように，国家や文化

のちがいをこえたたがいの協力が求められています。そのための知
ち

恵
え
は，私たちが出さなければいけないのです。

人間の安全保
ほ

障
しょう

と
人類の共生

人間の安全保障

●❶国連で演説する
マララ・ユスフザイさん

（2013年， アメリカ）
　2012年当時， パキ
スタンの中学生で，女
性教育の普

ふ

及
きゅう

活動が原
因でテロ組織に銃

じゅう

撃
げき

さ
れましたが，命をとり
とめました。2014年
に，ノーベル平和賞を
受賞しました。

●❹東日本大震
しん

災
さい

に対する世界からの支援（インド）
　日本は世界各国の災害支援に積極的に取り組んで
きました。同じように，東日本大震災の際には， 世
界から多くの心ある支援を受けました。

●❺日本の人間の安全保障基金による援助例

●❸台風被
ひ

害
がい

への国際緊急援助隊による救助活動（2013年，フィリピン）

未来の地球をともに考える8学習
課題

さまざまな課題をかかえる国際社
会において，異なる国や文化のあ
いだで，私たちはどのように協力
していくことができるだろう。

人間の安全保障とはどのような考え方だ
ろうか。

これまでの学習から，人間の安全保障の
観点から問題になる内容をあげてみよう。

確認 活用学習の　 　　 と

確認

活用

国（年） 案　件　名

バングラデシュ
（2004年）

ヒ素に関するWHO勧告基準に合
がっ

致
ち

する飲料水
の供給を通じた人間の安全保障の改

かい

善
ぜん

タンザニア
（2005年）

タンザニア北西部における持続的な人間開発を
通じた人間の安全保障の強化

ウクライナ
（2008年）

チェルノブイリ事故被
ひ

災
さい

地域におけるコミュニ
ティと住民の人間の安全保障促

そく

進
しん

セネガル
（2008年）

セネガルにおけるリスクにさらされた児童の状
じょう

況
きょう

改善のための共同プログラム

レソト
（2011年）

レソトにおける気候変動による干ばつにより深
しん

刻
こく

な影
えい

響
きょう

を受けた地域生活の強化

の安全保障は今や世界で広く認
みと

められるようになりまし
た。このような日本の貢

こう

献
けん

は，日本が第二次世界大戦後
に国の基本原則としてきた平和主義に根ざしたものとい
えるでしょう。

　親愛なる少年少女のみなさん，私たちはすべての子どもたちの明るい
未来のために，学校と教育を求めます。私たちは，「平和」と「すべて
の人に教育を」という目的地に到

とう
達
たつ
するための旅を続けます。だれにも

私たちを止めることはできません。私たちは，自分たちの権
けん
利
り
のために

声を上げ，私たちの声を通じて変化をもたらします。自分たちの言葉の
力を，強さを信じましょう。私たちの言葉は世界を変えられるのです。
　無学，貧

ひん
困
こん
，そしてテロリズムとたたかいましょう。本を手に取り，ペ

ンをにぎりましょう。それが私たちにとって最も強力な武器なのです。
　1人の子ども，1人の教師，1冊

さつ
の本，そして1本のペン，それで世界

を変えられます。教育こそがただ一つの解決策です。

マララさんの演説（一部）

●❷日本の学校への授業視
し

察
さつ

（兵
ひょう

庫
ご

県三
さん

田
だ

市）
　発展途上国にとって，教育制度を整備して，
一人一人の能力を開発することは重要な課題
です。

マララさんは何を訴
うった

え
ているのだろうか？

日本の防災協力

日本が世界に提
て い

供
きょう

できる価
か

値
ち
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城
じ ょ う

下
か

町
ま ち

姫
ひ め

路
じ

を調べる
城下町を訪ねよう

姫路市
姫路城

兵庫県

－兵
ひょう

庫
ご

県姫路市－

　県
けん

庁
ちょう

所在地など，現在の中心的な都市の多くは，近世の城
じょう

下
か

町
まち

がもとになってい
ます。私たちは，城下町の姫路について調べることにしました。

1．17世紀の姫
ひ め

路
じ

のようすを読み取る

解 説

　関
せき

ヶ
が

原
はら

の戦いが終わった
1600年，徳

とく

川
がわ

家
いえ

康
やす

に命じら
れて姫路をおさめたのが，
池
いけ

田
だ

輝
てる

政
まさ

でした。輝政は，
早速，城の大改造を始め，
現在の天守閣をもつ姫路城
を完成させ，計画的に城下
町をつくっていきました。

城下町姫路

❶池田輝政（1564～1613）
（兵庫県　書

しょ

写
しゃ

山
ざん

円
えん

教
きょう

寺
じ

蔵）
❷近世の姫路のようす（17世紀中ごろ）

内 堀

中
堀

外
堀

船
場
川

大
野
川

天守
本丸

外京口門
大手門

山陽道

山陽道

但
馬
道

書写道

男山

本徳寺

西
の
丸

おおて
ほん

おとこやま

た
じ
ま

さんよう

しょしゃ

とく

せ
ん

うち
ぼり

お
お

の

ば 500m0

武家地

寺社地

町人地

R40t_1_02
近世の姫路のようす

1

塩
しお

　町
まち

　塩蔵
くら

や塩屋があった。
綿
わた

　町
まち

　木
も

綿
めん

問屋があった。
魚
うお

　町
まち

　�鮮
せん

魚
ぎょ

店や飲食店が多かった。
呉
ご

服
ふく

町
まち

　�着物をあつかう呉服屋が多か
った。

材
ざい

木
もく

町
まち

　�水運を利用した木材加工業者
が集まっていた。

紺
こん

屋
や

町
まち

　�染
そめ

物
もの

業者が集まっていた。
金
かな

屋
や

町
まち

　�鍛
か

冶
じ

職人や鋳
い

物
もの

師
が住んでいた。

鍛
か

冶
じ

町
まち

　�鍛冶職人が住んで
いた。

白
しろ

銀
がね

町
まち

　�銀を精
せい

錬
れん

する役所
があった。

博
ばく

労
ろう

町
まち

　�牛馬を売買する業
者が住んでいた。

今も残る町名とその由来

2  姫路城天守閣   

5  西
さい

国
ごく

街道
（山陽道）の
案内

3  今も残る中堀 4  堺
さかい

町　お寺がならんでいます。

6   紺屋町通りの案内

1２．�現在の地形図を見て，近世の城下町
のなごりを探

さ が

す
　城下町には，武士だけでなく，町人も定められた場所
に住まわせていました。生産や販

はん

売
ばい

のつごうがよくなる

ように，同業者が同じ町に住むことが多く，その商品や
職業を町名としていました。どんな町名が残り，その由

ゆ

来
らい

は何かを調べました。

❸現在の姫路（2015年2月調整　電子地形図25000）

1

5

6

2

4
32

0 500m 

読み取りのポイント
・どのような建物があるか。
・�堀は，どのような構造に
なっているか。

・�どのような身分の人が，
どこに住んでいるか。

・�道はどのようにつくら
れているか。

・�大名は，どのようなねら
いをもって，こうした城
下町をつくったのか。

有名な天
てん

守
しゅ

閣
かく

を
見つけた！

武家の住む場所が
広いな。お城

しろ

のま
わりを全部囲んで
いるよ。

堀
ほり

が３重になって
いる。城下町全体
が堀で囲まれてい
るんだ！

町人も堀に囲まれ
た中に住んでいた
んだな。

お寺が町の入
り口に集めら
れているのは，
なぜだろう。

武家と町人など
が住む場所が，
きれいに分けら
れているね。

山
さん

陽
よう

道が城下町
の中を通ってい
るね。

　左右の地図の　　の場所か
ら，姫路城天守閣までの道の
ようすを，比べてみよう。ど
んなちがいがあるかな。

1 2

みなさんが住んでい
る府県の城下町を訪

たず

ねて，私たちと同じ
ように調べてみませ
んか。
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残していきたい日本の風景

●❽三
み

保
ほ

の松原と富士山（静
しず

岡
おか

県静岡市）

●❼幻
げん

想
そう

的な冬の夜の合
がっ

掌
しょう

造
づく

り集落
（岐

ぎ

阜
ふ

県白
しら

川
かわ

村）

●❸ブナの天
てん

然
ねん

林
りん

が広がる白
しら

神
かみ

山地
（青

あお

森
もり

県西
にし

目
め

屋
や

村）

●�現在も火山活動が活発な桜
さくら

島
じま

（鹿
か

児
ご

島
しま

県鹿児島市）

●❿青
せい

岸
がん

渡
と

寺
じ

と那
な

智
ちの

滝
たき

（和
わ

歌
か

山
やま

県那
な

智
ち

勝
かつ

浦
うら

町）

●❾天空の城とよばれる雲海に
浮
う

かぶ竹
たけ

田
だ

城
じょう

趾
し

（兵
ひょう

庫
ご

県朝
あさ

来
ご

市）

●❺明治時代の創業当時のままの姿が残る富
とみ

岡
おか

製糸場
（群

ぐん

馬
ま

県富岡市）

●❻中
ちゅう

禅
ぜん

寺
じ

湖と男
なん

体
たい

山（栃
とち

木
ぎ

県日
にっ

光
こう

市）

●❹観光客で
にぎわう大

おお

内
うち

宿
じゅく

（福
ふく

島
しま

県下
しも

郷
ごう

町）

●❶手つかずの自然が残る知
しれ

床
とこ

半島
（北海道羅

ら

臼
うす

町，斜
しゃ

里
り

町）

●❷札
さっ

幌
ぽろ

市の観光名所の一つ，時計台（北海道）

●�宮
みや

島
じま

にある厳
いつく

島
しま

神社（広
ひろ

島
しま

県廿
はつ

日
か

市
いち

市）

●�日本最後の清流といわれる四
し

万
まん

十
と

川
（高

こう

知
ち

県四万十市）

●�琉
りゅう

球
きゅう

王朝時代の城（グスク）の
一つ，首

しゅ

里
り

城あと（沖
おき

縄
なわ

県那
な

覇
は

市）

残すべき風景と観光地化
のバランスについて，地
元の立場と観光客の立場
から議論してみよう。

残したい風景を守るた
めには，どんなマナー
やルールが必要か，話
し合ってみよう。

日本には，美し
い風景が各地に
あるね。実際に
行ったところは
あるかな。

これらの美しい日本の風
景をもっと多くの外国の
人にも見てもらいたいな。

今日の社会を生きる子どもたちのために

③伝統・文化にかかわる教材
今日の社会を生きる子どもたちのために

④我が国と郷土にかかわる教材

　我が国の伝統と文化について興味・関心を高め，その特色を広い視野
から理解できるように豊富な教材を提示しました。伝統と文化を守り伝
える国内の取り組みや，世界で評価され受け入れられる文化も紹介し，
これらを大切に思い，受け継ぐ態度を養うことができるようにしました。

　我が国固有の領土である北方領土や竹島，尖閣諸島について，３分
野を通して，歴史的背景や位置および現状を丁寧に解説しました。ま
た，国旗・国歌の学習や，地域についてのさまざまな学習活動を提示
しています。これらの学習を通して，我が国と郷土を愛する態度を養
うことができるようにしました。
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中国・
四国地方

岡山

津山

浜田

鳥取

米子 倉吉
出雲

松江

宇部
山口

萩
倉敷広島

岩国 三原

尾道

三次

呉 鞆

福山

下関

徳島

鳴門

西ま
わり
航路 山

陽
山

陰

道

道

高松

松山

今治
西条

宇和島

高知

おかやま

つやま

はまだ

とっとり

よなご くらよし
いずも

まつえ

う べ

やまぐち

はぎ
くらしきひろしま

いわくに みはら

おのみち

みよし

くれ とも

ふくやま

しものせき

とくしま

なると
たかまつ

まつやま

いまばり

さいじょう

う わじま

こうち

100km0

C232_03_08
江戸時代の交通網

もと図91％縮小

50km0

注）県境・都市名は現在の
　  ものです。

主な街道
その他の街道
主な水上交通路
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広島市は，戦国大名であった毛
もう
利
り
氏が

つくった城
じょう
下
か
町
まち
か

⇨P.276
ら発

はっ
展
てん
した都市です。

1945年に原子爆
ばく
弾
だん
が投下され，中心部は壊

かい
滅
めつ
的な被

ひ
害
がい
を受けました

が，そこから復興をとげ，人口が100万人をこえる，中
ちゅう
国
ごく
・四

し
国
こく
地

方の地
ち
方
ほう
中
ちゅう
枢
すう
都
と
市
し
に

⇨P.276
なりました

❹❺
。人口の増加には，1970年代から市

し

町
ちょう
村
そん
合
がっ
併
ぺい
によって市の範

はん
囲
い
が広がったことも影

えい
響
きょう
しています。

　広島市は，中国・四国地方の政治・経
けい
済
ざい
・文化の中心地になって

います。国の省
しょう
庁
ちょう
の出先機関や裁

さい
判
ばん
所
しょ
，企

き
業
ぎょう
の支社や支店，大学な

どが集中しています。広島市と全国各地のあいだは，航空路，新幹

線，高速道路などの高速交通網
もう
で結ばれ，市内にはバス，路面電車

などの交通網がつくられています
❶
。

広島市では，人口の増加にともなって過
か

密
みつ
化
か
が進み，さまざまな問題が発生して

います。近年，北部の丘
きゅう
陵
りょう
地では住宅地の開発が進み，道路や新交

通システムが整備されました
❷
。しかし，都心への通勤・通学には時

間がかかります。また，急速な人口増加で，交通渋
じゅう
滞
たい
がはげしくな

人口の集中する
広
ひろ

島
しま

市

都市化の進む
地
ち

域
いき

の課題

っています
❸
。丘陵地では，土石流な

➡P.142
どの災害も発生しています。い

っぽう，広島市の中心部に広がる太
おお
田
た
川の三角州は地

じ
盤
ばん
が弱く，地

下鉄や高速道路の建設は簡
かん
単
たん
ではありません。こうしたなかで，過

か

密
みつ
化の問題を解消するために，広島市の中心部での再

さい
開
かい
発
はつ
，

⇨P.276
郊
こう
外
がい
へ

の企業・大学の誘
ゆう
致
ち
といった努力や，防災対

たい
策
さく
が続けられています。

　中国・四国地方では，松
まつ
江
え
市

（島根県）
・高

たか
松
まつ
市

（香川県）
・高

こう
知
ち
市

（高知県）
などでも，駅ビル

の再開発や鉄道の高
こう
架
か
化などが進められ，交通渋滞を軽減したり，

公共交通機関の利用を促
そく
進
しん
したりする取り組みが行われています。

中国・四国地方では，海岸部に多くの都

市があります。これには，瀬
せ
戸
と
内
ない
海
かい
沿
えん
岸
がん

や日本海側などでは古くから水上交通が盛
さか
んで，船の重要な寄

き
港
こう
地
ち

が点在していたことが関係しています。海岸部以外にも，内陸部の

盆
ぼん
地
ち
など，陸上交通のうえで重要な場所にも都市があります。

（山口県）
山
やま
口
ぐち

市，三
み
次
よし
市

（広島県）
，津

つ
山
やま
市

（岡山県）
などがその例です。中国・四国地方では，海岸

沿
ぞ
いや盆地を結ぶ形で，道路や鉄道が建設されてきました。

　このように，中国・四国地方では，過去の交通網と，現在の都市

の分布が重なっています。水上交通や陸上交通などの面から重要で，

平地が広がっている場所に，都市が分布しています
❽
。

都市の分布の
原因をみる

αプラス
地理

日本の姿 原
げ ん

爆
ば く

ドームと宮
みや

島
じま

　原子爆弾によって多くの犠
ぎ

牲
せい

者を出した広島市は，第二次
世界大戦後の1949年に「平和記念都市」となりました。原
子爆弾の悲

ひ

惨
さん

さを忘れないために保
ほ

存
ぞん

されているのが，原爆
ドームの建物です。核

かく

兵器の傷
きず

あとを伝える建造物として，
1996年に世界文化遺

い

産
さん

に登録されました。広島市では，長
なが

崎
さき

市とともに被
ひ

爆
ばく

地
ち

としての平和学習が盛んに行われていま
す。被爆者の高

こう

齢
れい

化
か

によって被爆体験の語りつぎが難
むずか

しくな
るなかで，さまざまな取り組みが続けられています。
　広島湾

わん

に浮
う

かび，廿
はつ

日
か

市
いち

市に属する宮島は，
（宮城県）
松
まつ

島
しま

，
（京都府）
天
あまの

橋
はし

立
だて

とならぶ，日本三景の一つです。宮島にある厳
いつく

島
しま

神社は，平
へい

安
あん

時代から続く歴史のある神社です。海に面した景観が有名
で，自然と文化の調和が評価され，1996年に世界文化遺産
に登録されました。
　広島県内にある二つの世界遺産には，国内だけでなく，外
国からも多くの観光客がおとずれます。

●❻

●❼

人口や都市・村落の視
し

点
てん

で学ぶ①
人口の集中する瀬

せ

戸
と

内
な い

海
か い

沿
え ん

岸
が ん3人口の集中する都市部には，どの

ような特色があるのだろう。
学習
課題

❹広島市の人口（広島市資料）

●❸渋滞する広島市内の道路（2011年，広島市中区）

●❷広島市北部の住宅地と新交通システム
（2014年，広島市安

あ

佐
さ

南
みなみ

区）

日本海と大
おお
阪
さか
を結ぶ西まわり航路とは，どんな航路だったのだろう。歴史

広島市の歴史と，過密化にともなって発
生している課題を，教科書の文章からぬき出そ
う。

確認 活用学習の　 　　 と

みなさんの住む県で1999年以降に行わ
れた市町村合併について，合併した市町村の範
囲や，なぜ合併したのかを調べよう。

確認

活用

地方中枢都市　過密化

横川駅

広島駅西広島駅
広島城

平和記念公園

田
太

川 田
太
旧

川
満
天

川
安
元

川

橋
京

川

猴猿 川

た

お
お

た

お
お

き
ゅ
う

ま

て
ん

や
す

も
と ば

し

き
ょ
う

こう
えん

よこがわ

ひろしま
ひろしまにし

原爆ドーム

横川駅

広島駅西広島駅
広島城

平和記念公園

田
太

川 田
太
旧

川
満
天

川
安
元

川

橋
京

川

猴猿 川

原爆ドーム

た

お
お

た

お
お

き
ゅ
う

ま

て
ん

や
す

も
と ば

し

き
ょ
う

こう
えん

よこがわ

ひろしま
ひろしまにし

(2011年)(2015年)
J     R

私　鉄
高速道路

新幹線

1km0

建物の密集地
みっしゅう

市街地
その他

C232_03_05
広島市のようす

注）矢印は市町村合併があった年
がっぺい
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0
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100520009580 85 907565 70

❺広島市のようす

❻原爆ドーム（2012年）

❽江戸時代の交通網

❼厳島神社（2013年）

世界遺産をみる

都市をみる

人口が集中する
と，どのような
問題が発生する
のかな。

●❶広島市の都心と路面電車（2014年，広島市中
なか

区）
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時
代
世
紀

B.C.

A.D. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

16

17

21

室
町

南
北
朝

旧
石
器

縄
文

弥
生

古
墳

平
安

飛
鳥
奈
良

安土
桃山

戦
国

江
戸

昭
和

平
成

大正

12

鎌
倉

14

13

20

明
治

19

18

15

江
戸

16

17
安土
桃山
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で
き
ご
と

鎌
倉
仏
教

1130 1200 130050 50
93
鎌
倉
、
大
地
震

81
弘こ
う

安あ
ん

の
役
　元げ
ん
寇こ
う

　

74
文ぶ
ん

永え
い

の
役え
き

　

59
き
き
ん
　

57
鎌か
ま

倉く
ら

、
大
地じ

震し
ん

　

32
御ご

成せ
い

敗ば
い

式
目
　

30
～
31
き
き
ん
　

21
承じ
ょ
う

久き
ゅ
う

の
乱
　

92
頼よ
り

朝と
も

、
征せ
い

夷い

大た
い

将し
ょ
う

軍ぐ
ん

81
き
き
ん

　

80
源げ
ん

氏じ

、
挙
兵
　

59
平へ
い

治じ

の
乱

　

56
保ほ
う

元げ
ん

の
乱
　

法
ほう
然
ねん
1133

栄
えい
西
さい
1141

親
しん
鸞
らん
1173

道
どう
元
げん
1200

日
にち
蓮
れん
1222
一
いっ
遍
ぺん
1239

1212（79歳）
1215（74）

1262（89）
1253（53）

1282（60）
1289（50）

鎌倉時代には，公
く
家
げ
を中心とした伝統文

化のうえに，武
ぶ
士
し
や民

みん
衆
しゅう
にもわかりやす

い文化が発達しました。文学では，合戦のようすをえがいた軍記物

語がつくられ，なかでも『平
へい
家
け
物
もの
語
がたり
』
❹
は，琵

び
琶
わ
法
ほう
師
し
に
❺
よって武士や

民衆にも広められました。公家のあいだでは，叙
じょ
情
じょう
的な和歌が好ま

れて『新
しん
古
こ
今
きん
和
わ
歌
か
集
しゅう
』がまとめられ，時代の変化を見つめた鴨

かもの
長
ちょう
明
めい

の『方
ほう
丈
じょう
記
き
』や，兼

けん
好
こう
法師の『徒

つれ
然
づれ
草
ぐさ
』などの随

ずい
筆
ひつ
集が書かれました。

　建築では，源
げん
平
ぺい
の内

ない
乱
らん
で平

へい
氏
し
に焼かれた東

とう
大
だい
寺
じ
が，公家や武家だ

けでなく，庶
しょ
民
みん
からも寄付を集めて復興され，宋

➡P.63
の

そう
様式をとり入れ

た南
なん
大
だい
門
もん
な
❷
どが建てられました。

　美術では，人間の姿
すがた
をありのままにあらわそうとする風

ふう
潮
ちょう
が強ま

り，東大寺南大門の金
こん
剛
ごう
力
りき
士
し
像
ぞう
の
❶❸
ように，写実的で力強い彫

ちょう
刻
こく
がつ

くられました。また，戦いや高
こう
僧
そう
の伝記，寺社の歴史などを題材と

した絵
え
巻
まき
物
もの
がつくられ，その中では，武士や民衆の姿もいきいきと

えがかれています。

戦乱やききんなどの災害が続いたこの時

代には，人々のなやみにこたえる仏教の

新しい動き
❼
がみられました。法

ほう
然
ねん
は
❽
，阿

あ
弥
み
陀
だ
仏
ぶつ
の救いを信じて念仏

（南
な
無
む
阿
あ
弥
み
陀
だ
仏
ぶつ
）をとなえよ，と説いて浄

じょう
土
ど
宗
しゅう
を開き，弟

で
子
し
の親

しん
鸞
らん
は，

阿弥陀仏を信じ自分の罪を自覚した悪人こそが救われる，と説いて

浄
じょう
土
ど
真
しん
宗
しゅう
（一

いっ
向
こう
宗
しゅう
）を広めました。一

いっ
遍
ぺん
は各地を歩いて念仏の札を配

り，念仏をすすめる時
じ
宗
しゅう
を
❻
広めました。日

にち
蓮
れん
は，法

ほ
華
け
経
きょう
だけが仏の

真実の教えであるとし，法華経の題目（南
な
無
む
妙
みょう
法
ほう
蓮
れん
華
げ
経
きょう
）をとなえれ

ば救われる，と説いて日
にち
蓮
れん
宗
しゅう
（法

ほっ
華
け
宗
しゅう
）を開きました。また，宋にわ

たった栄
えい
西
さい
や道

どう
元
げん
は，座

ざ
禅
ぜん
に
❾
よって自分でさとりを開く禅

ぜん
宗
しゅう
を伝え

ました
1
。

　これらの新しい仏教は，武士や農民のほか，公家などのあいだに

も広まり，特に禅宗は，武士の気風にあったため，鎌倉幕府の保護

を受けて広まりました。いっぽう，これまでの天
てん
台
だい
宗や真

しん
言
ごん
宗など

の伝統的な仏教も，朝
ちょう
廷
てい
や幕府のために祈

き
とうを行うほか，民衆の

くらしに役立つ雨ごいなどを行って支持されていました。

鎌
かま

倉
くら

仏
ぶっ

教
きょう

鎌
かま

倉
くら

時代の文化軍記物語　随筆集　宋の影響
鎌倉仏教　禅宗の影響

鎌
か ま

倉
く ら

時代の文化と仏教4
鎌倉時代の文化と宗

しゅう

教
きょう

に，どのよ
うな新しい動きがみられるように
なったのだろう。

学習
課題

確認 活用学習の　 　　 と

平安時代の文化や仏教と比
ひ
較
かく
して，鎌倉

時代の文化や仏教の特
とく
徴
ちょう
を確

かく
認
にん
しよう。

確認

鎌倉時代に新しい仏教がおこった理由を，
当時の時代背景と関連づけて説明してみよう。
活用

1中国から渡
と

来
らい

する禅僧も多く，禅宗の寺院
内では，茶を飲む習

しゅう

慣
かん

や，うどんなどの中国
の新しい食べ物もとり入れられました。

❽教えを説く法然（法然上人絵伝　知
ち

恩
おん

院
いん

蔵）

❼鎌倉仏教
と時代背景

❿熊
くま

野
の

本
ほん

宮
ぐう

大
たい

社
しゃ

（和
わ

歌
か

山
やま

県）　紀
き

伊
い

山地を浄
土に見立てて，熊野三山（➡P.Ⅵ）を参

さん

詣
けい

する
熊野詣

もうで

は，平
へい

安
あん

時代に始まり，皇族・貴族から
民衆へとしだいに広まっていきました。
　2004年に，熊野への参詣道が「紀伊山地の
霊
れい

場
じょう

と参詣道」として世界文化遺
い

産
さん

に登録さ
れました（➡巻末年表※3）。

❻踊念仏（一遍上
しょう

人
にん

絵伝　東京国立博物館蔵）

❺琵琶法師（慕
ぼ

帰
き

絵
え

詞
ことば

　東
とう

京
きょう

国立博物館蔵）
　各地をまわり，琵琶を弾

ひ

きながら『平家物
語』を語り聞かせました。

　平
家
物
語

祇ぎ

園お
ん

精し
ょ
う

舎じ
ゃ

の
鐘か

ね

の
声
、
諸し

ょ

行ぎ
ょ
う

無む

常じ
ょ
う

の
響ひ

び

き
あ
り
。
沙し

ゃ

羅ら

双そ
う

樹じ
ゅ

の
花
の
色
、
盛じ

ょ
う

者し
ゃ

必ひ
っ

衰す
い

の
こ
と
わ
り
を
あ
ら

わ
す
。
お
ご
れ
る
人
も
久

し
か
ら
ず
、
只た

だ

春
の
夜よ

の

夢
の
ご
と
し
。
た
け
き
者

も
遂つ

い

に
は
ほ
ろ
び
ぬ
、ひ
と

え
に
風
の
前
の
塵ち

り

に
同
じ
。

●❹

どのような人々が
集まっているかな。

1.5m

2.8m

8.4m

●❷東大寺南大門（高さ約26ｍ）  

●❸東大寺南大門の金剛力士像（右：吽
うん

形）  

これまでの仏像
と，どのような
ところがちがっ
ているのかな。

平
びょう

等
どう

院
いん

鳳
ほう

凰
おう

堂
どう

の
阿
あ

弥
み

陀
だ

如
にょ

来
らい

像
（➡P.49）

法然

●❶東大寺南大門の金剛力士像（阿
あ

形
ぎょう

：高
さ約8.4ｍ　奈

な

良
ら

市）　仏師の運
うん

慶
けい

・快
かい

慶
けい

が
中心となって制作しました。

●❾座禅
（神

か

奈
な

川
がわ

県
　總

そう

持
じ

寺
じ

）

P.76　先人に学ぶ「東大寺の再興と重源」も見てみよう。
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よみがえった東
と う

京
き ょ う

駅

みはりました。辰野の堅
けん

牢
ろう

な設計により，1923年の関
かん

東
とう

大
だい

震
しん

災
さい

においても駅舎本体は無事で，避
ひ

難
なん

所として8000
人近い人々を受け入れたといわれています。
　関東大震災では無事であった駅舎も，太平洋戦争末期
の空

くう

襲
しゅう

によって，３階部分のドーム屋根は焼け落ち，プ
ラットホームも大部分が破

は

壊
かい

されてしまいました。

現在の東京駅ができるまで
　敗戦直後は建築資材が不足していたため，東京駅の３
階部分は復元されず，２階までの修復で営業が再開され
ることになりました。しばらくして２階建ての駅舎をと
りこわし，高

こう

層
そう

ビルの駅舎にする構想もありました。し

かし，その後，歴史的建築物として価
か

値
ち

が高まり，2003
（平成15）年に重要文化財に指定されました。さらに2007
年には，「建造物の近代化に貢

こう

献
けん

した赤れんが生産など
の歩みを物語る近代化産業遺

い

産
さん

群」の一つとして認
にん

定
てい

さ

れたこともあって，新しい東京駅は辰野が設計した大正
の創建時の姿を再現することとなったのです。
　工事にあたっては，２階までの残せるところはできる
限り残し，戦争で失われた３階部分を復元することに加
え，土台から耐

たい

震
しん

化をはかりました。工事中に東日本大
震災が発生しましたが，駅舎はびくともせず，津

つ

波
なみ

にお

そわれた宮
みや

城
ぎ

県の会社が修復した大正時代のスレート瓦
がわら

４万枚が，南北のドームや駅舎中央部に使われ，新しい
東京駅

❶❹
をかざっています。

トヨタ産業技術記念館 ―愛
あ い

知
ち

県名
な

古
ご

屋
や

市―
　トヨタ産業技術記念館が所

しょ

蔵
ぞう

する織機などに加えて，
もとは豊

とよ

田
だ

自
じ

働
どう

織
しょく

布
ふ

工場であった記念館の建物も，近代
化産業遺産として認

みと

められています。
　繊

せん

維
い

機械館では，綿織物の生産技術の発
はっ

展
てん

を学ぶこと
ができます。

大
た い

正
しょう

時代にできた東
と う

京
きょう

駅
　新幹線をはじめとする多くの列車が発着する東京駅は
1914（大正３）年につくられました

❸
。その設計は，当時の

日本の建築家の第一人者であった辰
たつ

野
の

金
きん

吾
ご

で
❷
した。辰野

の建築物は，留学先だったイギリスの影
えい

響
きょう

を受けて，赤
れんがとコンクリートを組み合わせたり，木造建築物も
洋風のデザインをとり入れたりしたのが特

とく

徴
ちょう

でした。現
在でも辰野が設計した建築物が各地に残っており，それ
らが現

げん

役
えき

で使われていることにおどろかされます。
　東京駅は，工事開始から６年，1914年に盛

せい

大
だい

な開場式
が行われました。姿

すがた

を現した３階建ての南北にドーム屋
根をもつ宮

きゅう

殿
でん

のような大きな駅舎に，当時の人々は目を

❹復元された東京駅
のドーム屋根の天

てん

井
じょう

　焼け落ちたドーム屋
根の資料は少なく，復
元に最も苦労した部分
の一つです。

❺浜
はま

寺
でら

公園駅（大
おお

阪
さか

府堺
さかい

市）　1907年「浜
寺駅」として開業した
私鉄最古の洋風駅舎で，
辰野金吾の設計による
ものです。

　日本の輸出額と綿織物の割
わり

合
あい

の推
すい

移
い

（『本
ほん

邦
ぽう

主要経済統計』）●❾

　トヨタ産業技術記念館（愛知県名古屋市）●❻

　豊田式汽力織機　豊田佐
さ

吉
きち

が，1896年に日本初の動力織
機を完成させました。動力とし
て蒸

じょう

気
き

を使い，人力に比べて効
率がよく，広く普

ふ

及
きゅう

しました。

●❼
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輸
出
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額

輸
出
総
額
に
占
め
る

綿
織
物
の
部
分 し

輸出総額に占める
綿織物の割合

　

　 わりあい

❶よみがえった東京駅　駅舎内
のホテルや美術館も復活しました。

❷辰野金吾（1854～1919）　（東京
都　国立国会図書館蔵）

❸大正時代の東京駅のようす

－近代化産業遺
い

産
さ ん

を訪
た ず

ねる－

解 説

　日本の産業の近代化に大きく貢献した建築物や機械な
どが，全国各地に残されています。その価値を広く知ら
せ，地

ち

域
いき

の活性化に役立てることを目的に，経
けい

済
ざい

産業省
が認定したものです。

近代化産業遺産

　豊田佐吉（1867～1930）
（東京都　国立国会図書館蔵）

●❽
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か
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こ
く

フ
ラ
ン
ス
料
理

現代社会はグローバル化が進んで，地球

規
き
模
ぼ
での文化の交流が起こっています。

日本の文化では，料理
❶❷❸
やアニメ・漫

まん
画
が
，
❹
柔
じゅう
道
どう
も
❺
世界じゅうで受け入

れられています。伝統工芸を学びに来る外国人もおり
➡P.1
，世界に日本

の文化を広め，日本文化の担
にな
い手にもなっています。

　また，東日本大震
しん
災
さい
のときにもみられたように，他者を思いやる

心がまえ
❼
，ものをたいせつにするといった日本人の美意識や，地球

環
かん
境
きょう
問題に対する考え方そのものも，世界の人々に評価されて，問

題を解決するために生かされています。

　現代の社会は人間が長い歴史を通じて受けついできた伝統と文化

によって成り立っています
❽❾
。私たちはそれを現代社会に生かして文

化を創造する当事者でもあります
❿⓫
。日本文化は，異

こと
なる文化との交

流を通じて少しずつ変わる側面と，長いあいだ変わらない部分とを

保っています。こうして生まれてくる文化は，個性豊かな日本独自

の文化でありつつも，時代をこえて世界の多くの人にも受け入れら

れています
⓬
。近年では，富

ふ
士
じ
山
さん
が世界文化遺

い
産
さん
として，和食が無形

文化遺産として認
みと
められたのはその例です。

世界を見わたしてみれば，国・地
ち
域
いき
や民

族によってもっと多様で豊かな文化が存
そん

在
ざい
しています。いっぽうで，それらの人々がたいせつにする宗

しゅう
教
きょう
な

どの文化への誇
ほこ
りがふみにじられるとき，人間は戦争さえ引き起こ

してきました。

　しかし，文化の底に流れる人間の願いや感じ方には共通点もあり

ます。お正月を祝う行事は国ごとに異なりますが，新しい年を新し

い心でむかえたいという気持ちは共通です。世界には数多くの宗教

があり，寺院や教会の形はさまざまですが，それを支えているのは

心の安らぎを願う人々の気持ちです。

　私たちは自分たちの文化をたいせつにするとともに，異なる文化

にこめられた人々の思いに共感や理解をして，文
ぶん
化
か
の多

た
様
よう
性
せい
を

➡P.185
尊
そん
重
ちょう

する気持ちをもつことが必要です。

グローバル化と
日本文化の創造 文化の多様性への

共感と理解

受けつぎ，創
そ う

造
ぞ う

する日本の文化3学習
課題

日本の文化で守っていきたいことを理由
とともにあげてみよう。

外国人に日本の文化を紹
しょう
介
かい
するつもりで，

説明を考えてみよう。

確認 活用学習の　 　　 と

グローバル化が進む社会で，私た
ちは日本の文化をどのように生か
していけばよいのだろう。

日本の伝統や文化と外国とのかかわりについて，地理と歴史の教科書を見て
復習してみよう。

確認

活用

❼東日本大震災後に店にならぶ人 （々仙
せん

台
だい

市）　日本人が秩
ちつ

序
じょ

を守り自制をもって震災
に対

たい

処
しょ

する姿
すがた

が，外国ではおどろきと称
しょう

賛
さん

を
もって報道されました。

⓭日本の誇りは何ですか（内閣府資料）

●❶にぎわう回転ずし店（イギリス）　　

●❹世界じゅうで読まれる日本の漫画（台
たい

湾
わん

） ●❺世界に広まった柔道（ブラジル）　　 ●❻日本のキャラクタ－の販
はん

売
ばい

店（アメリカ）　

●❷外国人が好きな外国料理（経済産業省資料）

●❸外国で形を変
えた「sushi」

❿伝統的な石
いわ

見
み

神
か ぐ ら

楽のけいこをする中学生（島
しま

根
ね

県大
おお

田
だ

市）
⓫よさこい祭り（高

こう

知
ち

県高知市）　1990年代から，
「YOSAKOI祭り」として全国に広まりました。

⓬茶
さ

道
どう

で交流する日本とルーマニ
アの中学生（栃

とち

木
ぎ

県宇
う

都
つの

宮
みや

市）

❾伊
い

勢
せ

神宮（三
み

重
え

県伊勢市）　20年に一度建てかえを行う
「式年遷

せん

宮
ぐう

」を1300年続けています。職人の技術を伝承する
意義もあり，2013年に社殿が建てかえられました。

❽龍
りょう

安
あん

寺
じ

（京
きょう

都
と

市）　禅
ぜん

の精神を
具体的に表現しているとされる寺
院に多くの外国人が訪

おとず

れます。

日本ではあたりまえで
も，ちがう文化の外国
人の視

し

点
てん

では，評価さ
れることもあるね。

文化の多様性

地理・歴史

真ん中の四角
形を「口」の
字にみたてる
と，漢字四文
字の文章にな
るよ。

「kawaii」という
言葉が，外国でも
使われているよ。

外国人がいちばん好きな日
本の料理は，おすしで，サ
ーモンとまぐろが人気だよ。

0%(2014年)

（複数回答）

10 20 30 40 6050

治　安　の　よ　さ

美　し　い　自　然

長 い 歴 史 と 伝 統

優れた文化や芸術

国民の勤勉さ，才能

すぐ

きんべん

国 民 の 人 情 味 や
義 理 が た さ

５６．７％

５４．１

５０．５

４４．２

４１．７

３５．６

受け継がれる
文化遺産

↑歴史P.70

↑地理P.187

↑公民P.⓯

↑公民P.178

↑地理P.118〜119

↑歴史P.114

↑歴史P.238

↑歴史P.220 ←公民P.18

←地理P.235

↑公民P.⓮〜⓯
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国家の主権がおよぶ範
はん
囲
い
（領域）は，領

りょう
土
ど

を中心に，それをとりまく領
りょう
海
かい
と領

りょう
空
くう
と

から成っていま
⇨P.245 海上保安庁

す
❺
。国際的なルールでは，海岸線から200海里以内

を排
はい
他
た
的
てき
経
けい
済
ざい
水
すい
域
いき
と

⇨P.245
定め，沿

えん
岸
がん
国
こく
がその資

し
源
げん
を利用できることに

なっています。その外側が公海で，だれもが自由に利用することが

できます（公海自由の原則）。

　周囲を海に囲まれた日本には，領土をめぐる問題があります
❻
。北

ほっ

海
かい
道
どう
の歯

はぼ
舞
まい
群
ぐん
島
とう
・色

しこ
丹
たん
島・国

くな
後
しり
島・択

え
捉
とろふ
島は北

ほっ
方
ぽう
領
りょう
土
ど
とよばれ，歴

史的に日本固有の領土です。しかし，1945年にソ連に占
せん
領
りょう
され，ソ連

解体後もロシアが不法に占
せん
拠
きょ
しています。現在，日本は北方領土の

返
へん
還
かん
をロシアに強く要求していますが，いまだに実現していません。

　竹
たけ
島
しま
は，1905年に閣議決定で島

しま
根
ね
県に編入された日本固有の領土

ですが，1952年以降，韓
かん
国
こく
が取りこみ，今も不法に占拠しています。

日本は韓国に対して何度も厳重に抗議しています。サンフランシスコ

平和条約でも北方領土と竹島が日本固有の領土と確認されています。

　尖
せん
閣
かく
諸
しょ
島
とう
は，1895年に閣

かく
議
ぎ
決定で沖

おき
縄
なわ
県に編入された日本固有の

領土です。周辺海域に石油資源などが埋
まい
蔵
ぞう
されている可能性が指摘

された1970年代になって，中国が領有権を主張するようになりまし

たが，尖閣諸島は，現在日本が有効に支配しており，領土問題は存

在していません。

２

３

20世紀の初め，世界には約50の独立国し

かなく，アジアやアフリカのほとんどは

植民地でした。しかし，第二次世界大戦後，すべての民族が，他国

の支配を受けずに，自らの政治を自らの手で決定すべきという，民
みん

族
ぞく
自
じ
決
けつ
の原

げん
則
そく
が広く受け入れられ，多くの国が独立し，現在，国

の数は190をこえました。こうした国々は，国土の大小，歴史，文

化，言語，宗
しゅう
教
きょう
，経
けい
済
ざい
発
はっ
展
てん
などのちがいはあっても，平等な独立国

で，他国による国内政治への干
かん
渉
しょう
は許されません（内

ない
政
せい
不
ふ
干
かん
渉
しょう
の原

げん

則
そく
）。国々は，たがいに外

がい
交
こう
関係を結んで交流し，条約など

⇨P.245
の国際的

なルールである国
こく
際
さい
法
ほう
の

⇨P.245
もとで，国際関係を形づくります。

国家が成り立つためには，領
りょう
域
いき
と，そこ

に居住する人 （々国民
⇨P.245 大使館・領事館

），それらを統治す

る権
けん
力
りょく
が必要です

❹
。国内で統治権をもち，外から支配を受けずに独

立を保つ国家を，主
しゅ
権
けん
国
こっ
家
か
と

⇨P.245
いいます。すべての国の主

しゅ
権
けん
を平等に

尊
そん
重
ちょう
し合うことが，国際社会のたいせつな原則で，国旗・国歌を国

のシンボルとして相
そう
互
ご
に尊重することが，国際的な儀

ぎ
礼
れい
です。日本

では，法
ほう
律
りつ
で日

にっ
章
しょう
旗
き
を国旗，君

きみ
が代

よ
を国歌としています

❸
。
1

国際関係の成り立ち

国家と主権

日本の領土を
めぐる問題

1日本では，日章旗（日の丸）を国旗，君が代
を国歌とする国旗・国歌法があります。

１２海里

２００海里 公海

大気圏内
けん

排他的経済水域

領空
領土

領海

国際社会と主
し ゅ

権
け ん

国家，日本の領土1

内政不干渉の原則　外交　国際法
主権国家　領土　北方領土　竹島
尖閣諸島

学習
課題

次の例は，独立国家として，どの成立要
素が欠けているだろうか。
［南極・植民地・月・地方自治体］

日本の領域をめぐる問題について，相手
国と話し合いをどのように行うか考えてみよう。

確認 活用学習の　 　　 と

国際社会で国家がたがいに尊
そん

重
ちょう

し
合うためには何が必要だろう。日
本の領土にかかわる問題は何があ
るだろう。

地理と歴史で学習した日本の領域について思い出してみよう。

確認

活用❺国家の領域　排他的経済水域では，外国の
船
せん

舶
ぱく

や航空機の移動は自由ですが，外国は資
源の採取はできません。

●❶独立宣
せん

言
げん

の日に掲
かか

げられる憲
けん

法
ぽう

（2011年，南スーダン）

●❷西
にし

之
の

島
しま

（2015年，東
とう

京
きょう

都）　海底
火山の噴

ふん

火
か

により新しい陸地が生ま
れ，日本の領域となりました。

●❻日本の領域と排他的経済水域

国家と国際社会1

B国

A国

● 主権平等の原則
● 内政不干渉の原則
● 公海自由の原則

国際慣習法
しゅ

かんしょう

けん

外 交

国の成立要素

条 約

主 権

国 民領 域
国際法

地理・歴史

日  本

フィリピン

日本海

太　平　洋
たい

に ほん かい

へい よう

東シナ海
尖
閣
諸
島

東京

オホーツク海

ち
し
ま
れっ
と
う

千
島
列
島

伊
豆
諸
島

い

　
ず
し
ょ
と
う

小
笠
原
諸
島

お 

が
さ
わ
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し
ょ
と
う

南西
諸
島

な
んせいしょと

う

ロシア

中 国

北朝鮮

韓国

きた ちょう せん

かん こく 竹島
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せ
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か
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し
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と
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択
捉
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南鳥島
（
台
湾
）

た
い
わ
ん

おき とり

沖ノ鳥島よ な ぐに

与那国島

日本の領海

日本の排他的経済水域

日本の領土とつながる
大陸棚
たい りく  だな

排他的経済水域は, 沿岸国が
排他的権利をもって, 資源をと
ることのできる水域です。

平成28年度版中学社会地理的分野教科書
C211_02_01

日本の領域と排他的経済水域

もと155％拡大

０ １０００km

国後島

択捉島

色丹島

歯舞群島

日本

ロシア

１海里＝1.852kmとして，
沖ノ鳥島のもつ排他的経済水
域を計算しよう。日本の面積
とどちらが大きいかな。

1956年の日ソ共同宣言
によって，平和条約締
結後に返還される地域

江
え

戸
ど

時代から北方領
土は日本の領土であ
る。サンフランシス
コ平和条約で放棄し
た千島列島に，北方
領土は含

ふく

まれない。

日本は，1951年のサン
フランシスコ平和条約で，
千
ち

島
しま

列島を法的に放
ほう

棄
き

し
た。日本のいう北方領土
は千島列島の一部である。

●❸観客席に掲げられた日章旗　国際的な行事では，国旗を掲
げ，国歌が斉

せい

唱
しょう

されます。

●❹国の成立要素と外交

国が成り立つには，
何が必要なのかな。

2小さな島であっても，排他的経済水域の設
定により重要となりました。北方領土，竹島，
尖閣諸島周辺も水産・鉱産資源が豊富です。
3日本は竹島問題を国際司法裁判所（➡P.181）
に訴えて平和的に解決することを韓国に何度
か提案していますが，韓国は応じていません。

沖
おき

ノ
の

鳥
とり

島（東京都）
※中国船（右）と並

へい

走
そう

する海上保安庁の巡
視船（2012年）。後方は魚

うお

釣
つり

島
しま

。

北方領土（北海道）竹島（島根県）

尖閣諸島（沖縄県）

世界に広がる日本の文化

地域の調べ学習

国旗・国歌

●❿青
せい

岸
がん

渡
と

寺
じ

と那
な

智
ちの

滝
たき

（和
わ

歌
か

山
やま

県那
な

智
ち

勝
かつ

浦
うら

町）
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東北地方
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合計
278件

51
東北地方
とうほく

35
関東地方
かんとう

71
中部地方
ちゅう　ぶ　42

近畿地方
きん　き　

49
九州地方
きゅうしゅう

29

中国・
四国地方

ちゅうごく　　　

　し　こく　

北海道地方 1件
ほっかいどう

（2013年）

日本は南北に長く，地形や気候が多様な

ため，それぞれの地
ち
域
いき
で特色ある文化が

発達してきました。東北地方でも，祭
まつ
りや年

ねん
中
じゅう
行
ぎょう
事
じ
，

➡P.27
伝統芸能，昔

話や伝説，伝統的工芸品，地域色豊かな食事や住居といったさまざ

まな文化が，長い年月にわたって受けつがれてきました。

　正月をむかえるための年中行事である男
お
鹿
が
半島

（秋田県）
のなまはげや，東

北三大祭りとよばれる青
あお
森
もり
市

（青森県）
のねぶた祭，秋

あき
田
た
市

（秋田県）
の竿

かん
燈
とう
まつり，仙

せん

台
だい
市の七

たな
夕
ばた
まつりは，全国的に有名です

❶❷
。これらは，過去の文化を

知る手がかりであるとともに，現在の人々に楽しみをあたえ，地域

の人々を結びつける役
やく
割
わり
を果たしています。

日本では，人々の生活の近
きん
代
だい
化
か
や洋

よう
風
ふう
化
か
，

交通・通信の発達などによる都
と
市
し
化
か
や国

こく

際
さい
化
か
の

➡P.165
ために，伝統文化が変化したり，失われたりしつつあります。

例えば，竿燈まつりは，もともとは豊作を祈
き
願
がん
するものでしたが，

現在は観光の要素が強くなり，多くの観光客でにぎわうようになっ

ています。いっぽうで，伝統文化を守り，育てる運動も盛
さか
んになっ

てきています。東北地方の伝統芸能では，花
はな
巻
まき
市

（岩手県）
の早

はや
池
ち
峰
ね
神
か ぐ ら
楽，仙

東北地方の
祭りや年中行事

台市の秋
あき
保
う
の田

た
植
うえ
踊
おどり
，鹿

か
角
づの
市

（秋田県）
の大

だい
日
にち
堂
どう
舞
ぶ
楽
がく
が

➡P.Ⅶ
ユネスコ

⇨P.277
無
む
形
けい
文
ぶん
化
か
遺
い
産
さん

に選ばれ，保護されています。

東北地方には，伝統文化や地域の歴史を

生かした観光地が多くあります。平
ひら
泉
いずみ
町

（岩手県）

には，平
へい
安
あん
時代の繁

はん
栄
えい
を示す寺院や庭園などがあり，

⇨P.277
世
せ
界
かい
文
ぶん
化
か
遺
い
産
さん

に登録されています
➡P.Ⅷ
。また，江

え
戸
ど
時代に城

じょう
下
か
町
まち
だった弘

ひろ
前
さき
市

（青森県）
や
（秋田県）
仙
せん

北
ぼく

市角
かくのだて
館，
❻
宿場町の景観を伝える下

しも
郷
ごう
町

（福島県）
の大

おお
内
うち
宿
じゅく
，こみせとよばれる

道路にはみ出した伝統的な屋根がみられる黒
くろ
石
いし
市
❼
な

（青森県）
どには，伝統的

な街なみが残されていて，重
じゅう
要
よう
伝
でん
統
とう
的
てき
建
けん
造
ぞう
物
ぶつ
群
ぐん
保
ほ
存
ぞん
地
ち
区
く
に

⇨P.277
選定され

ています。角館では，伝統的な建物が数多く残る城下町時代からの

武家屋
や
敷
しき
地区が保存地区になりました。保存地区では，ブロック塀

べい

を伝統的な板塀にもどすなど，住民の協力によって，街なみが修

復・保存されていて，多くの観光客がおとずれています。

　観光業の発
はっ
展
てん
は，地域活性化のためのまちおこし・むらおこしに

➡P.189

役立つだけではなく，伝統文化や地域の歴史を見直すきっかけにも

なります。観光化によって伝統文化は変容することもありますが，

観光化と伝統文化を守ることは，必ずしも矛
む
盾
じゅん
するものではありま

せん。

伝統文化の変化と
伝統文化を守る運動

生活・文化の視
し

点
てん

で学ぶ①
東
と う

北
ほ く

地方の伝統文化を守る取り組み3
東北地方に伝えられてきた伝統文
化を守るためには，どのような取
り組みが必要なのだろう。

学習
課題

❷なまはげ（秋田県男
お

鹿
が

市）
　大みそかに，若

わか

者
もの

が仮
か

装
そう

をして家々を訪
たず

ね
ます。正月に神が訪ねてくるという，昔の信

しん

仰
こう

のなごりと考えられています。

❺田植踊の練習をする子ども
たち（下：2010年）

❹秋保の田植踊（上）

伝統文化や歴史を
生かした観光

❻角館（2011年，秋田県仙北市）

❼黒石の街なみ（2011年，青森県黒石市）
　こみせは，雪が降

ふ

っても歩きやすくするた
めのくふうです。

αプラス
地理

日本の姿 伝統芸能を継
け い

承
しょう

する取り組み

　秋保の田植踊は，年の初めに米の豊作をあらかじめ祝うことで，
その年の豊作を祈願する伝統芸能です。仙台市太

たい

白
はく

区秋保町の三つ
の地区で継

けい

承
しょう

されていて，主に寺や神社の祭礼などで行われていま
す。1976年に重

じゅう

要
よう

無
む

形
けい

民
みん

俗
ぞく

文
ぶん

化
か

財
ざい

の指定を受け，2009年にはユ
ネスコ無形文化遺

い

産
さん

に登録されました。
　踊り手は，小学校低学年から中学校２年生くらいまでの子どもた
ちで，かつて踊り手を経験した保存会の人たちの指導で練習してい
ます。最近は，少子化によって踊り手の数が減っているため，保存
会では，小学校の授業で田植踊を伝承する活動を行ったり，伝承地
域の範

はん

囲
い

を拡
かく

大
だい

したりし
ています。

●❹

●❸

●❺

伝統文化を守り，育てる活動の具体例を，
教科書の文章からぬき出そう。

確認 活用学習の　 　　 と

観光化と伝統文化を守ることが必ずしも
矛盾しないのはなぜだろう。まちおこし・むら
おこしを進めている人の立場を想像して，その
理由を考えよう。

確認

活用

伝統文化をみる

祭り　年中行事　ユネスコ無形文
化遺産　世界文化遺産

❸重要無形民俗文化財の地方別指定件数
（文部科学省資料）

それぞれの祭りや伝
統行事は，どのよう
な意味をもっている
のかな。

●❶東北地方の主な祭り・伝統行事

さんさ踊り
（8月）

青森市

山形市

福島市

盛岡市
秋田市

男鹿半島

横手市

仙台市

かまくら
（2月）

花笠まつり
（8月）

福島わらじ
 祭り（8月）

なまはげ
（年末）

おど

あおもり

やまがた

ふくしま

もりおか

福島県浜通り
はまどおふくしま

あきた

お が

よこて

せんだい
はながさ

ふくしま

100km0
伝統文化をみる

伝統文化をみる

七
たな

夕
ばた

まつり（８月）ねぶた祭（８月）

竿
かん

燈
とう

まつり（８月） 相
そう

馬
ま

野
の

馬
ま

追
おい

（７月）

❹秋保の田植踊（上）

世界遺産・国宝

地域に息づく文化

日本の風景
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1951年のサンフランシスコ平和条約でも， 

北方領土と竹島が日本固有の領土である

ことが確
かく
認
にん
されています。日本は，この条約の内容などに基づいて，

北方領土と竹島の領
りょう
土
ど
問
もん
題
だい
を国際社会に訴

うった
え，平和的な解決をめざ

しています。

　現在，北方領土では，領土問題の解決に向けて，元島民を含
ふく
む日

本人と北方領土に住むロシア人が相
そう
互
ご
訪
ほう
問
もん
するなど，交流を深めて

います
❹
。竹島については，この問題を国際司法裁

さい
判
ばん
所
しょ
で取り上げる

ように韓国に提案していますが，韓国は拒
きょ
否
ひ
しています。

尖
せん
閣
かく
諸
しょ
島
とう
は

（沖縄県）
，石垣島からおよそ170kmは

なれた東シナ海にあります
❶❼
。1895年に日

本が領有を宣
せん
言
げん
して，沖

おき
縄
なわ
県に編入しました。また，サンフランシ

スコ平和条約でも日本の領土とされ，このことに周辺の国々からの

反対はありませんでした。その後も，日本固有の領土として管理さ

れてきており，尖閣諸島には領土問題は存在していません。

　ところが，東シナ海に石油が埋
まい
蔵
ぞう
されている可能性が指摘された

1970年代になって，中国などが尖閣諸島の領有権を主張するように

なりました。最近では，中国の船が日本の領海にたびたび侵入して

います
❽
。日本は，中国の動きに厳重に抗議し，領土の保全に取り組

んでいます。

領土問題の
解決に向けて

❺竹島（2012年，島根県隠
お

岐
き

の島
しま

町）
　東島には，韓国が建設した施設が写っています。

❻竹島が日本固有の領土であることを示
す地図の展

てん

示
じ

（2014年，島根県松
まつ

江
え

市)

❽尖閣諸島の日本の領海に侵
しん

入
にゅう

する中国
の船（2013年，沖縄県石垣市）
　手前の２隻

せき

が中国の船，奥
おく

は日本の海上保
安庁

ちょう

の巡
じゅん

視
し

船です。

●❷北方領土付近の国境の変化

●❸羅
ら

臼
うす

町から見た国後島（2013年）

択捉島
国後島

ウルルン島

色丹島

歯舞群島

ウルップ（得撫）島

尖閣諸島

竹島

隠岐諸島
しょ とう

ぐんとうはぼまいしょ とう

お  き

たけしま

宮古島
みや こ じま

しこたんとう

くな しり とう

えとろふとう

与那国島
よ   な ぐにじま

西表島
いりおもてじま

石垣島
いしがきじま

せんかく

ロシア

中　国

日　本
北朝鮮
韓国

フィリピン

東シナ海

オホーツク海

きた ちょう せん

かん こく

韓国
かん こく

台湾
たいわん

島
根
県

し
ま
ね

鳥
取
県

と
っ
と
り

沖縄県
おき なわ

北海道
ほっ かい どう

日 本 海
に ほん かい

太　平　洋
たい へい よう

1000km0

100km0

100km0

100km0

北方領土

尖閣諸島

竹　島
ほっ ぽうりょう ど

平成28年度版中学社会地理的分野教科書
C211_03_01

北方領土・竹島・尖閣諸島の位置

❼尖閣諸島（2013年，沖縄県石
いし

垣
がき

市）

●❹「ビザなし交流」で国後島の
一
いっ

般
ぱん

家庭をおとずれ，ロシア人
と交流する訪問団（2013年）

北
ほっ
方
ぽう
領
りょう
土
ど
は

（北海道）
，択

え
捉
とろふ
島
とう
・国

くな
後
しり
島
とう
・色

しこ
丹
たん
島
とう
・

歯
はぼ
舞
まい
群
ぐん
島
とう
からなる日本固有の領土で

❶❸
す。

面積は合計約5000㎢もあり，千
ち
葉
ば
県とほぼ同じ広さです。日本は，

18世紀ごろから本格的な開発を始め，1855年の日
にち
露
ろ
通好条約で，日

本の領土であることが確
かく
認
にん
されました

❷
。周辺の海

かい
域
いき
は，こんぶやか

になどの水産資
し
源
げん
が豊富で，かつては多くの日本人が漁業をしなが

ら生活していました。しかし，1945年にソ連に占
せん
領
りょう
され，ソ連解体

後もロシアが不法に占
せん
拠
きょ
しています。ソ連に占領されるときに，当

時住んでいた日本人はふるさとを追われ，現在，北方領土に日本人

は住んでいません。日本は，北方領土の返
へん
還
かん
をロシアに強く要求し

ていますが，いまだに実現していません。

竹
たけ
島
しま
は

（島根県）
，本州からおよそ200㎞はなれた

日本海にある，日本固有の領土です
❶❺❻
。竹

島周辺は豊かな漁場で，17世紀初めには日本人が漁業などに利用し

ていました。1905年には，島
しま
根
ね
県に編入されました。ところが1952

年から，韓
かん
国
こく
が，一方的に自国の領土であると主張して竹島を取り

こみ，警
けい
備
び
隊員を常

じょう
駐
ちゅう
させたり，施

し
設
せつ
をつくったりして，不法に占

拠しています｡ 日本は，韓国に対して何度も厳
げん
重
じゅう
に抗

こう
議
ぎ
しています。

北
ほっ

方
ぽう

領
りょう

土
ど

●❶北方領土・竹島・尖閣諸島の位置

日本の領
りょう

域
い き

をめぐる問題をつかむ3日本の領域をめぐる問題には，ど
のようなものがあるのだろう。

学習
課題

北方領土・竹島・尖閣諸島が日本固有の
領土である根

こん
拠
きょ
を説明しよう。

確認 活用学習の　 　　 と

確認

北方領土・竹島の領土問題，尖閣諸島の
問題の解決に向けて，それぞれどのような取り
組みが必要だろうか。

活用

北方領土　竹島　領土問題　
尖閣諸島

第二次世界大戦後～現在Ⓓ

樺太（サハリン）
ふとから

択捉島
とろふえ とう

国後島

色丹島
たんしこ とう

歯舞群島
まいはぼ ぐん とう

シュムシュ（占守）島ロシア
（旧ソ連）

カムチャツカ半島

千島列島

ち

（クリル）

しま
れっ
とう

オホーツク海

太　平　洋日本

ウルップ（得撫）島

樺太千島交換条約（1875年）
こうかん

Ⓑ

日本

ロシア

ポーツマス条約（1905年）Ⓒ

日本

ロシア

日露通好条約（1855年）
にち ろ

Ⓐ

※樺太（サハリン）は
　日本とロシアの雑居地

日本

ロ
シ
ア

０ 5００km

しりくな とう 竹
たけ

　島
しま

尖
せん

閣
かく

諸
しょ

島
とう

を
とりまく問題

いずれも，海上
に引かれた国境
に近い島だね。

日本の領域の特色と変化，国家間の主権の尊
そん
重
ちょう
と協力について，歴史的分野・

公民的分野でも学習しよう。
歴史・公民

国
く な

後
し り

島

西島
東島羅

ら

臼
う す

港

魚釣島

北小島

南小島

領土・領域



日
文『
中
学
社
会
』コ
コ
が
Ｐ
Ｏ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
！

今
日
の
社
会
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に

1312

日文『中学社会』
ココがPOINT!
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自然環境や
災害・防災
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せまりくる巨
き ょ

大
だ い

地
じ

震
し ん

－南
な ん

海
か い

トラフ沿
ぞ

いの巨大地震にそなえて－
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巨大地震の想定震源域

しんげんいき

（総務省資料）

地震の多い日本では，つねに巨大地震に対する防災対
た い

策
さ く

を進めておく必要があり
ます。南海トラフ

➡P.141
沿いの巨大地震にそなえた取り組みをみてみましょう。

●❷高知県各地の津波避難の標識
（2014年）

●❹東日本大震災以前のハザードマップ
（奥）と震災後に改訂されたハザードマ
ップ（手前）（愛

あい

知
ち

県南
みなみ

知
ち

多
た

町）

●❻アンケートのようす（2012
年，高知県黒潮町）

●❺万行地区（2012年，高知県黒潮町）
　高台まで，歩いて20分ほどかかりま
すが，津波の到達までの時間の余裕が
ありません。そこで，想定される津波
の高さに対応できる高さ14ｍのタワー
が2014年に完成しました。●❸東日本大震災後に建設され

た津波避難タワー（2013年，
三重県大

たい

紀
き

町）　高さ20ｍ以上
の部分が避難スペースになって
いて，500人を収容できます。●❶南海トラフで起こる巨大地震の想定震源域

地域からのメッセージ

され，大
おお

阪
さか

市
（大阪府）

や名
な

古
ご

屋
や

市
（愛知県）

でも津波によって広い範囲が浸
しん

水
すい

すると想定されています。三大都市圏
けん

を含
ふく

む広大な地
ち

域
いき

が被災することになり，日本社会全体への深
しん

刻
こく

な影
えい

響
きょう

が心配されています。

巨大地震にどうそなえるか
　役所や学校といった公共施

し

設
せつ

の建物の耐
たい

震
しん

化
か

は，阪
はん

神
しん

・淡
あわ

路
じ

大震災以
い

降
こう

，全国的にかなり進んできました。
南海トラフ巨大地震の被

ひ

害
がい

が想定される地域では，東日
本大震災の経験を生かして，さらに対策が進められてい
ます。沿

えん

岸
がん

部の住
じゅう

宅
たく

地では，その場所の標高・海
かい

抜
ばつ

，予
想される津波の高さを示す案内板や，津波避難マップが
設置されるようになりました

❷
。

　また，防
ぼう

潮
ちょう

堤
てい

の新設・補
ほ

強
きょう

・かさ上げなどの事業が計
画され，高台に通じる避難道路や階

かい

段
だん

の整備も進んでい
ます。近くに高台がない場合には，高

こう

層
そう

の建物を津波避
難ビルに指定したり，津波避難タワー

❸
や津波救

きゅう

命
めい

艇
てい

を
➡P.191

設
置したりして，住民の避難手段を確保することが考えら
れています。

　黒
くろ

潮
しお

町
（高知県）

では，最高34ｍの津波が想定されています。町
内にある万

まん

行
ぎょう

地区
❺
は，海沿

ぞ

いにあり，高台への避難が難
むずか

しい地区で，高さ14mの津波が想定されています。そこ
で，防災研究機関と協力して住民にアンケートを行い

❻
，

住民の避難行動をコンピューターでシミュレーションし
ました。その結果をもとに，避難が難しい地区でどう安
全に避難するか，住民と研究者が話し合ったり，実際に
避難訓練を行ったりしています。

地震国，日本　　
　南海トラフで次に発生する地震がどこまで大きくなる
かは，誰にもわかりません。しかし，巨大津波をともな
うマグニチュード８級以上の地震が30年以内に発生す
る確率は，70％程度とされています。また，大きな被害
の発生が想定されている首都直下地震が発生する確率も
同程度あります。みなさんは，このような地震を，実際
に経験する可能性が高い世代です。災害・防災について
学習した内容を活用して，ひとりひとりが行うべき防災
対策について学校や家庭で話し合い，実行していきまし
ょう。

南
な ん

海
か い

トラフ巨
き ょ

大
だ い

地
じ

震
し ん

とは
　伊

い

豆
ず

半島の西側にある駿
する

河
が

湾
わん

から，宮
みや

崎
ざき

県沖
おき

の日
ひゅう

向
が

灘
なだ

にかけての南海トラフでは，マグニチュード８級の東
とう

海
かい

地
じ

震
しん

・東
とう

南
なん

海
かい

地
じ

震
しん

・南
なん

海
かい

地
じ

震
しん

とよばれる巨大な津
つ

波
なみ

をと

もなう大地震がくり返し発生してきました。複数の地震
が連動して起きたこともあります。
　これらの地震は，近い将

しょう

来
らい

に再び発生するおそれが高
まっているとされています。そのため，これまでも被害
想定が発表されて，防災対

たい

策
さく

が進められてきました。し
かし，事前に想定していなかったほどの規

き

模
ぼ

で東日本大
震災が発生したため，その経験をふまえて，東日本大震
災の規模に近い，マグニチュード９級の南

なん

海
かい

トラフ巨
きょ

大
だい

地
じ

震
しん

の
❶
被害想定がまとめられました。

　この被害想定によると，きわめて広い範
はん

囲
い

が強いゆれ
や大きな津波におそわれるため，死者は最大で約32万人，
建物の全

ぜん

壊
かい

は最大で約240万棟
とう

，避
ひ

難
なん

者は最大で約950
万人になると予測されています。静

しず

岡
おか

県から宮崎県にか
けての太

たい

平
へい

洋
よう

側では，特に津波による死者が多くなると

適切な避難のたいせつさ　
　防潮堤などで巨大津波を防げなかったことは，東日本
大震災の苦い経験です。いっぽうで，南海トラフ巨大地
震の被害想定では，津波避難ビルが効果的に活用され，
避難が適切に行われた場合は，そうでない場合に比べて，
津波による死者を５分の１から10分の１に減らせるとさ
れています。実際に，1854年の南海地震のときには，現
在の広

ひろ

川
がわ

町
（和歌山県）

で，濱
はま

口
ぐち

梧
ご

陵
りょう

という人の臨
りん

機
き

応変な判断によ
って津波からの避難が適切に行われて，多くの人命が救
われました。このときの話は「稲

いな

むらの火」という物語
になって，現在も読みつがれています。
　そこで，住民ひとりひとりが巨大地震にそなえるため
の取り組みが始まっています。県や市町村では，被害想
定に基づいてハザードマップを改

かい

訂
てい

する
❹
など，住民への

防災情報の提
てい

供
きょう

を進めています。中学生や小学生が，自
宅や通学途

と

中
ちゅう

の場所からどこにどのように避難すればよ
いのかを，地形や道路の状

じょう

況
きょう

をふまえて自分たちで考え，
地図にまとめるなどの取り組みも行われています。

　自然災害が発生したときに，どこでどのような被害になるかを予測し
たハザードマップがつくられています。地震の震度，津波や河川のはん
らんによる浸水域と深さ，火山被害がおよぶ範囲

➡P.252
などのハザードマップ

が発表されています。ハザードマップは，家族や地域の人々と協力して，
事前に対策を立てるときの参考になります。ただし，ハザードマップは，
ある特定の条件をもとに予測した結果であるため，場合によっては被害
想定と実際の被害が異

こと

なったり，予測をこえる災害が発生したりするこ
ともあります。災害が発生したときには，ハザードマップの予測をうの
みにせずに，臨機応変に判断し，最

さい

善
ぜん

をつくす必要があります。

●❹

αプラス
地理

災害・防災 ハザードマップ
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　将来，みなさんが大人になったとき，自動車の購
こう

入
にゅう

や
運転，住宅の購入，仕事における環境への配

はい

慮
りょ

のしかた
など，選

せん

択
たく

のしようによっては，中学生のときよりずっ
と大きな負荷を地球環境にかけるかもしれません。日本
では，政府，企業，地域や学校といった社会全体で持続
可能な社会に向けた取り組みが盛

さか

んです。私たちには，
こうした取り組みを社会全体で進めて，生活することが
求められています。

計
313億t

アメリカ
16.9

中国
25.4%その他

28.6

EU
15か国
9.1

インド 5.6ロシア 5.3
日本 3.8

韓国 1.9

カナダ
1.7

（2011年）

イラン
１.7

かんこく

経
けい
済
ざい
発
はっ
展
てん
と，地球環境を守ることとの関

係をどのように考えるべきでしょうか。

1972年にスウェーデンのストックホルムで国
こく
連
れん
人
にん
間
げん
環
かん
境
きょう
会
かい
議
ぎ
が開

かれ，「かけがえのない地球」を守るために，国連を中心に国際社会

が協力することが決められました。そして，1992年には，ブラジル

のリオデジャネイロで，環境と開発に関する国連会議（地球サミッ

ト）が開かれ，政府とNGO代表の双
そう
方
ほう
が，地球環境を守り，持

じ
続
ぞく
可
か

能
のう
な社

しゃ
会
かい
を

➡P.10，⇨P.244
つくるためにはどうすればよいのかを熱心に討

とう
議
ぎ
しまし

た。1997年に，地球温
おん
暖
だん
化
か
防止京

きょう
都
と
会議

❶
が

⇨P.244
開かれ，初めて先進国に

二酸化炭素
❷❸
などの排

はい
出
しゅつ
量の削

さく
減
げん
を義務づけた京

きょう
都
と
議
ぎ
定
てい
書
しょ
が採

さい
択
たく
され

ました。温室効果ガスの削減のために，排出量取り引き
⇨P.244

や炭素税な

どのしくみが考えられています。このように現在も地球温暖化を防

ぎ，先進国と発展途
と
上
じょう
国が共

きょう
存
ぞん
しながら持続可能な社会をつくって

いくために，議
ぎ
論
ろん
が続けられています

❹
。

私たちは，環境のめぐみを将
しょう
来
らい
の世

せ
代
だい
に

たいせつに引きつぎ，世界の国々と協調

して地球環境の保全を進め，環境への負荷の少ない持続可能な社会

をつくっていかなければなりません。そのためには，個人，企
き
業
ぎょう
，政

府の協力が必要です
❽
。オゾン層

そう
を破

は
壊
かい
するフロンガスの規制，廃

はい
棄
き

物をリサイクルして資
し
源
げん
とする循

じゅん
環
かん
型社会をきずいて，大気汚

お
染
せん
防

止，水・土
ど
壌
じょう
の汚染防止，健康を害する化学物質の管理，自然の景

観の維
い
持
じ
などの政

せい
策
さく
を進めています。また省エネルギーに努め，ク

リーンエネルギーの開発も行われています。

　私たちは，持続可能な社会に向けて，まず地球に住む一人の人間

として，地球環境に負
ふ
担
たん
をかけない豊かな生活とは何かについて深

く考え，身近にできることに取り組む必要があります。自分にでき

ることを考えて，地球全体と，これから生まれてくる将来の世代の

ことを想像しながら，行動していくことが求められています。

国際的な協力を
実現するために

持続可能な社会への
取り組み

計11.4億t
1990年

計11.9億t
2010年
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持続可能な社会　京都議定書　
将来の世代

日本や世界各国の，省エネルギーやリサイクルなど環境問題への取り組みを思い
出してみよう。

地理

❹地球環境問題への取り組みに関する年表

●❶地球温暖化防止京都会議（1997年，京都市）　以後も毎年，
地球温暖化を話し合う世界規

き

模
ぼ

の会議が開かれています。

アメリカ
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インド
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●❷世界の二酸化炭素排出量の予測（環境省資料）

●❸主な国の二酸化炭素排出量の割
わり

合
あい

（2014年刊　環境白書）

●❺コンビニエンスストアの電気自動車用急速充
じゅう

電
でん

器
（2012年　愛

あい

知
ち

県小
こ

牧
まき

市）

●❻スマートシティの完成予想図（神
か

奈
な

川
がわ

県藤
ふじ

沢
さわ

市）　情報・環境
技術を使って，町全体の電力を有効に使い，二酸化炭素や廃棄
物の排出をおさえて環境に配慮した都市です。日本や世界各地
で取り組みが始まっています。

●❼潮
ちょう

流
りゅう

発電の開発
（2013年9月13日新
聞）　海

かい

峡
きょう

などを通
る潮の流れのエネル
ギーを使って，発電
する仕組みです。

❽日本の部門別二酸化炭素排出量の変化
（2013年刊　環境統計集）

・�二酸化炭素の排出規制は，全
世界で取り組まなければ効果
がない。
・�地球温暖化が進めば，人類の
生
せい

存
ぞん

に重大な影響をおよぼす。

先進国

・�現在の環境問題は，先に大量
のエネルギーを使って経済成
長をした先進国に責任がある。
・�今後経済成長をして，豊かな
くらしをしたい。

発展途上国

持続可能な社会をめざして7学習
課題

地球の環
かん

境
きょう

を守り，持続可能な社
会をつくるために，国際社会では
どのような取り組みが行われてい
るのだろう。

地球温暖化に対する先進国と発展途上国
の立場を整理してみよう。

「将来の世代」の観点をふまえて，地球
温暖化をどのように解決していけばよいかを考
えよう。

確認 活用学習の　 　　 と

確認

活用

年 ことがら

1962 �レイチェル=カーソン『沈
ちん

黙
もく

の春』
1971 ラムサール条約採択
1972 �第1回国連人間環境会議（ストックホル

ム）
�国連環境計画（UNEP）設立
世界遺

い

産
さん

条約採択
�ローマクラブ「成長の限界」

1985 �オゾン層保護のためのウィーン条約採択
1992 �国連環境開発会議（地球サミット）（リオ

デジャネイロ）
�環境と開発に関するリオ宣

せん

言
げん

�気候変動枠
わく

組
ぐみ

条約（地球温暖化防止条約）
採択

1994 砂
さ

漠
ばく

化対
たい

処
しょ

条約採択
1997 地球温暖化防止京都会議
2002 �持続可能な開発に関する世界首

しゅ

脳
のう

会議
（環境･開発サミット）（ヨハネスバーグ）

2010 第10回生物多様性会議（名
な

古
ご

屋
や

）
2013 水銀汚染の防止のための水

みな

俣
また

条約採択
（水俣）

持続可能な社会をめざす取り組み

世界の国々は，地球
温
おん

暖
だん

化
か

に対して，ど
のような主張をして
いるのかな。

今日の社会を生きる子どもたちのために

⑤環境・持続可能な社会にかかわる教材
今日の社会を生きる子どもたちのために

⑥災害・防災にかかわる教材

　歴史的な環境問題や現在の身近な生
活などの具体的な事例を通して，今日
的課題である地球規模の環境問題や環
境保全について，体系的に学習するこ
とができるようにしています。これら
の学習を通して，持続可能な社会の実
現をめざす資質や能力を養うことがで
きるように工夫しました。

　日本ではどのような災害が発生しや
すいのか，先人の工夫や努力が現在に
どのように受け継がれているのか，防
災・減災（自助・共助・公助）につい
て具体的な事例を取り上げています。
これらを学習することで，生徒が自ら
防災・減災について考えることができ
るようにしました。
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1873年の小作地率を100としたときの数値
1873～92年までは，北海道を除く数値
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睡眠
すいみん

起床
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3月・10月前半の就業時間
（1日14時間30分）

就業
就業

就業 就業

（長野県平野村の製糸場）
ひら  のなが  の

しゅうぎょう

せい  し
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日
露
戦
争

に
ち
ろ

八
幡
製
鉄
所
操
業
開
始

や
は
た

そ
う
ぎ
ょ
う

日
清
戦
争

に
っ
し
ん

1880年の生産量を
100としたときの数値

すう ち

生糸

船舶

銑鉄

石炭
せんてつ

せんぱく

き いと

日本の産
さん
業
ぎょう
革
かく
命
めい
は，日

にっ
清
しん
戦争前後に繊

せん
維
い

など軽工業の分野で，そして日
にち
露
ろ
戦争前

後に鉄
てっ
鋼
こう
など重工業の分野で進行しました

❸
。

　最初にいちじるしい発
はっ
展
てん
をとげたのは紡

ぼう
績
せき
業です。1883（明治16）

年に開業した大
おお
阪
さか
紡績会社

❶
が，大規

き
模
ぼ
な機械生産を開始し，24時間

操
そう
業
ぎょう
で高利益を上げると，機械紡績の大工場の設立が相次ぎました。

こうして輸入品に対
たい
抗
こう
できる高品質・低価格の製品を大量生産する

態勢が整い，幕
ばく
末
まつ
の開港以

い
降
こう
，綿製品の輸入国であった日本は輸出

国となりました。製糸業でも，富
とみ
岡
おか
製糸場
➡P.168，181

などに導入された西洋技

術に，独自のくふうを加えた工場生産が広まり，生産した生
き
糸
いと
をア

メリカに輸出して，兵器や機械・原料を輸入する外貨を得ました。

　重工業では，政府が日清戦争の賠
ばい
償
しょう
金
きん
の一部をあてて，官営の八

や

幡
はた
製
せい
鉄
てつ
所
しょ
を
❷
設立し，鉄鋼需

じゅ
要
よう
の増大にそなえました。しかし軽工業

に比べて重工業は未発達で，精
せい
密
みつ
機械や工作機械などは欧

おう
米
べい
からの

輸入にたよらなければなりませんでした。産業の発展につれて，鉄

道も急速に整備されていきました。鉄道は，人や物資の移動を容易
1

にすることから，軍事的にも重要でした。そのため政府は，1906年

に主要な鉄道を国有化しました。

　政府から鉱山や工場の払
はら
い下げを受けた三

みつ
井
い
･ 三
みつ
菱
びし
･ 住
すみ
友
とも
などは，

金
きん
融
ゆう
・貿易・鉱山を多角的に経営する財

ざい
閥
ばつ
となり，日本経

けい
済
ざい
を支配

するようになりました。

日本の主要産業である紡績業・製糸業を

支えたのは，出かせぎの若
わか
い女子労働者

でした。安い賃
ちん
金
ぎん
で，紡績の場合は昼夜２交代の12時間，製糸では

１日14時間以上も働く場合
❻
もありました。こうして安い綿糸や生糸

が生産され，外国製品との価格競争に勝つことができました。しか

し不衛生な寮
りょう
での生活や徹

てつ
夜
や
労働のため，肺

はい
結
けっ
核
かく
で死

し
亡
ぼう
する者もあ

り，深
しん
刻
こく
な社会問題となりました。この時期には，児童の工場労働

などの問題もありました。

　資本主義
➡P.154

経済の発達により農家でも現金の支出が増えました。地
ち

租
そ
の支払いや生活用品・肥料購

こう
入
にゅう
のための借金で，農民が土地を

失って小作人となる傾
けい
向
こう
が
❼
続きました

➡P.286
。地主は，収

しゅう
穫
かく
高の半分もの

小作料を取り，それを換
かん
金
きん
して事業や株

かぶ
に投資する資本家となりま

した。小作人は，農業では生活ができずに，工場に出かせぎに行く

人や，一家で都市へ流出していく人もいました。産業革命は人々の

生活を便利で豊かにしましたが，他方で貧富の差を拡
かく
大
だい
させました。

2

近代日本の社会と文化6

工業化の進
しん

展
てん

労働者と農民

資本主義の発
は っ

展
て ん

と社会問題1
日本の産業は，どのように発展し，
人々にどのような影

えい

響
きょう

をあたえた
のだろう。

学習
課題

　大阪紡績会社（東
とう

洋
よう

紡
ぼう

蔵）　紡績機の動力に蒸
じょう

気
き

を使い，電灯を使って昼夜二交代
で生産を行いました。
●❶

産業革命　財閥　社会問題の発生

11901年には青
あお

森
もり

から下
しもの

関
せき

までの本州縦
じゅう

断
だん

が実現しました。

❸主要品の生産量の移り変わり（『近代日本
経済史要

よう

覧
らん

』）

日本の近代産業がどのように発展してい
ったのか，軽工業と重工業に分けて本文を確

かく
認
にん

しよう。

確認 活用学習の　 　　 と

産業革命によって人々の生活がどのよう
に変わったか，労働者や地主など，いろいろな
人の視

し
点
てん
から考えてみよう。

確認

活用

　八幡製鉄所（新
しん

日
にっ

鐵
てつ

住
すみ

金
きん

蔵）　中国の鉄鉱石や筑
ちく

豊
ほう

（福
ふく

岡
おか

県）の石炭を使って，鉄鋼を生産しました。
●❷

　栃
とち

木
ぎ

県の足尾銅山は，明治に入ってから飛
ひ

躍
やく

的に生産量を増やし，重
要な輸出産業であった製銅業の拠

きょ

点
てん

の一つとなりました。
　1890年ごろから，渡

わた

良
ら

瀬
せ

川に鉱毒が流れ出し，下流の田畑の作物が
枯
か

れ，魚が死ぬなどの被
ひ

害
がい

が広がりました。煙
えん

害
がい

や用材のための乱
らん

伐
ばつ

で
水
すい

源
げん

の山々ははげ山となり，1896年には大洪
こう

水
ずい

が起こって，３万ヘク
タールをこえる土地が鉱毒におおわれました。
　地元の衆

しゅう

議
ぎ

院
いん

議員田
た

中
なか

正
しょう

造
ぞう

は，農民とともに鉱山の操
そう

業
ぎょう

停止と被災民
救
きゅう

済
さい

を政府に訴
うった

えました。新聞や都市の知識人らの支
し

援
えん

は広がり，政府
は鉱害の防止を命じましたが，十分な解決をみないまま，運動はおさえ
られていきました。日本の公害反対運動の原点といわれる事件です。

日本で最初の公害反対運動―足
あ し

尾
お

鉱毒事件

　田中正造
（1841～1913）
（東

とう

京
きょう

都　国立国会
図書館蔵）

●❹

　足尾銅山（神
か

奈
な

川
がわ

県　横
よこ

浜
はま

開港資料館蔵）●❺

❻製糸工女の一日（『職工事情』）

❼全耕地における小作地率の移り変わり
（『近代日本経済史要覧』）

2神
こう

戸
べ

や大阪に多かったマッチ工場では，労
働者の半数以上が10〜15歳

さい

の児童で，10歳
未満の児童も多くいたといわれています。

●❶とP.154のイギ
リスの工場のよう
すを比べよう。

重工業軽工業

P.201　先人に学ぶ「山本作兵衛の炭坑記録画（ユネスコ記憶遺産）」も見てみよう。

↑歴史P.197

↑地理P.56

↑公民P.199

↑地理P.156

第３編　中世の日本 9190

商
あきな

いをする女性たち
　鎌

かま

倉
くら

時代にえがかれた「一
いっ

遍
ぺん

上
しょう

人
にん

絵
え

伝
でん

」（➡P.68 ❶）には，
備
び

前
ぜん

（岡
おか

山
やま

県）の市
いち

の場面があります。そこには米・布・
下
げ

駄
た

などを売る店がならんでいて，女性が代金を勘
かん

定
じょう

し

ています。また，市
いち

女
め

笠
がさ

の女性が，主人らしい男性に白
布を見せて銭

ぜに

をもらっているところもあります。
　室

むろ

町
まち

時代には，中世の職業一
いち

覧
らん

ともいえる「七十一番
職人歌

うた

合
あわせ

」に登場する100あまりの商工業者のなかで，
30ほどに女性

❶
がえがかれています。女性たちは，畿

き

内
ない

を

中心に公
く

家
げ

や寺社の保護を受けて商いをしました。やが
て座

ざ

の権利を獲
かく

得
とく

し，手広く商いをする女商人たちが現
れました。亀

かめ

屋
や

五
ご

位
い

女
じょ

という女性は，「洛
らく

中
ちゅう

帯
おび

座
ざ

座
ざ

頭
とう

職
しき

」
という帯商いの独

どく

占
せん

権
けん

をもっていました。こうした女商
人の多くは，夫の仕事を援

えん

助
じょ

したのではなく，自分の財
産や能力をもとに商いを行ったと考えられます。
　農村でも，名

みょう

主
しゅ

の地位の回復を要求して訴
うった

えを起こす
女性がいたことがわかっています。また，村落の神社や
寺の造営や祭礼にも女性が深くかかわり，「女

にょう

房
ぼう

座」が
つくられたりして，しだいに父権が強まっていくなかで
も女性の地位は認

みと

められていました。

「家」を支えていた武家の女性たち
　中世になると，「家」が社会の基

き

礎
そ

になり，支配も税
負
ふ

担
たん

も「家」を中心にして行われるようになりました。
　武家の社会では，「家」と「家」の結びつきを通じて
結合が強められ，武士団が形成されていきました。そし
て，その結合の要

かなめ

として婚
こん

姻
いん

が重
じゅう

視
し

され，女性が大きな
役
やく

割
わり

を果たしました。
　源

みなもとの

頼
より

朝
とも

と結婚した北
ほう

条
じょう

政
まさ

子
こ

は，父親の反対をおさえ，
自分の意志で頼朝を夫として選びました。そして，その
婚姻によって父と夫の結びつきを強めていったのです。
この時代の女性は，結婚しても実家の氏

うじ

（➡P.32）の一員
であるという意識に変わりはありませんでした。そして，
親の領地を相続する権

けん

利
り

をもっていました。夫婦ともに
生
せい

存
ぞん

しているあいだは両者の領地を合わせて，妻もその
管理にかかわっていました。しかし，その死後は妻の領
地は夫にではなく子どもに伝えられ，夫の領地とは区別
されていました。また，夫の死後に地

じ

頭
とう

になってその地
位を引きついだ女性がいたことや，幕

ばく

府
ふ

から領地をあた
えられた女性がいたことからも，この時代の女性は男性
に近い地位にあったことがわかります。

い川の勢いを弱める工事が行われました。まず，御勅使
川の流れを二つに分け（❶Ａ），次に，釡無川に巨

きょ

石
せき

を

置いて（❶Ｂ）川の流れを変え，流れを自然の岩
がん

壁
ぺき

（高
岩
❸
）に当てて水の衝

しょう

撃
げき

を軽減させました（❶Ｃ）。また，
信玄堤は，川のはんらんを弱くするため，堤防のところ
どころを不連続にし，流速を弱める目的で，丸太を組ん
だ障

しょう

害
がい

物が置かれたり，木や竹が植えられたりしました。
さらに，信玄は，この地

ち

域
いき

に移住する者をつのり，年貢
を免

めん

除
じょ

する代わりに，堤防の修理や管理の役目を請
う

け負
わせて，堤防の維

い

持
じ

・管理を行う体制を整えました。
　一連の工事にはおよそ20年の歳

さい

月
げつ

がかかりましたが，
およそ350年後の1893（明治26）年まで信玄堤は決壊する
ことなく，水害からこの地域を守り，農業の発

はっ

展
てん

を支え
続けました。さまざまなくふうが凝

こ

らされた工法は，後
世まで長く讃

たた

えられました。

●❹武田信玄（1521～1573） 
（和

わ

歌
か

山
やま

県　高
こう

野
や

山
さん

霊
れい

宝
ほう

館蔵）

●❶釜無川・御勅使川と信玄堤

●❶とうふ売り
（七十一番職人
歌
うた

合
あわせ

　東
とう

京
きょう

国
立博物館蔵）

●❷中世の京
きょう

の町のようす（上
うえ

杉
すぎ

本
ぼん

洛中洛外図屏
びょう

風
ぶ

 　山
やま

形
がた

県　米
よね

沢
ざわ

市上杉博物館蔵　 ） 店先で客
の相手をする女性や，荷物を頭に乗せて運ぶ女性の姿

すがた

が，いきいきとえがかれています。

●❸高岩に向かって流れる釜無川
（山梨県甲斐市　国土交通省甲府
河川国道事務所提供）

信
し ん

玄
げ ん

堤
づ つ み

－今に伝わる戦国時代の治水事業－

中世の女性たち

高岩

現
在
の
堤
防

御勅使川
み だ い

信し
ん

釜か
ま段だ

ん
無な
し

川が
わ

玄げ
ん

堤づ
つ
み

丘き
ゅ
う

Ａ

B

C

戦国大名と治水事業
　下

げ

剋
こく

上
じょう

の風潮のなか，自分の
力で領国をおさめるようになっ
た戦国大名は，いわゆる富国強
兵政

せい

策
さく

を進めました。領民の生活を守るとともに，安定
した年

ねん

貢
ぐ

の確保をめざして，農業などを盛
さか

んにし，治水
事業やかんがい事業を積極的に行うようになりました。

武
た け

田
だ

信
し ん

玄
げ ん

の治水事業
　1541年，武田信玄

❹
は，甲

か

斐
いの

国
くに

（山
やま

梨
なし

県）の守
しゅ

護
ご

を代々任
されてきた武田家の当主になり，戦国大名として甲斐国
をおさめました。
　甲斐国には，流れのはげしい川が多く，雨がまとまっ
て降

ふ

ると，すぐに洪
こう

水
ずい

が起こり，田畑や民家に大きな被
ひ

害
がい

をもたらしていました。信玄の父である信
のぶ

虎
とら

が領主で
あったころは，毎年のように起こる水害に対して根本的
な対

たい

策
さく

はとられませんでした。19歳
さい

で甲斐国の領主とな
った信玄は，大規

き

模
ぼ

な治水工事に取り組みました。
　信玄が行った治水工事で最も有名なものは，甲

こう

府
ふ

盆
ぼん

地
ち

を流れる釡
かま

無
なし

川
がわ

につくられた信
しん

玄
げん

堤
づつみ

と
❷
よばれている堤

てい

防
ぼう

です。釡無川は流れが急で，支流の御
み

勅
だ

使
い

川との合流地
点でははんらんをくり返していました

❶
。そこで，はげし

●❷信玄堤
（山梨県甲斐市）

　武田信玄のほかにも，肥
ひ

後
ご

（熊
くま

本
もと

県）の加
か

藤
とう

清
きよ

正
まさ

や，肥
ひ

前
ぜん

（佐
さ

賀
が

県）の成
なり

富
どみ

兵
ひょう

庫
ご

などの
優
すぐ

れた治水事業が知られています。みなさ
んの地域には，こうした治水事業の例がな
いか調べてみましょう。
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ヨーロッ
パ州

5756

ヨーロッパ州の統合についてま
とめました。空らんにあてはま
る言葉を答えましょう。
チェックボックスも参考にしま
しょう。

第１編第３章　世界の諸地域

地球温
お ん

暖
だ ん

化を防ぐために
世界じゅうで，平均気温が上

じょう

昇
しょう

する地球温暖化が進んでいます。地球温暖化はなぜ起こ
るのでしょうか｡ 地球温暖化を防ぐためにはどうすればよいのでしょうか｡ 　

ＥＵ統合による社会の変化から

ヨーロッパ州の国々は世界各地に　　　をもっていた

　　　が広く信仰されている → 近年，イスラム教を信仰する　　　が増えている

　　　→ 氷河の
けずる作用によって
できた湾

　　　気候・寒帯気候 → 東ヨーロッパ，
　　　　　　  スカンディナビア半島

暖流の　　　海流

　　　気候は，
　海流と　風の影響を受ける

ライン川，ドナウ川 →　　　河川

ヨーロッパ州は　　　大陸の
西部に位置する

麦類の栽培と家畜の飼育を組み合わせる →　　　農業

　　　気候 → 地中海沿岸

　　　農業 → 夏はぶどう・オリーブなど, 冬は小麦

風

えい

ち ちゅうかいえんがん

わん

ばいさい

きょう

しん こう

1

2 3

4

5

6

8

9

7
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ヨーロッパ州をふりかえる
学習の
まとめ

学習内容を活用して，表現しよう

知識を整理しよう
空らんにあてはまる言葉を答えて，州のあらましをまとめましょう。
チェックボックスも参考にしましょう。

1を参考に，ヨーロッパ州の特
色を，自分の言葉で文章にまと
めましょう。
チェックボックスに示した言葉
を，なるべくたくさん使ってみ
ましょう。

2

1

Step2

Step1

各ページの に取り上げた用語
のうち，自分の言葉で意味を説
明できたものにチェックを入れ
よう！

 ユーラシア大陸
 北大西洋海流
 偏西風
 植民地
 キリスト教
 国境
 ＥＵ
 ユーロ
 共通政策
 経済格差
 環境問題
 環境保全
 持続可能な社会
 再生可能エネルギー

チェックボックス

－1.0

－0.5

0

＋0.5
℃

200070 80 906020 30 40 5010 1019001890年

注）１９８１～２０００年のあいだの平均気温との差を示しています。

影響で，洪
こ う

水
ず い

，土砂くずれ，なだれなどの災害が起きや
すくなったとされ，防災対

た い

策
さ く

が行われています。
　地球規

き

模
ぼ

の環
か ん

境
きょう

問題である地球温暖化を防ぐためには，
温室効果ガスの削

さ く

減
げ ん

に，世界全体で取り組んでいく必要
があります

❸
。1997年には，日本をはじめとする先進国が，

温室効果ガスの排出量を減らす目標を定めました。今後
は，先進国が削減に取り組むのはもちろんですが，排出
量が増えてきている発展途

と

上
じょう

国が，削減の取り組みに積
極的に参加することも重要になっています。
　しかし，発展途上国は，人々の生活を豊かにするため
に，経

け い

済
ざ い

成長を進めたいと考えています。また，経済成
長によって，大気汚

お

染
せ ん

や水質汚
お

濁
だ く

などの深刻な環境問題
が発生している国もあります

➡P.37
。経済成長を進めながら，

同時に環境問題を改善し，さらに温室効果ガスの削減に
も取り組むことは簡

か ん

単
た ん

ではありません。
　そのため，先進国は，発展途上国の環境問題の改善や
温室効果ガスの削減に対して，資金援

え ん

助
じ ょ

や技術協力など，
さまざまな支

し

援
え ん

をしていくことが求められています｡

　私たちは，石油，石炭，天然ガスなどの化石燃料を燃
やし，エネルギー源

げ ん

としながら生活しています。世界の
人口が増え，産業が発

は っ

展
て ん

するにつれて，化石燃料を使う
量も多くなりました。その結果，二酸化炭素の排

は い

出
しゅつ

量
りょう

が

増加しています。二酸化炭素は，代表的な温室効果ガス
です。温室効果ガスの増加は，地球温

お ん

暖
だ ん

化
❷
の大きな原因

だといわれています。
　地球温暖化が進むと，地球全体の気候が変化すること
が予測されています。その結果，水不足が深

し ん

刻
こ く

化
か

したり，
農産物の栽

さ い

培
ば い

地
ち

域
い き

や漁場が移動して，収
しゅう

穫
か く

量・漁獲量に
影
え い

響
きょう

が出たりする可能性があります。また，高山地帯に
ある氷河や，グリーンランド，南極大陸の氷がとける

❶
こ

となどで，海面が少しずつ上
じょう

昇
しょう

してきています。そのた
め，高

た か

潮
し お

が発生しやすくなったり，将
しょう

来
ら い

的には低い土地
が水

す い

没
ぼ つ

したりするおそれがあります
➡P.97

。
　ヨーロッパ州のアルプス山脈では，氷河がとけてきた

●❶とけて
いく氷河 
（フランス）

●❷世界の平均気温の変化
（2013年刊　環境年表）　
　年によるばらつきはあり
ますが，気温が上昇してい
ることがわかります。

世界計
303億t

（2010年）

インド 5.4
ロシア 5.2日本 3.8

ドイツ 2.5

24.0％
中国

17.7
アメリカ

41.4
その他

●❸二酸化炭素の国別
排出量（2013年刊　世
界国勢図会）

1935年
(春)

・共通通貨　　　を導入し，両
りょう

替
がえ

が不要になった
Ⓒ

・　　　なしで移動できる
・加

か

盟
めい

国間であれば，好きなとこ
ろで住んだり，働いたりできる

Ⓐ

・　　　を行っている
・アグリツーリズムなどにも対応
するくふう

Ⓓ

・　　　をこえた協力が行われて
いる（　　　の組み立てなど）
Ⓔ

Ⓕ

・加盟国の経
けい

済
ざい

が困
こん

難
なん

な状態にな
ると，ほかの国にも影

えい

響
きょう

がおよ
びやすい

・豊かな　　　に移住する人が増
えた。Ⓑでは，外国人の数や失
業者が多くなった

Ⓑ

・過
か

剰
じょう

な生産が問題になった

・Ⓑの工業との競争で，　　　の
工業が大きな影響を受けている

Ⓖ

利 点

人・ものの
動き

農 業

工 業

通 貨

課 題

2010年
(春)
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原子力発電所の事故と再生可能エネルギー
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おお

ふ
く
し
ま
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いいたて
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かつら お

また

そう ま

え

ばふた
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なら は

おか

(2015年)

帰還困難区域
居住制限区域　
避難指示解除
準備区域
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ひ なん

く いき

p156　福島第一原子力発電所の事故による避難指示区域
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福
ふ く

島
し ま

第一原子力発電所の事故は，日本全体に大きな影
え い

響
きょう

をおよぼしました。日本
が直面する電力問題を，私たちは今後どう考えていくべきなのでしょうか。

●❷避難指示が出された地域から埼
さい

玉
たま

県に
集団避難した人 （々2011年，埼玉県加

か

須
ぞ

市）

●❹除染作業のようす
（2012年，福島県川

かわ

内
うち

村）

合計
2641億kWh

水力 4.3

64.1

その他の
原子力発電所
11.1

その他の
火力発電所
59.6

福島県内の
原子力発電所
20.5％

福島県内の
火力発電所
4.5

31.6

(2010年)

注）福島第一原子力発電所の
事故以前の数値です。

ふくしま

原

火

子
力

力

●❺関東地方で使われる電力の発電比率
（東京電力資料）

●❻計画停電で店内が暗いコンビニエンス
ストア（2011年，神

か

奈
な

川
がわ

県横
よこ

須
す

賀
か

市）
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●❼日本の発電方法別の発電量
（2014年刊　日本国勢図会）

●❽節電のよびかけ
（2013年，福

ふく

岡
おか

市中
ちゅう

央
おう

区）

●❾新たに建設された太陽光発電所
（2012年，千

ち

葉
ば

県市
いち

原
はら

市）
●❸福島第一原子力発電所の
事故による避難指示区域
（首相官邸資料）

●❶深刻な事故を起こした福島第一
原子力発電所（2011年）

地域からのメッセージ

所の再稼
か

働
どう

をめぐって，賛成・反対の意見がはげしく対
立しています。電力不足にならないようにしたり，天然
ガス・石炭・石油などの燃料を輸入する火力発電にたよ
って電気料金が値上がりすることをさけたりするために
は，原子力発電所の再稼働が必要だという意見がありま
す。いっぽうで，今回の事故で原子力発電の危険性が改
めて注目されたことから，再稼働を行わず，節電を進め
ながら，原子力発電にたよらない発電のしくみに切りか
えるべきだという意見があります。
　福島第一原子力発電所の事故を受けて，再生可能エネ
ルギーに対する注目がいっきょに高まりました。全国で
太陽光発電所や風力発電所の建設が進められています

❾
。

しかし，再生可能エネルギーの発電コストは一
いっ

般
ぱん

的に割
高です。発電量も日本にある原子力発電所の原子炉（お
よそ45基
（2015年）

）の合計には遠くおよばず，電力不足のおそれ
は今後も長期間にわたって続きます。私たちは，原子力
発電所を今後どうしていくのか，再生可能エネルギーの
利用をどうやって増やしていくのか，冷静に議

ぎ

論
ろん

し，国
民的な合意を得なければなりません。

住が制限されている地域が広がっていて
❸
，その地域から

の避難者は，およそ８万人にのぼっています
（2014年）

。
　放射線量の高い地域では，放射性物質を取り除

のぞ

いて放
射線量を下げる除

じょ

染
せん

作業が行われています
❹
。また，福島

第一原子力発電所では，損傷した原子炉を廃
はい

止
し

する作業
（廃炉）が進められています。放射線量が高いなかで行う，
世界でも経験したことがない困難な作業であるため，廃
炉には長い時間がかかると予想されています。

震災後に発生した電力危
き

機
き

　　
　東日本大震災によって，福島第一原子力発電所以外に
も，東

とう

北
ほく

地方や関
かん

東
とう

地方を中心に，たくさんの発電所が
被
ひ

害
がい

を受け，運転できなくなりました。そのため，東北
地方でつくられる電力に依

い

存
そん

する割
わり

合
あい

が高い関東地方
❺
で

は，供
きょう

給
きゅう

できる電力量が大
おお

幅
はば

に減少し，必要な電力量を
下まわってしまいました。そこで，震災の直後から，緊
急に電力使用を減らすよう，国や電力会社によるよびか
けが行われました。また，時間と地域を指定して，順番

に停電させていくことで電力使用を減らす計画停電が実
じっ

施
し

され，人々の生活や企
き

業
ぎょう

活動に大きな影
えい

響
きょう

がおよびま

した
❻
。

　計画停電は２週間ほどで終わりましたが，冷房が使わ
れるために必要な電力量が大きくなる2011年の夏には，
東北地方や関東地方で，再び電力不足となるおそれがあ
りました。そこで，企業を中心にさまざまな節電の取り
組みが行われました。家庭などでも，社会運動として節
電が進められました。また，福島第一原子力発電所の事
故により，原子力発電の安全性に対する社会の不安が高
まったことなどから，日本各地の原子力発電所が運転で
きなくなりました

❼
。そのため，原子力発電による発電比

率が高かった近
きん

畿
き

地方や九
きゅう

州
しゅう

地方などでも，電力不足に
直面することになり，節電が必要になりました

❽
。

これからの電力をどうしていくか 
　現在，運転を停止している原子力発電所は，国の機関
から，きびしく安全性をチェックされています。「原子
力発電は安全」という神話が崩

ほう

壊
かい

した現在，原子力発電

福
ふ く

島
し ま

第一原子力発電所の事故　
　日本の原子力発電所は，原子炉

ろ

を冷
れい

却
きゃく

するために必要
な大量の水を手に入れやすい海岸沿

ぞ

いにつくられていま

す。2011年の東日本大震
しん

災
さい

では，太平洋に面した福島第
一原子力発電所を，高さ約15ｍの津

つ

波
なみ

がおそいました。
地震と津波によって，すべての電

でん

源
げん

と，原子炉などに水
を送って冷却する機能が失われました。その結果，原子
炉などが損

そん

傷
しょう

し，放
ほう

射
しゃ

性
せい

物質が大量に放出されるという
重大な事故をひき起こしました

❶
。この事故は，1986年の

チェルノブイリ原子力発電所
（現在のウクライナ）

の事故
➡P.55

とならんで，世界の
原子力発電史上，最大級の事故となりました。
　事故の発生で，発電所の周辺の広い範

はん

囲
い

に住む多くの
住民に対して，避

ひ

難
なん

指示などが出されました。震災の混
こん

乱
らん

が続くなか，人々は住み慣れた土地をはなれて，緊
きん

急
きゅう

に避難することを強いられました
❷
。現在でも，放出され

た放射性物質から出る放射線量が高いために，長期間に
わたって帰

き

還
かん

が困
こん

難
なん

であるとされた地
ち

域
いき

や，引き続き居

P.146～147「東日本大震災からの復興をめざして」も見てみよう。

105104 第 2編　私たちの生活と政治

り頭に入れておいて，いざというときには一人一人が率
先して高台ににげる。それを知っている家族は，学校に
いる子どもたちはきっと無事ににげているはずだと信じ
て，自分たちの避難を考えることができます。このよう
に自分の身は自分で守ることを「自助」といいます。

　しかし，災害はときに自助努力ではどうしようもない
ほどの被害をもたらします。そこで，町内会や消防団と
いった自主的な防災組織，企

き

業
ぎょう

などを含
ふ く

めた地域のコ
ミュニティで助け合うこともだいじです。
　また，被災した人たちを少しでも助けてあげたいと，
全国からお金や生活用品やはげましの言葉が寄せられま
す。善

ぜ ん

意
い

は遠く外国からも届
と ど

きます。避難所では困
こ ん

難
な ん

な

くらしのなかでたがいに助け合い，支え合う絆
きずな

が生まれ
ます。みんなが自発的に助け合って災害を乗りこえてい
こうとすることは「共助」とよばれています。

とができるようにすることも国や地方自治体の大きな役
割です。このように政府や自治体が被災地域の復興に努
力することを「公助」といいます。

　こうして自助，共助，公助のしくみが合わさって，災
害に強いくらしや地域が形成されていきます。東日本大
震災では，津波は宮

み や

古
こ

市を守るためにきずかれていた高
さ10メートルの巨

き ょ

大
だ い

な防
ぼ う

潮
ちょう

堤
て い

をこえて，水が内陸深くに
まで流れこみました。災害に強いまちをつくるには，コ
ンクリートでまちの周囲を固めるだけでは不十分です。
人間の知識や経験をこえるほどの自然の力を受けても，
人々が自分で行動して命を守り，一

い っ

致
ち

協力してこわれた
まちの復興につくし，政府もその努力を後おしして，よ
りよいまちをつくっていく。そういう復元する力をそな
えた社会をつくることが，真に，災害に強いくらしや地
域をつくることの意味なのです。

　東
と う

北
ほ く

地方の三
さ ん

陸
り く

海岸は，過去いく度となく津波におそ
われ，そのたびに大ぜいの人の命が失われ家が破

は

壊
か い

され

るなど，大きな被
ひ

害
が い

を受けてきました。そうした経験の
中から生まれたのが「てんでんこ」という言い伝えです。
　これは，津波が来たら，他人をかまわず，てんでんに
一生懸

け ん

命
め い

にげなさいという意味です。いざとなったら，
友達や家族でさえかえりみず，自分の命は自分で守りな
さいという教えは，自分さえ助かれば他の人はどうなっ
てもいいという利

り

己
こ

主義的な考え方のように聞こえます。
　しかし，そうではありません。かつて「家」が大事に
されていた時代には，家族のうち一人でも助かれば，「家」
はたえずにすむと思った人も多かったでしょう。そして
今日，この言い伝えは，新しい意味をふきこまれています。
　「てんでんこ」は，小学生や中学生に，自分で判断して
自分で行動しなさいという意味だと教えられていました。
津波が来たときにはどう避難するかを，普

ふ

段
だ ん

からしっか

　もちろん国や地方自治体も大きな役
や く

割
わ り

を果たします。
破壊された道路，橋，港，病院，公共施

し

設
せ つ

などを復旧し，
地域のくらしを支えるのは国や自治体本来の仕事です。
日本国憲

け ん

法
ぽ う

は第13条で，「生命，自由及
お よ

び幸福追求に対す
る国民の権

け ん

利
り

については，公共の福
ふ く

祉
し

に反しない限り，
立法その他の国政の上で，最大の尊

そ ん

重
ちょう

を必要とする。」と
定めています。
　災害によって国民の生命，自由及び幸福追求の権利が
おびやかされるとき，政府は災害の被害から国民を守る
ために最大限の防災対

た い

策
さ く

を行わなければなりません。た
だ，今日では「防災」という言葉の代わりに「減災」と
いう言葉が多く用いられるようになりました。災害によ
る被害を完全に防止することはできないけれども，災害
被害を軽くすることはできるという考え方です。そして
実際に災害が起こってしまったら，災害対策基本法など
の法

ほ う

律
り つ

に基づいて，被災者が幸福追求権を取りもどすこ

釜石市
いしかま川

鵜
う

住
ずの

居
まい

大お
お

槌つ
ち

湾わ
ん

国
道

　
号
45

山
田
線

うのすまい

鵜住居小学校
（いずれも当時）

釜石東中学校
うのすまい

や
ま
だ

1km0

ハザードマップで想定
していた浸水の範囲

東日本大震災で
浸水した範囲

生徒達の避難したコース

だいしん

しんすい はんい

さい

ひなん

（釜石市資料）

❷日本中の人々の援
えん

助
じょ

（2011年，岩
いわ

手
て

県釜石市）　震災
直後から，全国から，被災地に多くの人々がボランティア
などの救援にかけつけ，多くの物資が届けられました。

●❶浸
しん

水
すい

範
はん

囲
い

と生徒たちの避難コース

❸自助・共助・
公助　

❹地方自治体どうしの協力（2011年，岩手県大
おお

槌
つち

町）　震災直
後から，被災地には，全国の地方自治体から多くの職員が派

は

遣
けん

さ
れ，地元の地方自治体と協力しながら支援活動を行いました。

❻阪
はん

神
しん

大震災の経験を東北へ（2011年，仙
せん

台
だい

市）　1995年に
阪神大震災の被害を受けた兵

ひょう

庫
ご

県の知事が，宮城県の知事に，避
難所設置マニュアルを手わたしました。

❺人々を守る取り組み（2014年，福
ふく

島
しま

県相
そう

馬
ま

市）　仮設住
じゅう

宅
たく

で
のくらしや心身の健康などに対し，地方自治体は被災した人々の
人間らしい生活をする権利を守る取り組みを行っています。

❼感
かん

謝
しゃ

状を受け取る自衛隊員（岩手県陸
りく

前
ぜん

高
たか

田
た

市）　国から派
遣された自衛隊は，被災地の救助や援助活動を行い，復旧に大き
な役割を果たしました。

てんでんこの教え －自助－ 国や地方自治体による支え －公助－

地
ち

域
い き

の助け合い －共助－

自助
自分の命は
自分で
守ること

共助
地域で

協力して助け
合うこと

公助
政府や地方
自治体の援助
や復興対策

　東日本大震災の津波が
釜
かま
石
いし
市をおそったとき，

釜石市の中学校の副校長
先生は，生徒たちに「避

ひ

難
なん
所に走れ」と指示し，

先生もみんないっしょに
避難所ににげました。そ
のうち，その避難場所の
そばの崖

がけ
がくずれそうな

ことに気づいた中学生が，
もっと高いところへにげ

津
つ

波
なみ

直前の中学生の行動

ようとよびかけました。中学生が大声で走っているのを見た近くの
小学校の児童も，高台に上りました。
　その直後，学校は津波にのまれ，元の避難所も水をかぶってしま
いました。結局，てんでんこの教えを学んでいた生徒たちのすばや
い行動が「釜石の奇

き
跡
せき
」を生んだのです。釜石市では，全児童生徒

約3000人のうち，99.8％の子どもたちが助かりました。

大災害に強いくらしをきずく
─東日本大震

しん

災
さい

における取り組み─

持続可能な
社会

公　害

防災・減災

地震災害

水　害

エネルギー

環境問題
現在を分析する

生徒が主体的に
防災・減災に取り組む

過去に学ぶ

未来に生かす

災害から学ぶ

↑歴史P.91

↑公民P.104

↑地理P.148

このページに画面を合わせると，
五
い

百
お

旗
き

頭
べ

真
まこと

先生（熊本県立大学理事
長，ひょうご震災記念21世紀研究機
構理事長）の防災・減災に関する動
画を視聴できます。
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　各班
はん
は，調査結果をまとめて，クラスで発表会を行いました。調査結果のまとめには，地

ち
域
いき
の課題と，課

題を改
かい
善
ぜん
するための提案を盛

も
りこみましたが，各班が調査のなかで気づいた課題をすべて取り上げること

はできませんでした。

　そこで，街づくり班が気づいた課題の一つである，桃
とう
花
か
台
だい
ニュータウンの地域のつながりについて，さ

まざまな取り組みに参加してみることにしました。

私たちは，桃花台ニュータウンにおおぜいの人が移
り住んで来たために，地域のつながりがうすいこと
も課題であることに気づきました。そこで，中学生
である私たちに何ができるかを考え，さまざまな地
域の行事や，公園の緑化活動などに積極的に参加す
ることにしました。私たちの住むたいせつなふるさ
とである桃花台ニュータウンが，将

しょう

来
らい

，もっと住み
やすい町になるように努力していきたいと思います。

小
こ

牧
まき

市には約8000人の
外国の人が生活していま
す。さまざまな行事を通
して外国の人との交流を
深めることで多文化共生
社会を実現し，地域のつ
ながりをより深めていく
こともたいせつだと思い
ます。

●❶桃花台まつり

●❷バンブーインスタ
レーション（2013年）
　地域の環境を通して，
地域の人々の交流を深
める，バンブー（竹）と
農地を使った造形展

てん

で
す。

●❸公園の緑化活動を伝える
新聞記事（2013年）

●❹小牧市の外国人登録者数
（2012年刊　小牧市統計年鑑）

私たちにできることを考えよう学習の
活　用2第     編

第４章

調査テーマを
決定する 仮説を立てる 調査計画を

立てる 調査を進める 仮説を
検証する

地域の
課題をとらえる

調査結果を
まとめる

調査結果を
発表する

今日の社会を生きる子どもたちのために

⑦情報にかかわる教材
今日の社会を生きる子どもたちのために

⑧社会参画にかかわる教材

　情報社会に生きる生徒に対して，情報リテラシー
や情報モラルを高めることができる資料を提示して
います。情報の適切な選択・収集や情報に対する接
し方などを具体的に紹介し，情報収集や情報発信の
方法についても習得できるようにしました。

　社会参画への意識を高めることができる教材を系
統的に提示しています。さまざまなボランティア活
動やまちづくりといった地域の取り組みへの参加な
ど，公民的資質を育むために必要な場面を紹介し，
社会を形成する一員としての自覚をもてるようにし
ました。
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政
　治

第２編　私たちの生活と政治 8382

新聞を活用しよう 　世の中のできごとを報道する新聞は，私たちに身近
な情報源

げん

の一つで，世論にも大きな影響をあたえます。
新聞から必要な情報を集めてみましょう。
●❶情報を集める…興味のあるテーマや記事をスクラッ
プしましょう。一つの新聞だけでなく，複数の新聞
を比

ひ

較
かく

すると，同じできごとでも記事の取りあつか
い方や見方にちがいがあります（●❻参照）。

●●❷疑
ぎ

問
もん

を調べる…記事を読んで出てきた疑問を調べま
しょう。新聞の縮

しゅく

刷
さつ

版
ばん

を使えば，同じテーマの記事
を過去にさかのぼって調べることができます。また，
新聞のほかに書

しょ

籍
せき

などでも調べましょう。
●❸まとめる・発表する…記事をもとに調べたことを，
新聞形式に整理するなどして発表しましょう。

20歳代

30歳代 全体

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代
～

200 40 60 80 100％
さい

32.6

42.1
53.8

50.0

60.1

68.3

59.5 （2014年）

（2014年衆議院議院選挙）（2014年衆議院議員選挙）

政党の政見
放送（テレビ）

候補者の経歴
放送（テレビ）

政党の
マニフェスト

候補者の
新聞広告

党首討論会
とうろん

選挙公報

20151050 25％

（2013年）

23.0%

16.7

15.0

13.3

12.5

12.1

民主政治では，私たちの意見や要求を政

治に反
はん
映
えい
させるために，主

しゅ
権
けん
者である国

民の政
せい
治
じ
参
さん
加
か
が求められています。政治参加には，憲

けん
法
ぽう
の参政権に

基づいた議員など公職者への立
りっ
候
こう
補
ほ
，公職者を選ぶ選挙の投票

❶
，政
せい

党
とう
への参加，国会や行政機関に要望を伝える陳

ちん
情
じょう
や請

せい
願
がん
，条例制定

などを求める直接請
せい
求
きゅう
，政
せい
策
さく
案を提示する団体

❺
や運動への参加，イ

ンターネットを通じた意見の表明などの方法があります
❸
。

　近年は，選挙の投
とう
票
ひょう
率
りつ
の
❹
低下が問題になっています。その背

はい
景
けい
に

は，多くの人の政治への無関心や，政党や政治家，政治全体に対す

る不信感の高まりがあります
❽
。しかし，社会の課題を解決するには，

一人一人が政治に関心をもち，政治に参加することがたいせつです。

民主政治は，世
よ
論
ろん
に

せ
よ

ろん
る政治だといわれ

ます。世論とは，政治や社会について，

多くの国民がもっている意見のことです。政府や政党が国民から支

持されるには，世論に目を向け，世論にこたえる政策を進める必要

があります。世論を知るためには世論調査などが行われます。選挙

は世論を知る重要な手
しゅ
段
だん
となります。

　世論のあり方に大きな影
えい
響
きょう
をおよぼすのが，新聞・テレビ・ラジ

オなどのマスメディアで
➡P.58

す。マスメディアは，政府や政党の活動や，

世界のできごとを国民に伝えたり，逆に，国民の声を政治に反映さ

せたりします。また，国民に代わって，政府の活動を監
かん
視
し
，評価，批

ひ

判
はん
します。このように，マスメディアは，私たち国民と政治を結ぶ

たいせつな役
やく
割
わり
を果たしています。

　インターネットは，マスメディアを通さずに，政治と利用者が直
接的で双

そう
方向の関係をきずくことができる新しい政治参加の方法で

す
❼
。2013年には，インターネットを用いた選挙活動も解禁され，政

府や政党と国民を結ぶ新しい手段として利用されています。

マスメディアやインターネットの伝える

情報は，つねに正しいとは限らず，かた

よりがある場合があります
❻
。例えば，政党や団体のホームページも，

特定の支持者や利用者に向けて自
じ
己
こ
の主張や政策を訴

うった
えるため，中

立的とはいえない情報もあります。そこで，私たち国民は，こうし

た情報を無批判に受け入れるのでなく，何がより客観的であり真実

であるかを判断し活用できる能力（メディアリテラシー）を養ってい
くことがたいせつです。

政治参加

世
よ

論
ろん

と
せ

マ
ろん

スメディア

政治と
メディアリテラシー

政治参加
せ

と
ろ ん

世
よ

論
ろ ん

4

投票率　世論　マスメディア　
メディアリテラシー

学習
課題

マスメディアの種類と政治における役割
をまとめよう。

下のグラフの理由に対して，投票をよび
かける言葉を考えよう。

確認 活用学習の　 　　 と

政治参加や世論，マスメディアが
民主政治で果たす役

やく

割
わり

と，国民に
求められるメディアリテラシーに
ついて考えてみよう。

確認

活用

❺さまざまな利益団体　多様な団体が政治や
政策に意見をもち，人々の意見に影響をあた
え，世論を形成します。

●❸国民が政治に参加する方法
●❻新聞の世論調査

（2009年5月2日） （2009年4月3日）

●❽選挙に行かなかった理由（明るい選挙推進協
会資料）

●❼パブリックコメントを募
ぼ

集
しゅう

する地方公共団
体のホームページ（京

きょう

都
と

府向
む こ う

日市）

●❶投票をよびかけるポスター

●❹年
ねん

齢
れい

別投票率（総務省資料）

●❷投票に役立ったもの（2012年衆議院議
員総選挙）（明るい選挙推進協会資料）

A新聞 B新聞

企
き
業
ぎょう
系
日本経

けい

済
ざい

団体連合会（経団連）
経済同友会（同友会）
日本商工会議所（日商）

農林業 全国農業協同組合中央会（農協中央会）
全国森林組合連合会

労　働 日本労働組合総合連合会（連合）
全国労働組合総連合

その他 主婦連合会，日本医師会，日本遺
い

族
ぞく

会

適当な候補者も
政党もなかった

選挙によって政治は
よくならないと思った

選挙にあまり
関心がなかった

仕事があった

政党の政策や
候補者のちがいが
よくわからなかった

20100 30％

（2013年）

26.1%

24.3

19.1

17.6

17.3

議員や行政機関への請願（➡P.56）

政治

選挙（投票・立候補）（➡P.56,78）

条例制定や議会解散を求める直接請求（➡P.92）
こうちょうかい しん ぎ

公聴会や審議会への参加

政党の活動への参加（➡P.80）
たいしゅう

大衆運動（デモなど）への参加

マスコミの世論づくりへの参加

利益団体の活動への参加

インターネットによる政治参加

●❶のポスターは，
どのような人たち
に投票してもらう
くふうかな。
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●文献資料や統計数値を使って調査する
　シベリア鉄道班

はん

は，まず，ロシアのあらましについて，百科事典や新聞記事など
の文献資料を使って，統計数値を確

かく

認
にん

しながら調べてみました。

●旅行体験記や小説を使って調査する

●❸ロシアの国内総生産の推
すい

移
い

（2013年刊　世界国勢図会ほか）

国を調べるときには，まず，その国につ

いておおまかに知る必要があります。統

計書，百科事典，その国について書かれた新聞記事などの文
ぶん
献
けん
資
し
料
りょう

を集めてみましょう
❶
。文献資料を読むと，その国の社会や歴史，生

活・文化のようす，日本との結びつきなどがわかります。

　また，教科書巻
かん
末
まつ
の「世界の国別資料」

➡P.270
，地図帳，文献資料にのっ

ている統
とう
計
けい
数
すう
値
ち
を見れば，その国の面積，人口，経

けい
済
ざい
の規

き
模
ぼ
はどれ

くらいなのか，どんな産業が盛
さか
んなのかといったことを確かめるこ

とができます
❷
。

雑
ざっ
誌
し
や旅行ガイドブック，インターネッ

トのブログなどにのっている旅行体験記

には，参考になる情報や写真が含
ふく
まれています。また，調べる国を

舞
ぶ
台
たい
にした小説は，その国の社会や歴史，生活・文化を知るための

資料になります。いっぽうで，個人的な誤
ご
解
かい
やフィクションが書か

れていることもあるので，情報が正確で信
しん
頼
らい
できるものかどうか，

ほかの資料と比べながら，活用していきましょう。

文
ぶん

献
けん

資
し

料
りょう

や統計数値
を使って調査する

調査を進めよう①－シベリア鉄道班はんの調査－2
P.102で立てた仮説を意識しなが
ら，文

ぶん

献
けん

資
し

料
りょう

や統計数値などを使
って調査を進めよう。

学習
課題

　統計数値を使って棒グラフをつく
ると，数値どうしを比べたり，年ご
との変化を読み取ったりすることが
できます。

１．�年ごとの変化をあらわすグラフ
をつくる場合，何年の数値から始
めて，何年ごとの数値を使うのか
を考える。
２．�いちばん数値の大きいところを
探
さが

して，縦
たて

軸
じく

の最大値を決める。
３�．グラフをかく。

　国別の生産量がどのくらいかを比べるよ
うなときには，円グラフをつくって確かめ
るとわかりやすくなります。
１．統計数値を多い順にならべる。
２．数値の割

わり

合
あい

を計算する。
　例えば，ロシアの割合は…
　　6.0679億kL÷43.5786億kL
　　＝0.1392…
　なので，「13.9％」となる。
３．主なもの以外は「その他」にまとめる。
４．�グラフをかく。調べる国の色を変える
などして目立たせてもよい。

棒
ぼ う

グラフのつくり方 円グラフのつくり方
統計資料を活用する④ 統計資料を活用する⑤

旅行体験記や小説を
使って調査する

石油の国別生産量

世界計　　　　�　�43億5786万kL
ロシア　　　　　���６億 679万kL（13.9％）
サウジアラビア　���５億7106万kL（13.1％）
アメリカ　　　　���３億7250万kL（��8.5％）
中国　　　　　　���２億3988万kL（��5.5％）
カナダ　　　　　���１億8197万kL（��4.2％）
イラン　　　　　���１億7458万kL（��4.0％）
イラク　　　�　　��１億6981万kL（��3.9％）
クウェート　�　　��１億6027万kL（��3.7％）
アラブ首長国連

れん

邦
ぽう

���１億5439万kL（��3.5％）
メキシコ　　　　���１億4816万kL（��3.4％）�

●❻バイカル湖

　統計数値を見ると，ロシアの国内総生産が大きく増えていました。
その理由を調べると，石油や天然ガスなどの鉱産資

し

源
げん

の輸出が好調
で，経

けい

済
ざい

が発
はっ

展
てん

していることがわかりました。
　ロシアでは，宇

う

宙
ちゅう

産業も盛んです。国際宇宙ステーションへのゆ
ききには，ロシア製のロケットが使われているそうで

●
す
❹
。

　シベリア鉄道は，全長9300kmの非常に長い鉄道路線です。列車は，
ヨーロッパ州の生活・文化がみられる首都モスクワを出発して，広大な
農地が広がるロシア西部を走ります。
　ウラル山脈をこえると，シベリアです。出発から４日目に，シベリア
の中心都市イルクーツクに着きます。れんが造りの教会や修道院，ロシ
ア伝統の木

き

彫
ぼ

りの窓わくでかざられた木造の建物がありま
●
す
❺
。その後，

列車は，深い針
しん

葉
よう

樹
じゅ

林
りん

に囲まれたバイカル湖の青い湖面を線路沿
ぞ

いにながめてから，ロ
シアの広大な大地を走って太

たい

平
へい

洋
よう

に向かいま
●
す
❻
。出発から７日目に，太平洋岸のウラジ

オストクに着きます。
　シベリア鉄道は，鉱産資源などの貨物の輸送，軍事的な利用，シベリアの開発などの
ためにつくられました。現在でも貨物輸送が盛んで，重要な鉄道路線です｡

●❹ロシア製のロ
ケットの打ち上
げ（2013年，カ
ザフスタン）

　次に，旅行ガイドブックやブログの旅行体験記から，シベリア鉄道の沿
えん

線
せん

のようすや，建設された理由について調べてみました。

●❺イルクーツ
クの木造の家

ロシアの国内総生産の推移

2000年�　　　2597億ドル
2001年�　　　3100億ドル
2002年�　　　3455億ドル
2003年�　　　4315億ドル
2004年�　　　5917億ドル
2005年�　　　7645億ドル
2006年�　　　9906億ドル
2007年�　１兆2901億ドル
2008年�　１兆6676億ドル
2009年�　１兆2226億ドル
2010年�　１兆4875億ドル
2011年�　１兆8578億ドル ●❼石油の国別生産量

（2013年刊　世界国勢図会）

… …

●❶さまざまな文献資料

●❷ロシアの主な統計数値
（2013年刊　世界国勢図会ほか）

面積（万㎢） 1709.8

人口（万人）* 14317

人口密
みつ
度
ど
（人/㎢）* 8

首都 モスクワ

国内総生産（億ドル） 18578

１人あたりの国内総
生産（ドル） 13006

主な宗
しゅう
教
きょう キリスト教，イスラム教，

仏教

主な言語 ロシア語，タタール語

（2011年，*2012年）

調査結果を
発表する

調査結果を
まとめる

仮説を
検証する調査を進める調査計画を

立てる仮説を立てる調査テーマを
決定する シベリア鉄道班
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5
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ボランティア活動をしよう
　ボランティアは，自分の意思で無

む

償
しょう

で行う地
ち

域
いき

や社会に
役立つ活動のことです。自分ができること，興味のあるこ
とから始めてみましょう。
●●❶●❺からやってみたいボランティア活動をあげてみまし
ょう。

●❷なぜそのボランティアをしたいのかを，
　グループで発表し合いましょう。

れながら，社会全体の助け合いのしくみとしてくふうしていかなけ

ればなりません。

高齢社会において，人々は，年金や老後

の介
かい
護
ご
の問題に大きな不安をもっていま

す。一人ぐらしの高齢者が増えて，かつてのように家族をたよりに

することも難しくなりました。今わが国には，40歳以上の収入のあ

る人々が保険料を払い，介護を必要とする人々
❼
が介護サービスを受

けられる介
かい
護
ご
保
ほ
険
けん
の
❽
制

⇨P.239
度があります。しかし，社会保

ほ
障
しょう
を充実させ

るためだとしても，国民の税金や社会保険料の負
ふ
担
たん
が大きく増加す

ることはのぞましくありません。

　そこで，社会保障制度が効率的に運営され，負担する人と給付を

受ける人が納
なっ
得
とく
できるように，公正な制度を考えていく必要があり

ます
⇨P.244 後期高齢者医療制度
。そして，公的な社会保障制度のほかに，人々が自分で老後や

病気にそなえるという自助努力も忘
わす
れてはなりません。

　また，福祉社会はお金の支給だけでは実現できません。すべての

人々が安全で安心してくらせる社会を実現し，高齢者や障
しょう
がいのあ

る人も，誇
ほこ
りと生きがいをもって社会に参加できるようにしていく

ことがたいせつで
⇨P.239

す
❶
。

老人福祉法

年金世代
(65歳以上）

現役世代
（主に20～60歳） 政 府

年　金　制　度

年金

保険料 負担金

わが国は，人口に占
し
める子どもの割

わり
合
あい
が

減り，同時に高齢者の割合が増えている

ため，急速に少
しょう
子
し
高
こう
齢
れい
社
しゃ
会
かい
に

➡P.4
なっています。そのような社会では，

経
けい
済
ざい
活動の担

にな
い手としても，公

こう
的
てき
年
ねん
金
きん
制
せい
度
ど
の
❷
支え手としても，働き

ざかりの世代の役割が大きくなります。これは，公的年金が，日本

に住所のある20歳
さい
以上の人が全員加入し，加入者が収

しゅう
入
にゅう
のあるあい

だは，年金保険料を支
し
払
はら
うことになっているからです。

　高齢者世帯の収入のうち，平均では70%ほどが公的年金で占めら

れていて，これからも年金を受け取る世帯は増え続けていきます。

いっぽう，働いている若
わか
い世代にとって，年金保険料の支払いが増

えれば，今の生活が苦しくなってしまいます。だからといって，保

険料を支払わない若い人が増えると，年金制度を続けることが難
むずか
し

くなり，将
しょう
来
らい
年金を受け取れない不安が広がります。

　公的年金の負
ふ
担
たん
と給付のバランス

❸❹
や，集めた年金保険料の運用の

しかたなどは，だれでもみんな将来は受給者になることを考えに入

高齢社会を
支えるもの

福祉の充実を
めざして

0 020 2010 1030 3040 504050

税負担率

社会保障
負担率

日本
（2011年）

アメリカ
（2009年）

ドイツ
（2009年）

スウェーデン
（2009年）

％ 60 ％70

32.3% 22.9 17.1

24.1 21.6 8.7

30.3 22.938.0

42.7 50.2 12.4

国民負担率高福祉を示す割合

保険料
55.3％

税
36.8％

被保険者
29.7

ひ

事業主
25.6

国
26.8

地方
10.0 7.9

そ
の
他

（2012年）

K304_05_08

利用者（被保険者）

市　　町　　村

〈居宅サービス〉 〈地域密着型サービス〉

介護サービス事業者
介護サービス計画の作成

申 請
しんせい

認 定

〈施設サービス〉
みっちゃく

年金のしくみは，どのよ
うな考え方に基づいてつ
くられているのかな。

最初は緊
きん

張
ちょう

しましたが，介護のようすをみたり，お年寄り
と話をしたりしているうちに，自分にもできることがある
のではないかと思いました。
施設の人が，「一人一人個性のある高齢者に合わせた介護
をするのが大変ですが，それがまたやりがいでもありま
す。」と話しておられたことが，心に残りました。次に行
くときは，自分にできることを考えて行きたいです。

少子高
こ う

齢
れ い

社会における福
ふ く

祉
し

の充
じゅう

実
じ つ

5

少子高齢社会　公的年金制度　
介護保険

学習
課題

日本の社会保障制度の収入と支出の課題
についてまとめてみよう。

公的年金と定年の関係について，「社会
保障の支え手」という言葉を使って説明しよう。

確認 活用学習の　 　　 と

少子高齢社会において，社会保
ほ

障
しょう

制度を生かすためには何が必要だ
ろう。

確認

活用

❹高福祉と国民負担率の国際比
ひ

較
かく

（国立社会
保障・人口問題研究所資料）　高福祉を示す割
合とは，国民が受け取る社会保障額が国民所
得に占める割合です。

❸社会保障財
ざい

源
げん

の内
うち

訳
わけ

（厚生労働省資料）

●❶定年後も働く高齢者　2013年に高年齢者雇
こ

用
よう

安定法が施
し

行
こう

され，希望す
れば60歳をすぎても働くことができるようになりました。 ●❷公的年金制度のしくみ　公的年金制度は，20歳以上

のすべての人が共通して加入する国民年金と，会社員が
加入する厚生年金などからなっています。

世話の負担が重く，肉
体的負担が大きいこと

適切な介護のしかたなど，
必要な知識がない

仕事をやめなければな
らない

介護に要する経済的負
担が大きい

家を留守にできない，
自由に行動できない

ストレスや精神的負担
が大きい

0％ 605040302010 70

（2010年）（2010年）

●❻在
ざい

宅
たく

介護に感じる不安（内
ない

閣
かく

府
ふ

資料）

20

40

60

0

80

100
％

65～
69歳

70～
74歳

75～
79歳

80～
84歳

85～
89歳

90～
94歳

95歳
以上

75歳以上全体の
認定率31.5%

65歳以上全体の認定率18%

（2012年）

❼年齢別の要介護（要支
し

援
えん

）認
にん

定
てい

率（厚生労働
省資料）

❽介護保険制度のしくみ

●❺タイプ別のボランティア活動

集めることが好きな人 使用済
ず

み切手　ベルマーク　募
ぼ

金
きん

環
かん
境
きょう
に関心がある人 リサイクル活動　清

せい

掃
そう

活動　下草伐
ばっ

採
さい

体を動かすのが好きな人 野外活動やスポーツの指導

人づき合いが好きな人 高齢者や障がい者の介助　保育・託
たく

児
じ

特技のある人 朗
ろう

読
どく

・点
てん

訳
やく

　手話通訳　歌や楽器の上演

地域が好きな人 福祉マップの作成　防災・災害援
えん

助
じょ

　
文化・伝承活動

国際交流をしたい人 日本語ボランティア　物資援助

老人介護施
し

設
せつ

に行った生徒の感想

60歳で再就職した人の話

P.115の大きな政府と小さな政府について，社会保障の面からふり返ってみよう。

定年前からライフプランを考えて，経験や知識を生か
した仕事を希望しました。再就

しゅう

職
しょく

後は，自分の得意な
仕事だけではなく，一人でさまざまな仕事をこなすこ
とになりましたが，かえって仕事の全体を見通すこと
ができました。再就職前よりも視

し

野
や

が広がって，まだ
まだやりたいことが出てきました。年金をもらう年齢
もまだ先ですしね。
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インターネット
プロバイダ

プロバイダ

スマートフォン

メール
サーバー

メールを
送る

Bさん

メールを
取りに行く

メールを
受け取る

コンピューター
学校・企業

き ぎょう

プロバイダ

プロバイダ

プロバイダ

メール
サーバー

Aさん

インターネット
❹
や携

けい
帯
たい
電話の発達

❺❽
によっ

て，　私たちはさまざまな情報や知識を

得ることができ，友達や遠くの家族とつながり，ゲームを楽しんだ

り買い物をしたりすることができます。このように，私たちは国内

だけでなく世界じゅうの国の人たちと自由に交信できる情
じょう
報
ほう
化
か
が

進んだ社会にくらしています。コンピューター，モバイル端
たん
末
まつ
，通

信技術などが一体となって進んできた情
じょう
報
ほう
通
つう
信
しん
技
ぎ
術
じゅつ
（ICT

1
）は，すで

にそれがなかった時代を思い出せないほど，私たちのくらしを変え

ました
❶❷❸
。現代社会は，電子信号をなかだちとする高度情報社会に

なったのです
❻
。

情報通信技術は社会を成り立たせている

人と人とをつなぐ技術です。これをうま

く活用すれば，科学技術がいっそう発
はっ
展
てん
し，政治や経

けい
済
ざい
のしくみに

もよい効果がもたらされると期待されています。また，体に障
しょう
がい

のある人たちもいきいきと社会に参加することができたり
❾
，多くの

人々がより多くの情報を使ってよりよく世の中を理解したりするこ

とができるようになるでしょう。見知らぬ豊かな世界の文化との交

流を進めることができるようになれば，私たちのくらしはいっそう

豊かなものになっていくことでしょう。反面，高度情報社会では，

私たちの行動は監
かん
視
し
され記録され，他人に知られたくないことまで

多くの人に知られてしまう危
き
険
けん
も高まります

➡P.59，125
。

あらゆる科学技術と同じように，情報通

信技術は，不注意だったり，悪用する人

がいたりすると，お金をだまし取られたり，心が傷
きず
つけられたりす

る人が出るなどの被
ひ
害
がい
を生んでしまいます

⓫
。情報通信技術に不ぐあ

いがあると，電車などの交通網
もう
や，企

き
業
ぎょう
の仕事や，だいじな通信の

はたらきが大規
き
模
ぼ
にそこなわれるなどの被害をもたらしかねません

❿
。

　私たちは，情報化を生かすためにも，情報を正しく判断して活用

する力（情
じょう
報
ほう
リテラシー）や，情報を使う考え方・態度（情

じょう
報
ほう
モラル）

➡P.61

を身につけて，できるだけ多くの人が参加できる社会をつくってい

かなければなりません
⇨P.242 デジタル・ディバイド

。

情報通信技術の発
はっ

展
てん

情報化によって
変わる社会

情報化を
生かすために携帯電話

またはPHS

パソコン

スマートフォン

タブレット型端末

けいたい

インターネット
普及率

1994年
0

40

20

60

80

100
％

13100806040220009896

ネットワーク利用犯罪

2000年
0
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件

12
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1471
1884

3593
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5119

6613

913

1606
2081

4425

6321

6933
7334

1008060402

私たちの身のまわり
で情報化による変化
には何があるかな。

進む情報化と変わる私たちの社会2

インターネット　情報化　
情報通信技術（ICT）　
情報リテラシー　情報モラル

学習
課題

情報化でできるようになったことと，起
こっている問題は何だろうか。

情報化によって新しく何ができるか，次
の分野から一つ選び考えてみよう。
[学校・環

かん
境
きょう
・産業・少子高

こう
齢
れい
化]

確認 活用学習の　 　　 と

情報化が進む日本の社会では，ど
のような変化と課題があるのだろ
う。

●❽のように歴史をふり返ると，現代を理解するのに参考になる点が多くあります。歴史

確認

活用❺インターネット普
ふ

及
きゅう

率と主な情報通信機
器の世帯保有率の推

すい

移
い

（2014年刊　情報通
信白書ほか）　世界のインターネット利用者
数は，27億4千万人です。（2013年）

●❶遠
えん

隔
かく

診
しん

療
りょう

（富
と

山
やま

県南
なん

砺
と

市）　情報通信機器を使い，医師
が少ない地

ち

域
いき

でも，診察が受けられます。

●❷登下校の安全を守る　ICタグで位置をとらえ，子ども
の登下校を親などに知らせます。

●❸電子マネー　お金を持ち歩かずに，イン
ターネットを通じて料金の支

し

払
はら

いができます。

●❹インターネットのしくみ
　インターネットは，世界じゅうのネッ
トワークが接続された巨

きょ

大
だい

なコンピュー
ターネットワークです。個人や学校・会
社がそれぞれ契

けい

約
やく

しているプロバイダに
よって，インターネットに接続されてい
ます。

❽情報・通信の歴史　それぞれの技術の登場は，生活をどのように変えたでしょうか。

❻社会の変化　ICTの発達が情報社会の発展に大きな役
やく

割
わり

を果たしています。

❾視
し

覚
かく

に障がいのある人への道案内　つえの
ICタグで位置情報を得て，歩行中に音声情報
などを知ることができます。

❿システム障害による新幹線の運休で混雑
する東京駅（2011年，東京都）　情報通信技
術を使った新幹線の運行管理システムに障害
が起こって新幹線が運休し，多くの乗客に影

えい

響
きょう

が出ました。

⓫サイバー犯罪の検挙件数（警察庁資料）
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手紙
口伝え
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人や家
か
畜
ちく
の力にたよ

る。
機械の力にたよる。
蒸
じょう
気
き
機関の発明。

農業社会 工業社会 情報社会
●❼農業の効率化（滋

し

賀
が

県草
くさ

津
つ

市）　農作業や
気象の情報を解

かい

析
せき

して，作業計画をたてます。
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●見学するにあたって
・�テーマに従

したが

い，めあてをもって見学する。
チェックリストを作成する
　例／調べるテーマが「生活」の場合
　▢どのようなものを食べていたのか
　▢�どのような衣服を着て，どのような家に住んで
いたのか

　▢どのような生活用具を使っていたのか
　▢どのような仕事をしてくらしていたのか，など

・�学芸員やボランティアのガイドの方に解説しても
らったり，質問したりすることを整理しておく。
・�見学で気づいたことや疑

ぎ

問
もん

に思ったことはメモを
取る。
・�グループごとに行動し，博物館の注意事

じ

項
こう

は守る。

〔基本設定〕
・�だれに向けてどんなことを伝えたい
のかを考える。

〔紙面づくり〕
・�調べたことを自分の言葉に書き直し
て記事にする。

・�文章以外に，イラストや写真を入れて，わかりや
すい紙面を心がける。

・�新聞をつくって考えたことを書くコーナーを，必
ず設ける。

博物館の見学のしかた

歴史新聞づくりのポイント草
く さ

戸
ど

千
せ ん

軒
げ ん

町
ち ょ う

遺
い

跡
せ き

を調べる
歴史博物館に行こう

－広
ひ ろ

島
し ま

県福
ふ く

山
や ま

市－

　私たちの地
ち

域
いき

に，中世の港町・市
いち

場
ば

町として栄えた草
くさ

戸
ど

千
せん

軒
げん

町
ちょう

遺
い

跡
せき

があります。
本やインターネットを利用するほか，歴史博物館を訪

たず

ねて調べることにしました。
❶草戸千軒町遺跡と博物館の位置
（写真提供：広島県立歴史博物館）

1．�草戸千軒町遺跡について調べる
１ 図書館やインターネットを利用して，調べたいこと
を確かめる。

草戸千軒町遺跡
くさ ど せんげんちょう い せき

上の写真を撮った方向
と

300m0 300m0

広島県立歴史博物館

草戸千軒町遺跡
くさ ど せんげんちょう い せき

草戸大橋

ふくやま

あ
し

だ

芦

川

田

左の写真を撮った方向
と

2 グループごとにテーマを決める。 ら
か
に
な
る
よ
う
な
も
の
が
、
た

く
さ
ん
発は

っ

掘く
つ

さ
れ
て
い
る
。

　
い
っ
ぽ
う
、
約
一
万
二
〇
〇
〇

枚ま
い

の
宋そ

う

銭せ
ん

や
、
瀬せ

戸と

・
常と

こ

滑な
め（
愛あ

い

知ち

県
）・
和い

ず
み泉（
大お

お

阪さ
か

府
）・
備び

前ぜ
ん（
岡お

か

山や
ま

県
）の
つ
ぼ
や
か
め
な
ど
の
出
土

品
は
、
活
発
な
経け

い

済ざ
い

活
動
や
遠
方

と
の
交
流
を

示
す
も
の
で

あ
る
。
さ
ら

に
、
海
外
で

生
産
さ
れ
た
陶と

う

磁じ

器き

な
ど
も
出
土

す
る
こ
と
か
ら
、中
国
だ
け
で
な
く
、

朝ち
ょ
う

鮮せ
ん

や
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
、
ア
ジ
ア

の
国
々
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

新
聞
づ
く
り
を
終
え
て

　
調
査
を
終
え
て
改
め
て
感
じ

た
こ
と
が
、
歴
史
の
楽
し
さ
だ
。

五
百
年
以
上
も
前
の
先
祖
の
く
ら

し
が
、
発
掘
と
そ
の
後
の
研
究
に

よ
っ
て
み
ご
と
に
復
元
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
国
内
だ
け
で
な
く
、

海
外
と
の
交
流
が
確か

く

認に
ん

さ
れ
る
な

ど
、
想
像
以
上
に
国
際
的
だ
。
川

底
か
ら
よ
み
が
え
っ
た
草
戸
千
軒

町
遺
跡
、
そ
れ
は
、
歴
史
の
お
も

し
ろ
さ
を
感
じ
さ
せ
、
国
際
交
流

の
重
要
性
を
教
え
て
く
れ
る
、
私

た
ち
の
貴き

重ち
ょ
う

な
財
産
な
の
だ
。

川
底
か
ら
よ
み
が
え
る
町

　
広
島
県
福
山
市
を
流
れ
る
芦あ

し

田だ

川
の
工
事
の
際
、
鎌か

ま

倉く
ら

時
代
か
ら

室む
ろ

町ま
ち

時
代
に
か
け
て
の
、
中
世
の

町
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
れ

が
草
戸
千
軒
町
遺
跡
で
あ
る
。
私

た
ち
は
、
遺
跡
の
出
土
品
か
ら
、

当
時
の
生
活
の
よ
う
す
だ
け
で
な

く
、
そ
の
町
が
他
の
地
域
や
世
界

と
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
た
の
か
を
、

知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

出
土
品
は
語
る

　
な
べ
・
椀わ

ん

・
は
し
・
下げ

駄た

な
ど

の
日
用
品
を
は
じ
め
、
職
人
た
ち

の
道
具
や
遊
具
・
井い

戸ど

・
道
路
・

建
物
な
ど
、
こ
の
町
の
人
々
が
ど

の
よ
う
な
く
ら
し
を
し
、
ど
の
よ

う
な
活
動
を
し
て
い
た
の
か
が
明

農具

草
戸
千
軒
町
遺
跡
新
聞

○
年
○
月
○
日
発
行

○
中
学
校
○
年
○
組
○
班

草戸千軒町の復元図

かめ

例／当時の人々
「生活」「仕事」「娯

ご

楽
らく

」「他地域との結びつき」など

3 歴史博物館で調べる。

展て
ん

示じ

物
を
観
察
す
る

学
芸
員
の
話
を
聞
く

2．�調べたことをまとめる
例 ／調べたことを新聞形式にまとめ，学校のホームペー
ジにのせるなど，広く発表する。
　電子黒板を利用すると，他の地域の中学校と，地域
にある中世の史跡などを紹

しょう

介
かい

し合うこともできる。

福山市

草戸千軒町遺跡

広島県

瀬戸内海

草戸千軒町遺跡

広島県立歴史博物館
http://www.manabi.pref.
hiroshima.jp/rekishih/

中世のころは，草戸千軒
町遺跡の近くまで，海が
広がっていたそうです。

調べたことをまとめる方法は，
新聞のほかに，歴史地図や歴
史年表などがあります。

まとめる作業のなかで，
疑問点が出てきたら，
再調査してみよう。
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（明
めい

治
じ

29）年の明治三陸地震津波の二度にわたって津波に
おそわれ，生

せい

存
ぞん

した住民がそれぞれ４人と２人という，
壊
かい

滅
めつ

的な被害を受けていました。石碑を建てて以降，石
碑より低い場所に住む人はなく，東日本大震災のときも
海抜40.5mのところまで津波が押

お

しよせましたが，民家
はこの石碑より高いところにあり，住民は無事でした。
　こうした石碑は，全国各地に建てられています。大

おお

阪
さか

市浪
な に わ

速区には，1854年11月に起きた安
あん

政
せい

南
なん

海
かい

地震による
大津波被害

❶
のようすを記録し，後世に対する戒

いまし

めを伝え
る「大地震両川口津

つ

浪
なみ

記
❸
」の石碑があります。船に乗っ

て避
ひ

難
なん

していた人が多くおぼれ死んだことなどを書き記
し，147年前の大地震のときも小

こ

舟
ぶね

に乗って津波でおぼ
れ死んだ人が多かったことにもふれています。「年月が
たつと伝え聞く人がまれになるため，今回もおびただし
い人が犠

ぎ

牲
せい

になって痛
いた

ましい」とし，過去の被災の経験
が生かされなかったとしています。大地震のときには，
「必ず船に乗るべからず」「火の用心肝

かん

要
よう

なり」などと教
訓を書き記し，このことを忘

わす

れないようにするため，時々
石碑の文字に墨

すみ

を入れてほしいとして結んでいます。
　この碑文の願いは守られ，浪速区幸

さいわい

町三丁目の西
にし

振
しん

興
こう

町会の人たちによって，現在も墨が入れられています
❷
。

災害への備えを過去から考える
　2011（平成23）年３月11日に発生した東日本大震

しん

災
さい

の発
生以

い

降
こう

，過去の災害について学ぼうとする取り組みが進
んでいます。古

こ

文
もん

書
じょ

などの文字による記録だけでなく，
堆
たい

積
せき

物や遺
い

跡
せき

発
はっ

掘
くつ

調査などの成果も組み合わせて過去の
災害を調べ，被

ひ

害
がい

の実態や復興の過程を明らかにしよう
とする研究が進められています。
　そこから，先人の防災・減災に関する知

ち

恵
え

を学び，今
後の備えを検

けん

討
とう

していく際のたいせつな情報の一つに位
置づけているのです。

津
つ

波
な み

被害を伝える石
せ き

碑
ひ

　防災の観点から，古文書と同様，これまであまり注目
されてこなかったものの一つに，津波被害などを刻

きざ

んだ

石碑があります。
　岩

いわ

手
て

県宮
みや

古
こ

市の重
おも

茂
え

半島にある姉
あね

吉
よし

には，「高き住居
は児

じ

孫
そん

の和
わ

楽
らく

　想へ
（え）

惨
さん

禍
か

の大津波　此
こ

処
こ

より下に家を建
てるな」と刻んだ石碑

❺
があります。この石碑は，1933（昭

和８）年の昭和三
さん

陸
りく

地震津波の後，海
かい

抜
ばつ

50mのところに
建てられました。姉吉地区は，このときの津波と，1896

災害の歴史に学び，
私たちの未来に活かす

❹明
めい

治
じ

以降の災害の件数の推
すい

移
い

（『日本歴史災害事典』）

❻女川いのちの石碑（2013年）　生徒の思いに共感した宮城県
内の石材店の協力や募

ぼ

金
きん

によって，石碑の建設が実現しました。

❶1854年の安
あん

政
せい

南
なん

海
かい

地震の津波のようす（地震津浪末代
噺
はなし

乃
の

種
たね

　大阪市立中央図書館蔵）
❷安政南海地震の被害を刻んだ石碑の文字に墨を入れる地元の
住民（2011年　大阪市浪速区）
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大阪市
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宮城県女川町

0 200km

私たちにできること 
―東日本大震災の教訓を伝える―
　宮

みや

城
ぎ

県女
おな

川
がわ

町は，東日本大震災によって，死者・行
ゆ く え

方
不明者が800人をこえるなど，甚

じん

大
だい

な被害を出しました。
その女川町に，「千年後の命を守るために」自分たちに何
ができるかを考え，①絆

きずな

のあるまちづくり　②高台へ避
難できるまちづくり　③震災の記録を残すという三つの
テーマを掲

かか

げて，活動してきた中学生がいます。
　2011年に入学した生徒が，③震災の記録を残す活動の
一つとして，町内に21か所ある浜

はま

の津波到
とう

達
たつ

地点に石碑
を建てる計画を進め，2013年11月に最初の石碑

❻
を完成さ

せました。石碑には，これから生まれてくる人たちに，
自分たちと同じ苦しみや悲しみを経験してほしくない，
という思いが刻まれています。大地震が来たらこの碑よ
り高いところににげること，にげない人がいたら無理に
でもつれ出すこと，家にもどろうとする人がいたら引き
とめることなどの，生徒が考えたメッセージが刻まれて
います。
　過去の災害に学ぶとともに，自分たちの経験を教訓と
して，未来の世代に積極的に伝えようとする若

わか

い世代が
育っています。

　その昔，宝
ほう

永
えい

四年（一七〇七年）十月四日の大地震の時も，
小舟に乗って避難したため津波で水死した人も多かったと
聞いている。長い年月が過ぎ，これを伝え聞く人はほとん
どいなかったため，今また同じように多くの人々が犠牲と
なってしまった。
　今後もこのようなことが起こり得

う

るので，地震が発生し
たら津波が起こることを十分に心得

え

ておき，船での避難は
絶対してはいけない。また，建物は壊

こわ

れ，火事になること
もある。お金や大事な書類などはたいせつに保管し，なに
よりも「火の用心」が肝心である。川につないでいる船は，
流れのおだやかなところを選んでつなぎかえ，早めに陸の
高いところに運び，津波にそなえるべきである。
　津波の勢いは，ふつうの高

たか

潮
しお

とはちがうということを，
今回被災した人々はよくわかっているが，十分心得ておき
なさい。犠牲になられた方々のご冥

めい

福
ふく

を祈
いの

り，つたない文
章であるがここに記録しておくので，心ある人は時々碑文
が読みやすいよう墨を入れ，伝えていってほしい。
� 安

あん
政
せい
二年（一八五五年）七月建立　

　大地震両川口津浪記●❸

災害が多い時期や少ない時期がそれぞれどの
ような時代であったか，年表で確

かく

認
にん

しよう。
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　情報化の進
し ん

展
て ん

によって，個人が以前より簡
か ん

単
た ん

に意見や創
そ う

作
さ く

した作品を発
信したり，ネットオークションなどを使い，個人で商品を売ったりするこ
とができるようになりました。
　こうした「ネット社会」では，生活が便利になった反面，これまでにな
かった新たな危

き

険
け ん

も生じています。第一の危険は，ネットを利用した犯罪
が増えつつあり，私たちの人

じ ん

権
け ん

が侵
し ん

害
が い

される危険が高くなったことです。
他人のプライバシーや名

め い

誉
よ

にかかわる情報をのせる人，他人の書いたもの
を断りもなく転

て ん

載
さ い

する人，差別的な文章や性的な画像をのせる人がいます。
また，インターネットから他人の個人情報や銀行口

こ う

座
ざ

などを盗
ぬ す

んで使うと
いう悪質な場合もあります。

　第二の危険は，自分が知らないうちに加害者になるおそれがあることで
す。これは，私たちの人権が侵害されることと裏

う ら

表
おもて

の関係だといえます。
例えば，自分のホームページに，好きな音楽やキャラクターを勝手に使う
のは他人の権利（著

ち ょ

作
さ く

権など）を侵害していることになります。
　さらに情報を発信するときには，プライバシーの保護や名誉にかかわる
情報，情報の正確性をたいせつにしなければなりません。これらの情報を
取りあつかうときに，適正な活動を行うためのもとになる考え方と態度を
情報モラルといいます。
　また，ホームページや掲

け い

示
じ

板などに書きこんだ内容によっては，脅
きょう

迫
は く

罪
や威

い

力
りょく

業務妨
ぼ う

害
が い

罪など刑
け い

法
ほ う

上の罪が適用される場合もあります。

携帯電話やパソコ
ンを使いすぎて，
健康や日常生活に
影
えい

響
きょう

が出るネット
依
い

存
そん

という問題も
あります。

❶インターネット利用で感じる不安
（2014年刊　情報通信白書）

❷個人情報の流出を報じる新聞

❸遺
い

伝
でん

子
し

情報（2004年2月4日新
聞）　医

い

療
りょう

では，遺伝子情報による
出生前診

しん

断
だん

が行われており，その
取りあつかいが議

ぎ

論
ろん

されています。

❻中高生のネット依存（2013年8月2日新聞）

「ネット社会」とつき合う方法

私たちと身近な情報モラル 便利な「ネット社会」とその問題点

次のクイズにYESかNOで答えよう。

１ 下の内容以外に個人情報と思うものを
書き加えよう。

２ 下の個人情報のうちで知られたくない
情報を囲んでみよう。
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きゅう
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請求）

●オークションで落札してお金を
振
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こ
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（ネット詐
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ぎ
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コピペ

だれだろう？
9
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他人の文章をそのまま使う。
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❹（2013年9月15日新聞）
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さ ぎ

かんせん

めいわく

（複数回答）
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活用

情報社会

情報発信
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↑歴史P.93↑地理P.105

未来に教訓を伝える
中学生の活動
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15歳
さ い

は「子ども」？ それとも「大人」？

未成年の者が結
け っ

婚
こ ん

するときには，親が同意しない
といけないし，君たち中学生が高価な商品を買お
うとするときにも，親の同意がいるんだよ。 

やはり，20歳までは「子ども」ですか？ 

まだ一人前とはいえないね。お金の価値や取り引
きについて十分な知識や判断力がないとされるの
で，親の監

か ん

督
と く

や保護が必要になってくるんだ。 
20歳未満は全部「子ども」といっても，赤ちゃん
から大学生，仕事をしている人までいるのに，
いっしょじゃ変ですよ。 
そうだね。19歳と０歳を同じにあつかうのはおか
しいね。ただ，法律は，おおよそ自分の行

こ う

為
い

の意
味と結果が理解できる年

ね ん

齢
れ い

が何歳からか，一律に
決めておかなければならないんだ。 

つまり，「大人」っていうのは，自分で何かを決める
だけの知識や力をもっているってことなんですね。

わっ，とつぜん，何だ！ 

何の話をしているのかと思って。
 

まだゲームをしているの？　早く宿題をしなさ
い。 
わかっているよ。だけど，子どもは遊びがたいせ
つでしょ？ 
何言ってるの。15歳はもう子どもじゃないで
しょ？ 
大人だっていうんなら，勉強よりも働きたいな。
がんばると思うけれど。 
たつやは大人じゃないんだから，仕事はできない
のよ。 
つごうがいいなあ，大人は。結局15歳は「子ども」
なの，「大人」なの？ 

先生，15歳は「子ども」ですか？　「大人」です
か？ 
それでは，いろいろな法律からみてみようか。家
族関係や経

け い

済
ざ い

生活についてきまりを定めている民
法では，20歳未満の者は未成年者とされていて，
いろいろなことが制限されているんだよ。 

例えば，どんなことですか？ 

「大人」の話だよ。それにしても，先生，中学校を
卒業して義務教育が終わると，「進学か，就

しゅう

職
しょく

か」
と聞かれます。15歳はやはり「大人」ではないの
ですか。 
そうだね。でも，就職しても18歳までは，労働法
上，労働時間などのいろいろな場面で保護されて
いるんだよ。 
たしかに，働いているだけでは，「大人」といえる
わけではないですね。 
この世界には小さな子どもが大人と同じように働
いている国もあるね。でも，子どもたちは，あた
えられた環

か ん

境
きょう

が世の中のすべてだと思ってしまっ
て，ほかの可能性があることを教わらないんだ。 
私たちは，あれになりたい，これになりたいって
言っているけれど。 
そう考えると，君たちが労働を禁じられ，成長に
応じた義務教育を受けている意味もわかってきた
のではないのかな。 
買い物でも労働でも，ちゃんと判断できる知識や
力を身につけなさいってことですね。 

私は早く大人になって，選挙に行きたいな。 

そうだね。国の政治のことは20歳で理解し判断で
きるということだろうね。こうして考えていくと，
大人になるとは，自分の行動が世の中にあたえる
影
え い

響
きょう

すべてに責任をもつことではないかな。 

　15歳
さ い

は「子ども」でしょうか，それとも「大人」で
しょうか。日本の法

ほ う

律
り つ

で決められている15歳の権
け ん

利
り

と
その制限を手がかりに，大人になるとはどういうことか，
考えてみましょう。

成人になる年齢を
18歳に引き下げ
ることも検

けん

討
とう

され
ているよ。

❶年齢によってできるようになること

❷選挙権が18歳になることを報じる
新聞記事（2015年2月18日新聞）

携
けい

帯
たい

電話のルールづくり

●❶上の意見や図●❸を参考に，子どもの携帯電話の使
い方のルールについて話し合ってみましょう。

個人の尊重は，子どもにも当然あてはまる憲
法の原則だよ。
親は子どもを保護・監督する権利と義務を負
う。親には子どもを育てる責任があるよ。

●❸携帯電話についての家庭でのルール（文部科学省資料）たつやさんの家で

登場人物

●❹民法

●❺労働基準法

●❻公職選挙法

13歳	 軽労働ができる。
14歳	 刑

けい

事
じ

上の責任を問われる。
15歳	 就職ができる。
	 ドナーカードで意思表示ができる。
16歳	 女性は結婚できる。
	 バイクの運転免

めん

許
きょ

が取れる（大型をのぞく）。
	 刑事処

しょ

罰
ばつ

を受ける。
18歳	 男性は結婚できる。
	 自動車の運転免許が取れる。
	 死刑の判決を受けることがある。
	 国民投票の投票権をもつ。（注）
20歳	 選挙権をもつ。契

けい

約
やく

を結べる。

15歳は大人？

第４条　年齢20歳をもって，成年とする。
第５条　①未成年者が法律行為をするには，その法
定代理人の同意を得なければならない。（後略）
　②前

ぜん

項
こう

の規定に反する法律行為は，取り消すこと
ができる。 
第731条　男は，18歳に，女は，16歳にならなけれ
ば，婚

こん

姻
いん

をすることができない。
第818条　①成年に達しない子は，父母の親権に服
する。
第820条　親権を行う者は，子の利益のために子の
監護及

およ

び教育をする権利を有し，義務を負う。

第56条　①使用者は，児童が満15歳に達した日以後
の最初の３月31日が終

しゅう

了
りょう

するまで，これを使用して
はならない。 

第９条　①日本国民で年齢満20年以上の者は，衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

議員及び参議院議員の選挙権を有する。
　②日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き３
箇
か

月以上市町村の区
く

域
いき

内に住所を有する者は，その属
する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有
する。

利用する時間を決めている

利用料金の上限を決めている

守るべき利用マナーを決めている

利用する場所を決めている

特にルールを決めていない

（携帯電話を持たせて
  いる保護者の回答）

4020 30100 50％（2013年）

22.7

21.5

17.9

10.2

41.2

たつや みさき

先生 母

15歳は子ども？ 

（注）平成30年6月2日までは，20歳以上の者が投票権をもちます。
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生徒の将来を見すえて
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　地理的分野の１編３章・
２編３章では，各州・各地
方の地域的特色を確実に理
解できる構成にしています。
まず，州・地方の概要をお
おまかにつかみ，そのうえ
で主題学習・動態地誌
的学習を進めていき

ます。

主題学習のテーマ（1編3章） 動態地誌的学習の視点（2編3章）

地域的特色を無理なく理解できるテーマ・視点を設定しました

5

10

15

5

10

15

2編3章

近畿地方

199198 第２編第３章　日本の諸地域

京都・奈良は平
へい
安
あん
京
きょう
・平

へい
城
じょう
京
きょう
から発

はっ
展
てん
し

た，長い歴史をもつ都市です。東西南北

にのびた碁
ご
盤
ばん
の目のような通り（道路）や，三

さん
条
じょう
通，四

し
条
じょう
通といった

通りの名前は，条
じょう
坊
ぼう
制
せい
という古代の都市計画の影

えい
響
きょう
が，現在に残っ

ているものです
❶❷
。古代や中世から続く古い寺院や神社が多く，長い

歴史のなかで町
まち
家
や
とよばれる伝統的な木造建築

❸
が立ちならぶ街なみ

がつくられてきたのも，京都・奈良の特色です。

古い寺院や神社，町家がつくる街なみに

は，歴史と文化を感じさせる雰
ふん
囲
い
気
き
があ

ります。歴史的な街なみは，たまたま残されたわけではありません。

街
まち
なみ保

ほ
存
ぞん
に人々が取り組んだ結果，受けつがれてきたものです。

　京都や奈良では，ビルやマンションに建てかえられた町家も多く，

街なみが変化してきています。いっぽうで，内
ない
装
そう
をくふうしてレス

トランや喫
きっ
茶
さ
店
てん
，宿泊施

し
設
せつ
として活用される町家も増えてきました。

重
じゅう
要
よう
伝
でん
統
とう
的
てき
建
けん
造
ぞう
物
ぶつ
群
ぐん
保
ほ
存
ぞん
地
ち
区
く
を

⇨P.277
つくり，住民や市町村が協力して保

京
きょう

都
と

・奈
な

良
ら

の
歴史的な街なみ

存に取り組んでいるところもあります。

　また，京都市では，建物の高さ，デザイン，屋外広告などを規制

する景
けい
観
かん
政
せい
策
さく
を進めています

❹
。寺院や神社の多い地区では特にきび

しい規制をするいっぽうで，都心のオフィス街ではある程度の高さ

のビルを建てられるようにもしています。これは，歴史的都市にふ

さわしい風景をつくりながら，都市の発展にも配
はい
慮
りょ
したしくみです。

京都は，歴史に根ざしたさまざまな文化

が受けつがれている，日本の伝
でん
統
とう
文
ぶん
化
か
の

中心地です。茶道や華
か
道
どう
には，京都に本部をおく流

りゅう
派
は
が多くなって

います。日本料理
（京料理）
（和食）や和

わ
菓
が
子
し
の

（京菓子）
伝統を守り，未来に伝えていこ

うとする店
てん
舗
ぽ
も少なくありません

❺
。これらは，古い文化がそのまま

の形で残されているだけではありません。伝統文化が，京都という

都市のなかで新しいくふうを加えられることで，都市文化としての

側面をもち，現在に続いているのです。平
へい
安
あん
時代に始まった祇

ぎ
園
おん
祭
まつり

は，現在も，街なみや社会の変化に対応するための新しい取り組み

を行いながら，市民の力で支えられています。

　京都は，歴史的都市であると同時に，つねに新しい都市であるか

らこそ，多くの観光客がおとずれるのでしょう。

歴史的都市の
景観保全

歴史的背
はい

景
けい

の視
し

点
てん

で学ぶ①
歴史的都市の街なみと文化3

近
きん

畿
き

地方の長い歴史は，都市や文
化にどのような影

えい

響
きょう

をあたえてい
るのだろう。

学習
課題

❷奈良市中心部の地形図（2014年4月調製
電子地形図25000を縮小）

❸京都の町家　いずれも，京都の
代表的な町家です。

平安京　平城京　伝統文化

道路が規則正し
く走っているね。
緑色の部分には
何があるのかな。

❹街なみに調和したデザインの店舗（2005年）

❺日本料理の食育授業（2013年，京都市伏
ふし

見
み

区）　料理人が小学校に出向き，体験授業を行
っています。日本料理は，ユネスコ無形文化遺

い

産
さん

に登録されました。

↑標準仕様の看
かん

板
ばん

現在に息づく
京都の文化

１�．道路・水路は，どのようにの
びているだろう。
２�．ため池の形には，どんな特色
があるだろう。
３�．丸で囲んだ道路の１辺の長さ
は何ｍくらいか計算しよう。

街なみや伝統文化を守るためには，古い
ものをそのまま残すだけではいけない理由を，
教科書の文章から考え，自分の言葉でまとめよ
う。 

確認 活用学習の　 　　 と

日本料理（和食）がユネスコ無形文化遺産
に登録された理由を調べよう。私たちはふだん，
どのくらい和食を食べているだろう。

確認

活用

❶京都の街なみ（2011年）

平城京・平安京は，どのような都市だったのだろう。律令国家とは，どのような
国家だったのだろう。歴史

地図からわかる地域の歴史
αプラス

地理
日本の姿

　私たちが生活している風景のなか
には，さまざまな形で地

ち

域
いき

の歴史が
刻
きざ

みこまれています。風景は偶
ぐう

然
ぜん

に
できあがったものではなく，長い歴
史のなかで人々が土地と向き合って
つくりあげてきたものだからです。
　奈良盆

ぼん

地
ち

には，特色のある形をし
た道路，水路，ため池などがみられ
ます。これは，古代の律

りつ

令
りょう

国家のこ
ろに始まった，条

じょう

里
り

制
せい

という農地の
区画のあとです。古くから農業が盛

さか

んだった地域では，この区画がよく
残っています。

●❻

●❻奈良盆地の地形図（2014年4月調製　電子
地形図25000，奈良県田

た

原
わら

本
もと

町付近）

P.204「時代の変化に対応する伝統文化－京都府京都市の祇園祭を例に－」も見て
みよう。

中
なか

京
ぎょう

区

下
しも

京
ぎょう

区

伝統文化をみる

住居をみる

都市をみる

1km0

都市をみる

歴史的背
はい

景
けい

から見た
現在の近畿地方

2編3章
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京都の祇園祭は，日本を代表する祭りの一つです。街なみや社会の変化に対応し
て，新しいくふうを生み出している祇園祭の現在の姿

すがた

をみてみましょう。

●❷宵山のにぎわい
（2013年，京都市下

しも

京
ぎょう

区）

●❹復興した大船鉾
（2014年，京都市下京区）
　鉾を再建して，後祭の山
鉾巡行に復帰しました。今
後も，装飾品の復元・新調
の取り組みが続けられます。

●❸マンションから通路を
かけた鉾（2009年，京都
市中京区）

●❶山鉾巡行（2014年，京都市中
なか

京
ぎょう

区）

地域からのメッセージ

して，休み鉾になりました。大船鉾保存会の人々は，残
った装

そう

飾
しょく

品を維
い

持
じ

し，いったんは失われた囃
はや

子
し

を復活さ
せるなど，さまざまな取り組みを続けてきました。その
結果，資金を集めて鉾などを復興し

❹
，2014年から150年

ぶりに山鉾巡行に復帰することができました。
　大船鉾の復帰に合わせて，山鉾巡行も大きく変わりま
した。もともと山鉾巡行は，前

さき

祭
まつり

と後
あと

祭
まつり

の２回に分けて
行われていましたが，1965年に観光振

しん

興
こう

などのために１
回に集約されました。2014年からは，本来の姿である前
祭と後祭の２回の巡行が復活しました。
　宵山や山鉾巡行を見ていると，祇園祭は，伝統を変わ
らずに維持しているように思えるかもしれません。しか
しそれだけではなく，時代の変化に対応して新しいくふ
うを生み出しながら，1100年以上にわたる祭りの歴史を，
現在から未来に受けついでいこうとしています。

　祇園祭は，もともとは疫
えき

病
びょう

をしずめるために始められ
た神社の祭礼です。室

むろ

町
まち

時代になると，町
まち

衆
しゅう

が
ちょうしゅう

祭りを支
えるようになり，現在も市民にとって大切な文化として
続いています。７月になると，宵

よい

山
やま

や山
やま

鉾
ほこ

巡
じゅん

行
こう

のほか，
さまざまな行事が１か月にわたり続きます

❶❷
。2009年には，

ユネスコ無
む

形
けい

文
ぶん

化
か

遺
い

産
さん

に
⇨P.277

登録されました。
　現在，祇園祭は，大きな変化のなかにあります。町内
に増えたマンションと祭りの共存をはかるために，マン
ションの設計をくふうして，装

そう

飾
しょく

品
ひん

の展
てん

示
じ

などを行う
「会

かい

所
しょ

」をマンションの中につくったり，マンションか
ら通路がかけられるようにした山鉾があります

❸
。また，

交流を進めた結果，マンションの住民が祭りの行事に積
極的に参加するようになった山鉾もあります。
　祇園祭には，山鉾巡行に参加しない「休み鉾」「休み山」
があります。大

おお

船
ふね

鉾
ほこ

は，江
え

戸
ど

時代末に鉾の大部分を焼失

時代の変化に対応する伝統文化
－京

きょう

都
と

府京都市の祇
ぎ

園
お ん

祭
まつり

を例に－

歴史的背景から

　　　海岸……若狭湾，英虞湾など

都がおかれていたこともあり，
　　　都市がたくさんある
→貴重な　　　財が集中

京都市，大阪市，神戸市を中心に
　　　圏が広がる

日本最大の湖……　　　

大阪湾に流れ出す　　　川

軽工業から始まった　　　地帯

歴史に根ざした　　　工業

都市と結びつく　　　農業

けわしい　　　山地
→　　　が盛ん

気候のようす
北部……冬に雨や　　　の日が多い
中部……　　　が少ない
南部……日本のなかでも　が多い地域

おお

けん

わん

さか

ち いき

さかきょう と

わか さ あ ごわん

こう べ

1

2

3

4

5

7

6

9

8

12

10

13
13

11

30km0

近
き ん

畿
き

地方をふりかえる
学習の
まとめ

学習内容を活用して，表現しよう

知識を整理しよう
空らんにあてはまる言葉を答えて，地方のあらましをまとめましょう。
チェックボックスも参考にしましょう。

1を参考に，近畿地方の特色を，
自分の言葉で文章にまとめま
しょう。
チェックボックスに示した言葉
を，なるべくたくさん使ってみ
ましょう。

2

1 歴史的背
はい
景
けい
の視

し
点
てん
から，近畿地

方についてまとめました。空ら
んにあてはまる言葉を答えま
しょう。
チェックボックスも参考にしま
しょう。

Step2

Step1

各ページの に取り上げた用語
のうち，自分の言葉で意味を説
明できたものにチェックを入れ
よう！

 畿内　
 琵琶湖　
 淀川　
 歴史的都市　
 関西大都市圏　　
 阪神工業地帯
 平安京　
 平城京　
 伝統文化
 再開発　
 ニュータウン　
 都心
 郊外　
 衛星都市　
 都市文化
 近郊農業　
 伝統工業　
 軽工業　
 重化学工業

チェックボックス

・　　　…　　　の台所，商業都市
・　　　…貿易都市，　　　大震

しん

災
さい

・　　　と　　　を結ぶ鉄道網
もう

　　　　→●Ⓙから●Ⓘに通
つう

勤
きん

Ⓔ Ⓕ

Ⓖ Ⓗ

Ⓘ Ⓙ

⃝関
かん

西
さい

大都市圏
けん⃝

・西
にし

陣
じん

織
おり

などの伝統的　　　
・軽工業から　　　に転

てん

換
かん

し発
はっ

展
てん

・研究機関の誘
ゆう

致
ち

など
　→工業地帯の再生をめざす

Ⓜ

Ⓝ

⃝阪
はん

神
しん

工業地帯⃝

・都市で販売する農産物をつくる
　　　　農業→京野菜
・●Ⓖ…外国の影

えい

響
きょう

で肉食の文化
・林業…　　　や尾

お

鷲
わせ

Ⓚ

Ⓛ

⃝農業・林業⃝

・　　　・　　　があった
・　　　が立ちならぶ街なみ
　→街なみ保存
・日本の　　　の中心地

Ⓐ Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

⃝歴史的都市⃝ ……京
きょう

都
と

・奈
な

良
ら

伝統文化をみる

地
理
的
分
野
コ
コ
が
Ｐ
Ｏ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
！

地
域
的
特
色
を
確
実
に
理
解
で
き
ま
す

↑地理P.204～205

↑地理P.198～199

地理的分野
ココがPOINT!
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1編4章

1編2章
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世界の姿

世界各地の
人々の生活
と環境

アジア州

ヨーロッ
パ州

アフリカ
州

北アメリ
カ州

南アメリ
カ州

オセアニ
ア州

世界のさま
ざまな地域
の調査

2編3章

九州地方

2編4章

2編1章

2編2章

日本の姿

自然環境や
災害・防災

人口

資源･エネル
ギーと産業

結びつき

中国・
四国地方

近畿地方

中部地方

関東地方

東北地方

北海道
地方

身近な地
域の調査

136° 137°135°

34°

熊野川

紀ノ川

吉野川

（新宮川）

淀
川

川
良

川古
加

由

琵
琶

湖

灘

野

熊

播 磨 灘

鳴
門

海

紀

伊

水

道

峡

海石明 峡

大 阪 湾

英虞湾

日 本 海

瀬 戸 内 海

太 平 洋

大和川

若 狭 湾

伊
勢
湾

淡 路 島

潮岬

丹後半島

紀 伊 半 島

志摩半島

伊

勢

平

野

大
阪
平
野

播 磨 平 野

福知山盆地

近
江
盆

地

上野盆地

比
良
山
地

京都盆地

奈
良
盆
地

鹿
山
脈

鈴

丹波高地

紀 伊 山 地

和泉山脈

六甲
山地

氷ノ山
伊吹山

御在所山

高野山高野山

六甲山

大台ヶ原山

大津

奈良
津

和歌山

京都

大阪神戸

たん

たん ば こう ち

い

ご

うえ

や

こうさんろっ

ずい み さんみゃく

おお
きょうと

つ

こう べ

さん

さんおおだいがはら

しおのみさき

こう

の

ざい やましょ

ぶきやま

お
う

す
ず

か

い

せ

ひ

ら

つ

し ま

いき

さ
ん

み
ゃ
く

み

な

お
お

さ
か ら

ふく

はり ま へい や

しまじあわ

ち やまぼん ち

ひょう せんの

ご はんとう

わか

び

わ

こ

はり

な
る

か
い
き
ょ
う

と

き

い

す
い

ど
う

ま なだ

あかし

かい

ようへいたい

ないとせ

き

やまと

あ ご わん

くまの

しんぐう

の

よ
ど

い

せ

さ わん

よし の

ら

こ
か

ゆ

大

阪

府

兵 庫 県
ひょう ご 京 都 府

きょう と

三 重 県
えみ

滋 賀 県
がし

奈 良 県
らな

和 歌 山 県
か やまわ

30km0
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後送

❹近畿地方各地の雨温図
（2013年刊　理科年表ほか）

●❶・●❹から近畿地方の地形と気候の特色
を読み取り，関連づけてまとめよう。

確認 活用学習の　 　　 と

１編３章の「○○州の国々と地形」の地
図に名前が書かれている湖のなかから湖を一つ
選び，地形・気候や面積を調べて，琵琶湖と比
べよう。

確認

活用

近畿地方をながめて①
近畿地方の
自然環

か ん

境
きょう

1

近畿地方の地形や気候の特色
をおおまかにとらえよう。

学習
課題

近
きん
畿
き
地方は，日本の７地方のなかでは，

関東地方に次いでせまい地方です。北は

日本海，南は太
たい
平
へい
洋
よう
，西は瀬

せ
戸
と
内
ない
海
かい
に面しています

❶
。

　近畿地方は，長いあいだ日本の中心地として発
はっ
展
てん
してきました。

京
きょう
都
と
と

（京都府）
いう地名は，もともとは都

みやこ
（首都）を意味する言葉でした。「近

畿」も，首都のまわりの地
ち
域
いき
を意味する畿

き
内
ない
という言葉がもとに

なっています。京都・大
おお
阪
さか
は，現在も「府」とよばれています

➡P.123
。

近畿地方は，地形からみると三つの地域

に分けることができます。

　中部には，瀬戸内海と大阪湾
わん
のあいだに淡

あわ
路
じ
島
しま
が

（兵庫県）
あり，播

はり
磨
ま
平野

や大阪平野が広がっています。播磨灘
なだ
や大阪湾の沿

えん
岸
がん
には，埋

うめ
立
たて
地

の直線的な人
じん
工
こう
海
かい
岸
がん
がみられます。内陸部には，京都盆

ぼん
地
ち
，奈

な
良
ら
盆

地，日本最大の湖の琵
び
琶
わ
湖
こ
が
❸
ある近江盆地などがあります。これら

の盆地から流れ出す河川は，合流して淀
よど
川
がわ
や大

や ま と
和川

がわ
になり，大阪湾

に流れこんでいます。伊
い
勢
せ
湾沿岸には伊勢平野が広がっています。

　北部と南部には，山地が広がっています。北部はなだらかな山地

で，若
わか
狭
さ
湾にはリアス海

かい
岸
がん
が

⇨P.274
あります。いっぽう，南部の紀

き
伊
い
半島

には，巨
きょ
大
だい
な断

だん
層
そう
である中

ちゅう
央
おう
構
こう
造
ぞう
線
せん
が

⇨P.274
紀
き
ノ
の
川（吉

よし
野
の
川）に沿

そ
って東西

にのびていて，その南にけわしい紀
き
伊
い
山
さん
地
ち
が広がっています。紀ノ

川や熊
くま
野
の
川（新

しん
宮
ぐう
川）の上流には，深い谷が刻

きざ
まれています。太平洋

沿岸の英
あ
虞
ご
湾などには，リアス海岸がみられます。

近畿地方の気候は，地形と同じように，

三つの地域に分けられます。地域によっ

て降
こう
水
すい
量
りょう
にちがいがあるなど，中国・四国地方とよく似ています

❹
。

　北部は，冬に日本海からふく冷たく湿
しめ
った季節風の影

えい
響
きょう
で，雨や

雪の日が多くなります。中部は，日本海からも太平洋からもはなれ

ているために，降水量が少なくなっています。内陸部の盆地では，

夏の暑さと冬の冷えこみがきびしくなります。南部は，温
おん
暖
だん
で，日

本のなかでも降水量が多い地域です。尾
お
鷲
わせ
の

（三重県）
年降水量は，中部にあ

る大阪の約３倍にもなります。これは，梅
つ
雨
ゆ
から秋にかけて，太平

洋からふく湿った季節風や台風の影響を受けるためです。

地図をながめて

中部の平地と
南部・北部の山地

年平均気温
年降水量

14.5°C
1826.6mm

年平均気温
年降水量

16.9°C
1279.0mm
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年降水量

16.1°C
3848.8mm
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舞　鶴
まい　　づる

大　阪
おお　　さか

尾　鷲
　お　　　わせ

691.9近
き ん

畿
き

地方
－歴史的背

は い

景
け い

の視
し

点
て ん

で－
3

１．琵琶湖の位置や淀川水系
の流れ方と平野・盆地の分
布を比べよう。
２．琵琶湖の大きさを淡路島
や大阪平野と比べよう。

北部・中部・南部
の気候

❶近畿地方の県と地形

❸琵琶湖（滋
し

賀
が

県）

❷えさを探
さが

すコウノトリ
（2010年，兵

ひょう

庫
ご

県豊
とよ

岡
おか

市）

台風による風水害
αプラス

地理
災害・防災

　紀伊半島は，地形がけわしく降水
量も多いため，風

ふう

水
すい

害
がい

が
➡P.142

多い地域で
す。1889年の大水害では，

（奈良県）
十
と

津
つ

川
かわ

村の被
ひ

災
さい

者が北
ほっ

海
かい

道
どう

に移住して，現
在の新

しん

十
と

津
つ

川
かわ

町を開
かい

拓
たく

しました。
　2011年には，台風の接近で，数
日間で1800㎜をこえる猛

もう

烈
れつ

な雨
が降り，大きな被害を出しました。
各地で大規

き

模
ぼ

な山くずれが発生して，
河川がせき止められました。

●❺

❺大規模な山くずれ
（2011年，奈良県十津川村）

畿内　琵琶湖　淀川　

日本最大の湖で
ある琵琶湖の水
は，どこに流れ
ていくのかな。

コウノトリの復活をめざして
　豊岡市（兵庫県）では，日本から絶

ぜつ

滅
めつ

してしまった
野生のコウノトリを復活させるため，外国からもら
い受けて繁

はん

殖
しょく

させ，自然のなかに放鳥する取り組み
を進めています。
　台風災害の復旧工事のときに河川沿いに湿

しっ

地
ち

を
整備したり，周辺の水田で農薬の使用をひかえたり
して，えさ場を確保しています。また，コウノトリ
をテーマにエコツーリズムを行うなど，地域をあげ
て復活に取り組んでいます。
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5

10

15

2編3章

近畿地方

米
肉牛

肉牛

肉牛

肉牛

みかん

茶茶

ぶどう

あゆ

あゆ

梅

梅

たまねぎ
かき

かき
いせえび

レタス

ねぎ

ひのき
杉

杉

米

たい

にわとり

かに

のり

30km0

136°

137°

135°

34°

（国土交通省資料ほか）

森林・その他
市街地

果樹園

畑
田

かじゅえん

(2009年)

C233_02_02
近畿地方の土地利用と農林水産業

流用図66％
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よ
っ
か
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こ
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き
ょ
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こ
う
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か
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こか がわ

さ
き

あ
ま
が
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136°

135°

34°

137°

(2012年)工業製品出荷数

円内は最も
出荷額の多い業種

注）7000億円以上の市町村

4兆円
2兆円
1兆円

一般機械

輸送機械

石油製品

鉄鋼
てっこう

いっぱん
化学

電気機械

飲料

情報通信機械

食料品

ゴム製品

金属製品

（経済産業省資料）

C233_02_03
近畿地方の工業

流用図66％
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（総務省資料ほか）

C233_02_01
近畿地方の人口密度

流用図66％

30km0

197196 第２編第３章　日本の諸地域

人口密度が高い地
域や工業が盛んな
地域は，どのよう
な場所な
のかな。

近畿地方を学習する視点

かつて平
へい
城
じょう
京
きょう
が奈

な
良
ら
に

（奈良県）
，平
へい
安
あん
京
きょう
が京

きょう
都
と
に

つくられたように，近畿地方は古代から

日本の中心地となってきました。平安京以前には，滋
し
賀
が
県や大

おお
阪
さか
府

にも都
みやこ
がおかれたことがあります。近畿地方には，ほかにも歴

れき
史
し
的
てき

都
と
市
し
がたくさんあります。例えば，吉

よし
野
の
，

（奈良県）
高
こう
野
や
山
さん
，

（和歌山県）
今
いま
井
い
町，

（奈良県橿原市）
富
とん
田
だ
林
ばやし
，

（大阪府）

伊
い
勢
せ
神宮の
➡P.27

ある山
やま
田
だ
は

（三重県伊勢市）
，宗

しゅう
教
きょう
を核

かく
として発

はっ
展
てん
した都市です。また，

交易によって発展した大
おお
津
つ
，

（滋賀県）
堺
さかい
，

（大阪府）
城
じょう
下
か
町
まち
から発展した

（三重県伊賀市）
上
うえ
野
の
，
❹
津
つ
，

（三重県）
大

阪
（大阪府）
，姫

ひめ
路
じ
，

（兵庫県）
和
わ
歌
か
山
やま
の

（和歌山県）
ような都市もあります。

　歴史の長い近畿地方には，貴
き
重
ちょう
な文

ぶん
化
か
財
ざい
が集中しています

❺
。世

せ
界
かい

文
ぶん
化
か
遺
い
産
さん
も

⇨P.277
５か所あり

➡P.Ⅷ
，たくさんの観光客がおとずれています

❻
。

近畿地方の中部には，人口密
みつ
度
ど
の高い地

ち

域
いき
が広がっています

❶
。これは，西日本の

政治・経
けい
済
ざい
・文化の中心地となっている関

かん
西
さい
大
だい
都
と
市
し
圏
けん
です。日本で

２番目に人口が集中している地域で，京都市，大阪市，神
こう
戸
べ
市の

（兵庫県）
三

つの中心都市があります。京都市・大阪市は歴史の古い都市で，神

戸市は明
めい
治
じ
時代になってから発展した都市です。これに堺市を加え

た４市が政令指定都市になっています
➡P.152

。これらの都市を中心として，

長い歴史に支えられた
近畿地方

大都市圏
けん

に
集中する人口

近
きん

畿
き

地方をながめて②
近畿地方の歴史，人口，産業2近畿地方の歴史，人口，産業の特

色をおおまかにとらえよう。
学習
課題

近畿地方が日本の政治・経済・文化の中心地だった時代はいつごろだろう。歴史

各地に鉄道網
もう
が広がり，人口密度の高い都市圏がつくられています。

また，三
み
重
え
県北部には，中

ちゅう
部
ぶ
地方の名

な
古
ご
屋
や
市

（愛知県）
との結びつきが強い都

市がならんでいます。いっぽう，近畿地方の北部や南部は山地が多

いために人口密度が低く，過
か
疎
そ
化に

➡P.152
なやむ地域も少なくありません。

近畿地方の北部や南部では，地形や気候

などを生かした，特色のある農業や林業

が行われています
❷
。和歌山県では温

おん
暖
だん
な気候を生かしたみかんや梅

などの果
くだ
物
もの
の栽

さい
培
ばい
が，紀

き
伊
い
山地では林業が盛

さか
んです。

　関西大都市圏の経
けい
済
ざい
は，阪

はん
神
しん
工
こう
業
ぎょう
地
ち
帯
たい
と結びついています

❸
。阪神

工業地帯では，明治時代から繊
せん
維
い
などの軽工業が盛んになりました。

第二次世界大戦後は家電製品をつくる機械工業，鉄
てっ
鋼
こう
，石油化学な

どの重化学工業が発展しましたが，最近はのびなやんでいます。三

重県北部は，中
ちゅう
京
きょう
工業地帯に含

ふく
まれる，工業の盛んな地域です

➡P.210
。

　伝統工業が盛んなことも，近畿地方の工業の特色です。高度な技

術をもつ職人がつくる織物や陶
とう
磁
じ
器
き
などの伝統的工芸品が各地にあ

り，古くから全国の伝統工業に影
えい
響
きょう
をあたえてきました。

特色のある
農林業や工業

近畿地方の人口分布・工業の特色に，地
域の歴史がどのように影響しているか，教科書
の文章を参考にまとめよう。

確認 活用学習の　 　　 と

近畿地方の貴
き
重
ちょう
な街なみや文化財を保存

するための取り組みを調べ，どのような努力が
行われているのかをまとめよう。

確認

活用

❻熊
くま

野
の

古
こ

道
どう

を歩く観
光客（2014年，三重県
紀
き

北
ほく

町）　2004年に世
界文化遺産「紀

き

伊
い

山地
の霊

れい

場
じょう

と参
さん

詣
けい

道
みち

」に登
録され，観光客が増え
ています。

❹上野の街なみ（2012年，三重県伊
い

賀
が

市）

0

2000

4000

6000

1000

3000

5000

7000
件

 ふく

注）国宝を含む重要文化財の数 (2012年)
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❺地方別の重要文化財の数
（文部科学省資料）

❸近畿地方の工業

歴史的分野の教科書を見ると，さまざまな面で近畿地方が舞
ぶ
台
たい
に

なっています。近畿地方に，地域の歴史がどう影響しているか，
「歴史的背

はい
景
けい
」の視

し
点
てん
を通して，近畿地方の特色を学習しましょう。

❷近畿地方の土地
利用と農業・漁業

歴史的都市　関西大都市圏　
阪神工業地帯

❶近畿地方の人口密度

国際色・地域色豊かな都市
αプラス

地理
世界と日本

　大阪市生
いく

野
の

区には，韓
かん

国
こく

・朝
ちょう

鮮
せん

の
料理店や商店がならぶコリアタウン
があります。かつて日本の植民地政

せい

策
さく

のもとで移住してきた人々が集
まって生まれた街です。現在では整
備が進み，観光客も増えています。
　また，近畿地方には沖

おき

縄
なわ

県や奄
あま

美
み

地方出身
（鹿児島県）

の人々が多く住んでいます。
大阪市大

たい

正
しょう

区や尼
あまが

崎
さき

市
（兵庫県）

には多くの沖
縄料理店や沖縄物産店があります。

●❼

❼コリアタウンの祭り
（2010年，大阪市生野区）

世界遺産をみる

例）２編３章３（近畿地方−歴史的背景の視点で−）

↑地理P.196～197

生徒が学習しやすい
よう，すべての州・
地方で単元構成を統
一しています。

地域的特色を
追究する

　続く６ページ※で，州に
おけるテーマや地方におけ
る視点をもとに，生徒が地
域的特色を追究していくよ
うにしました。

2

地域的特色を
確実に捉える

　最後に，州・地方の学
習を掘り下げる特設ペー
ジ，学習のまとめを設定し，
州・地方の地域的特色を生
徒が確実に捉えることがで
きるようにしました。

3

地域的特色を確実に理解できます

州・地方を
概観する

　最初の４ページで，州・
地方の地形，気候，歴史，
人口，産業などの概要を生
徒がおおまかにつかめるよ
うにしました。

1

○アジア州　　　経済成長による社会の変化
○ヨーロッパ州　ＥＵ統合による社会の変化
○アフリカ州　　主な生産品にたよる経済からの変化
○北アメリカ州　世界じゅうに影響をあたえる産業
○南アメリカ州　開発・環境問題と人々の生活
○オセアニア州　他地域との結びつきの変化

○九州地方　　　　環境問題や環境保全
○中国・四国地方　人口や都市・村落
○近畿地方　　　　歴史的背景
○中部地方　　　　産業
○関東地方　　　　他地域との結びつき
○東北地方　　　　生活・文化
○北海道地方　　　自然環境

歴史的背景の視点で
地域的特色を追究する①

特設ページ
学習のまとめ

最終見開き

第３見開き

第５見開き 歴史的背景の視点で地域的特色を追究する③（P.202～203）　※省略

※一部の州では４ページ，８ページ

第４見開き 歴史的背景の視点で地域的特色を追究する②（P.200～201）　※省略

地形，気候，災害・防災など
自然環境の概要をつかむ

第1見開き

歴史，人口，産業など
人文環境の概要をつかむ

第２見開き

↑地理P.194～195




