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日本の社会保障制度は、社会保険、公的扶
ふ

助
じょ

、
社会福

ふく

祉
し

、公衆衛生の四つの柱から成り立っ
ています。そのなかでも社会保障の中心となっているのは、国が運
営し、国民に加入が義務づけられる社

しゃ

会
かい

保
ほ

険
けん

です。社会保険には、
医
い

療
りょう

保険・年金保険・労働災害保険・雇
こ

用
よう

保険および介
かい

護
ご

保険があ
ります。国は、個人と会社などが支

し

払
はら

う保険料をたくわえておき、
国民が病気になったり、高齢になったり、仕事でけがをしたり、失
業したり、介護が必要になったりしたときに、国庫からの支出を加
えて保険金を給付します。
　例えば私たちは、病気になって病院で治療を受けても、保険証を
持っていけば、支払う医療費は一部だけですみます。これは、残り
の医療費が医療保険から支払われているからです。
　社会保険以外の社会保障制度は、保険料ではなく税金が主な財

ざい

源
げん

です。生活保護に代表される公
こう

的
てき

扶
ふ

助
じょ

の制度では、生活に困ってい
る人々に対して、生活費、教育費、医療費などが支給されています。
働くことが困難な児童、高齢者、障がいのある人などの社会的弱者
の生活を支

し

援
えん

し、その福祉を進めるのが社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

です。また、予防
接種や感

かん

染
せん

症
しょう

の予防、廃
はい

棄
き

物
ぶつ

処
しょ

理
り

などによって国民の健康と安全を
保つ公

こう

衆
しゅう

衛
えい

生
せい

も、社会保障制度の柱の一つです。

5

P.252　老人福祉法

4

人はだれでも豊かで不安のない、人間らしい
生活を送りたいと願っています。そのために、

自分の収
しゅう

入
にゅう

や支出に気をくばり、家族の生活設計を立て、貯
ちょ

蓄
ちく

など
によって、病気や事故、働けなくなったときのこと、老後のくらし
などへのそなえをします。しかし現実の社会では、働いても生活を
維
い

持
じ

していくのに必要な収入が得られず、生活に困
こま

って不安な日々
を送っている人も少なくありません。特に、障

しょう

がいのある人、身よ
りのない高

こう

齢
れい

者
しゃ

や幼
よう

児
じ

・児童などの、生活困
こん

難
なん

や生活不安は深
しん

刻
こく

で
す。これらは当事者の力だけでは解決することが難

むずか

しい問題です。
また、だれもが思いがけない事故や病気によって失業し、生活が困
難になってしまう可能性をもっています。
　そこで、人々が支え合いの精神に基づき、政府の責任において、
生活上の不安を取り除

のぞ

こうとするしくみがつくられました。それが
社
しゃ

会
かい

保
ほ

障
しょう

です。日本国憲
けん

法
ぽう

には、「すべて国民は、健康で文化的な最
低限度の生活を営む権利を有する。」（第25条）と書かれています。
社会保障は、この生存権を実現するための制度です。

P.261 21

P.58
2 社会保障制度

4 新型コロナワクチンの接種（2022年、和
わ

歌
か

山
やま

県和歌山市）　感染症への対応は、公衆衛
生に含

ふ く

まれます。

5 市役所の生活保護相談窓口（2020年、佐
さ

賀
が

県佐賀市）

社会保障のしくみを公正に着目して理解す
るとともに、その財

ざい

源
げん

を希少性に着目して
理解しましょう。

見方・考え方見方・考え方

人間らしい生活を保つために、どのようなしくみがあり、何によって支えられているのでしょうか。

社会保
ほ

障
しょう

のしくみ4
学習課題学習課題

希少性公正
生
せ い

存
ぞ ん

権
け ん

と社会保
ほ

障
しょう

社会保障制度

社会保障のしくみを
通して、社会全体で
おたがいの生活を支
え合っているんだね。

1 社会保障のしくみ　 スライドショー

政　府
すべての人が

税や社会保険料を
納
おさ

める

一部の人に
お金や
サービスを提

てい

供
きょう

給
付
　

定年退
たい

職
しょく

して
給料がもらえなくなった。

病気になって
病院に行った。

交通事故にあって
働けなくなった。

税
・
保
険
料

生活に困った。

介護が必要に
なった。

  生存権

社会保険
医
い

療
りょう

保険
年金保険
雇
こ

用
よう

保険
介
かい

護
ご

保険

公的扶
ふ

助
じょ

生活保護
生活・住

じゅう

宅
たく

教育・医療
などの扶助

社会福
ふく

祉
し

児童福祉
母子、父子、寡

か

婦
ふ

福祉
高齢者福祉
障がい者福祉

公衆衛生
感
かん

染
せん

症
しょう

対
たい

策
さく

廃
はい

棄
き

物
ぶつ

処
しょ

理
り

上下水道整備
公害対策など

社会保
ほ

障
しょう

制度

すべて国民は、健康で
文化的な最低限度の
生活を営む権

けん

利
り

を有
する。（憲

けん

法
ぽう

第25条）

社会保障とはどのようなしくみ
か、本文からぬき出しましょう。

社会保障制度の四つの柱で重要
だと思うものを一つ選び、理由
を説明しましょう。

確認確認

表現表現

二次元
コード

日本の社会保障制度の落とし穴
あ な

とヤングケアラー

　日本にはさまざまな社会保障制度があり、生活が困難
になった人にお金やサービスを提

て い

供
きょう

しています。しかし、
社会保障制度の多くは利用するために自ら市区町村など
の行政機関に申

し ん

請
せ い

することが必要です。また、制度を利
用できる立場にあっても、住んでいる市区町村から「あ
なたはこのサービスを利用できます」といった通知がな
されることは基本的にはありません。そのため、自分が
利用できたはずの支援を受けることができずに社会への
復帰がより困難になってしまうことも考えられます。ほ
かにも、書類の用意などの手続きが何らかの理由で困難
な人にも支援の手が届

と ど

かないことがあります。助けが必
要になったときには地方公共団体のウェブサイトを調べ
る、相談窓

ま ど

口
ぐ ち

を訪
た ず

ねるなど自ら情報を入手しようとする
ことがとても大切です。
　近年、祖父母や幼

おさな

い弟や妹などの家族の介護や家事を

引き受けざるを得ない
子ども（ヤングケア
ラー）に対して必要な
支援が届きにくいこと
が行政の課題とされて
います。家庭内のこと
であるため外部からの
把
は

握
あ く

が難しいことや、
誰にも相談することが
できずに孤

こ

立
り つ

してしま
う場合があることが主
な理由です。
　国や多くの地方公共
団体は電話やSNSでの相談窓口を設置しており、悩

な や

みを
聞いたり福祉サービスの案内などを行ったりしています。

公民公民
++αα

3 ヤングケアラーについての広報資
料（愛

え

媛
ひ め

県）

家事や家族のケアを
ひとりで

がんばっていませんか?!

親の代わりに、
きょうだいの世話
や家事をするため
に、勉強や遊び
などの時間が
もてない。

家族が働けない（働かない）
ために、家計を助けるために
アルバイト等をしている。

病気や障がいの
ある家族の世話
や見守りをするために、外出
できない、学校にいけない。

日本語が第一言語ではない家族や障がいのある
家族のコミュニケーションの手助けをするために、
通訳や世話などで離れることができない。

参考：©一般社団法人日本ケアラー連盟 /illustration：IzumiShiga 「ヤングケアラーはこんなこどもたちです」をもとに作成者が加筆修正

愛媛県  子育て支援課
〒790-8570 松山市一番町4-4-2  TEL 089-912-2410

家族も知らなかった新しい支援があるかもしれません。
家族のケアについて相談してください。

ヤングケアラー相談窓口（裏面記載）

私たちの生活を豊かにするために、国や地方公共団体はどのような役割を果たすべきでしょうか。第2章の問い?

リンク

国や地方公共団体が果たすべき役割

●  財政
●  社会資本
●  公共サービス
●  財政政

せ い

策
さ く

●  歳
さ い

入
にゅう

●  歳
さ い

出
しゅつ

●  公害
●  環

か ん

境
きょう

基本法
●  直接税
●  間接税
●  国税

●  地方税
●  消費税
●  軽減税率制度
●  累

る い

進
し ん

課
か

税
ぜ い

●  国
こ く

債
さ い

●  社
し ゃ

会
か い

保
ほ

障
しょう

●  社会保険
●公的扶

ふ

助
じ ょ

● 社会福
ふ く

祉
し

●  公
こ う

衆
しゅう

衛生
●  年金

　2020年4月に感
か ん

染
せ ん

症
しょう

拡
か く

大
だ い

防止のため緊
き ん

急
きゅう

事態宣
せ ん

言
げ ん

が発出
され、経

け い

済
ざ い

活動が制限されました。厚生労働省の調査による
と、4月の調査では、前の月と比べて就

しゅう

業
ぎょう

者数が108万人減
少、休業者は420万人増加しました。
　働く意思と能力があるのに働いていない状態を、失業とい
います。失業は人々の生活に大きな打

だ

撃
げ き

をもたらすため、政
府は、失業した人たちの生活を保

ほ

障
しょう

したり、職場を紹
しょう

介
か い

した

❶  失業した人は雇
こ

用
よう

保険によってお金を受け取ることができます。
雇用保険は社会保障の四つの柱のうち、どれに含

ふく

まれるでしょ
うか。

❷  失業者が増えているとき、景気はどのように変化していくと考え
られますか。

❸  失業した人を社会全体で支えるべき理由を、効率と公正の見方・
考え方を使って説明してみましょう。

この章で学習した内容は、持続可能な社会とどのような関係があるだろうか。
P.174社会資本、P.175公害、P.177国債、P.178社会保障、P.180年金

私たちの生活と経済 国民の生活と政府のはたらき国民の生活と政府のはたらき

私たちの生活を豊かにするために、国や地方公共団体はどのような役
や く

割
わ り

を果たすべきでしょうか。
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次の語句について、左の図のどの内容とかかわりが深いかを示し、意味を説明しましょう。

語句の意味を確認しよう　語句の意味を確認しよう　 知識

章の問いに答えよう章の問いに答えよう 思考・判断・表現

　ポートフォリオに、学習を始める前と比べて、考えが変わったことや新たにわかったこと、考えが深まったことを書きましょう。
そして、これからの学習や社会生活に生かしていきたいことや、続けて考えていきたいことを書きましょう。

章の学習をふり返ろう章の学習をふり返ろう 主体的に学習に取り組む態度

マトリックス（表）を使って考えてみよう

り、新たな産業を育
成したりするなど、
働く権

け ん

利
り

を守るため
の努力をするように
求められています。
このような、もしも
の時のための社会の
しくみをセーフティ
ネット（安全網

も う

）とよ
んでいます。 ▶▶

章のまとめをしよう

自分の考えがまとまったら、グループになって意見交
こう

換
か ん

をしてみましょう。その後、みんなの意見を参
考に、新たに気づいたことや足りなかった部分をふまえて、考えをまとめましょう。

これまで学習してきたことをもとに、章の問いをまとめましょう。STEP11

まとめとふり返りまとめとふり返り

第３編第２章の問い第３編第２章の問い?

学び合い

財政の３つの役割（P.172）に基づ
いて学習内容を整理してみよう。

二次元
コード

1 緊急事態宣言中の、人通りの少ないスク
ランブル交差点（2020年、東

とう

京
きょう

都渋
しぶ

谷
や

区）

2 ハローワーク（職業安定所）に並ぶ人 （々2020年、東京都品
しな

川
がわ

区）

●ニュースを見方・考え方から見てみよう

そ

ぜい

　

一

般

歳

出

所得税
18.9%

法人税
12.4

消費税
20.0その他

9.2

公債金
34.3

その他 
5.2

所得税
  30.8%

法人税
24.6

公債金
15.6

社会保障
関係費
33.7%

公共事業
　 関係費
 　   5.6
文教・科学
振興費 5.0新型コロナ

対策予備費 4.6

防衛 
関係費
5.0

防衛
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2022年度

歳入 歳出 財政の役割 教科書
P.172-173

教科書
P.174-175

…

資源の配分の調整 社会資本の建設
公共サービスの提供

公害の対策
環境保全

所得の再分配 社会保障サービス

経済の安定化 財政政策

STEP22

（使い方は巻
かん

末
ま つ

2ページ）

第4編第2章に
向けて

　国や地方公共団体は、

。

186 187

12 13
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私
た
ち
と
現
代
社
会

私
た
ち
と
現
代
社
会

5

10

15

5

10

15

日本にある
お店と何が
ちがってい
るのかな。

私たちの身のまわりには、外国産の商品が多
くあり、多くの日本人が外国でつくられた音

楽や映
えい

画
が

やファッションを楽しんでいます。また、日本から外国に
多くの観光客が出かけ、逆に日本に来る外国人がますます増えるこ
とが予想されます。日本にくらし、働く外国人も増えています。　
輸送手

しゅ

段
だん

、移動手段、そして情報通信技術の発達によって、国々の
あいだには、これまで以上に、人、もの、お金、情報などが自由に
行き来するようになりました。こうした世界の一体化の傾

けい

向
こう

は、グ
ローバル化

か

とよばれています。現代では、国と国との関係に加えて、
企
き

業
ぎょう

や人々が国境をこえて直接交わる関係の重要度が増しました。
世界の国々は、輸出と輸入という貿易を通じ
て、たがいに密接につながっています。多く

の企業は外国に工場や事務所をつくって活動を行っています。この
ようなグローバル化した国際社会では、国や企業の競争がはげしく
なっています。一方、各国のあいだでは得意な分野の生産を引き受

91 4 P.55、157

6

7

グローバル化による社会の変化を、地理・
歴史的な視

し

点
てん

に加えて、政治・経
けい

済
ざい

など多
様な視点に着目して理解しましょう。

見方・考え方見方・考え方

グローバル化する社会で生きる私たち3
学習課題学習課題

グローバル化とは

たがいに結びつく
世界

けてその商品を輸出し、他国が得意な分野の生産はまかせて商品を
輸入することで成り立つ国

こく

際
さい

的
てき

な分
ぶん

業
ぎょう

も加速しています。他の企業
より優

ゆう

位
い

に立つために、賃
ちん

金
ぎん

の安い国や地
ち

域
いき

で生産を行う企業もあ
ります。現代は、一国だけで国を成り立たせることができず、たが
いの国どうしが依

い

存
そん

し合って成り立つ世界となっています。
グローバル化が進んでも、世界の人々が必ず
しも同じものを喜び、同じ技術を使い、同じ

ように考えるわけではありません。さまざまな地域は、それぞれに
特
とく

徴
ちょう

ある文化をもっているからです。こうした多様性は、対立の原
因になることもあります。しかし、多様性が失われてしまうと、ち
がう考え方に接することが減り、新しい考え方が生まれるきっかけ
も失われます。私たちには、たがいの個性、地域の文化、宗

しゅう

教
きょう

、国
の特徴を大切にする多

た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

社会が求められています。
　また、地球温

おん

暖
だん

化などの地球規
き

模
ぼ

の環
かん

境
きょう

問題、感
かん

染
せん

症
しょう

の世界的な
流行、地

じ

震
しん

や火山などによる大災害、国による経
けい

済
ざい

格差の問題など、
世界のどこかで問題が起きたとき、他の国にも影

えい

響
きょう

がおよび、一つ
の国での解決が難

むずか

しい場合も起こります。こうした国際的な問題を、
各国が協力して解決するため、国

こく

際
さい

協
きょう

力
りょく

の必要性が増大しています。

8

P.150 83

P.203 10

10

P.209

多文化共生社会と
国際協力

変化

グローバル化による社会の変化
を本文から三つぬき出しましょう。

グローバル化において、国際協力
が必要な理由を説明しましょう。

確認確認

表現表現

①  6 7 のグラフの変化の特徴は何でしょうか。
②  ①で答えた変化が起こる理由を考えましょう。
③  8 のグラフのように、外国から輸入する食品が多い理由は何でしょうか。
④  グローバル化が進むことのよい点と悪い点をまとめましょう。

6 日本の貿易額の推
す い

移
い

（「貿易統計」2022年ほか）
7 日本企業の国別拠

き ょ

点
て ん

数の推移
（「海外在留邦人数調査統計」2022年ほか）

8 天ぷらうどんの原料（えび・小麦）の輸入先
（「農林水産物輸出入統計」ほか）

5 グローバル化にかかわる教科書の主な学
習内容

10 コロナ禍
か

で外国人を支
し

援
え ん

する多言語対応
の相談員（2020年、滋

し

賀
が

県甲
こう

賀
か

市）　生活の
困
こん

窮
きゅう

や労働の悩
な や

みなどに対応しました。

グローバル化が進む日本の社会では、どのような変化と課題があるでしょうか。
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9 訪
ほ う

日
にち

外国人、日本人海外旅行者の推移
（日本政府観光局資料）　新型コロナウイルス
感染症の影響で2019年以

い

降
こう

は急減しました。

1 道
ど う

後
ご

温泉の外国
人観光客対象の避

ひ

難
な ん

訓練（2019年、
愛
え

媛
ひ め

県松
ま つ

山
やま

市）　救
助活動を行いやす
いように、翻

ほん

訳
や く

アプ
リを使って、意思の
疎
そ

通
つ う

を行います。
4 国

こく

籍
せ き

・地域別の在留外国人数の推
す い

移
い

（「在留外国人統計」2022年ほか）

3 イスラム教徒向けのスカーフ
を販

は ん

売
ば い

する衣料品専
せ ん

門
もん

店（2015
年、マレーシア）　この日本の企
業は商品を外国で製造して、世界
各国で販売しています。国の文化
に合わせた商品もつくります。

私たちが生きる現代社会には、どのような特色がみられるでしょうか。第1節の問い? 日本の高度経済成長を支えた加工貿易は、どのような貿易だったでしょうか。地理・歴史

2 海外に住む日本人の数（「海外在留邦人数調査統計」2022年）
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コード

日本の貿易と企業の海外進出アクティビティアクティビティ

新型コロナウイルス感染症については、グローバル化、公共の福祉、景気変動、社
会保障制度など、公民的分野の学習内容に関係する箇所で教材として取り扱ってい
ます。

持続可能持続可能なな世界世界をつくるためにをつくるために
日本文教出版『中学社会』では、現代社会が直面しているさまざまな課題に対して、自分ごととして考

えられるよう「SDGs」と関連した教材を学習内容に取り入れています。このことで現代的な諸課題への
意識を高め、持続可能な社会の実現に向けた、未来を切り拓いていく力を育むことを目指しています。

人　権
子 ど も ・ 障 が い の あ る 人 ・ 高 齢 者ジ ェ ン ダ ー

樹木がしげった
ところ

ニムオロ
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ユーパロ

静かな川
モペッ
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ヤムワッカナイ

美しく
つくられた川

イシカラペッ

夏の村
シャクコタン

小さい坂
モルエラニ

稚内

紋別

根室

夕張

石狩
川積丹

室蘭

じゅもく

わっかない

もんべつ

ねむろ

ゆうばり
しゃこたん

むろらん

い
しか

り

100km0

アイヌ語の意味
アイヌ語

日本の先住民族であるアイヌ民
みん

族
ぞく

は、森林や
原野の動植物やさけ・ますなどの自然のめぐ

みを食料にして生活し、すべてのものに神（カムイ）が宿るとして
敬
うやま

ってきました。こういったアイヌの人々の生活や文化も、自然環
境と人々との共生について考える大切な機会になります。
　北海道は、古くは蝦

え

夷
ぞ

地
ち

とよばれ、アイヌ民族の生活する⼟地で
した。アイヌの人々は、独自の言語を話し、独自の文化を発

はっ

展
てん

させ
ていました。江

え

戸
ど

時代になると、渡
お

島
しま

半島の南部にあった松
まつ

前
まえ

藩
はん

の
管理が強まりました。明

めい

治
じ

時代には、政府が北海道に開
かい

拓
たく

使
し

という
役所をつくりました。日本の北方を警

けい

備
び

するための兵士と農家の役
やく

割
わり

をかねた屯
とん

田
でん

兵
へい

がおかれ、全国から北海道に移住する人々が集め
られました。森林や原野の開拓や、鉄道・道路の建設が進められま
した。その結果、アイヌの人々は⼟地をうばわれて大きな打

だ

撃
げき

を受
けました。
　現在では、多民族国家・日本の先住民族であるアイヌ民族の文化

1

3

アイヌの人々から学ぶ
自然環境との共生

自然環境と人々が共生するための取り組み
に着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方

自然環
か ん

境
きょう

との共生をはかるために5
学習課題学習課題

5地域

北
ほ っ

海
か い

道
ど う

の人々は、自然環境とどのように共生をはかっているのでしょうか。

や言語を尊
そ ん

重
ちょう

し、未来に伝
で ん

承
しょう

していく運動が高まっています。２0２0
年には、アイヌ民族の歴史や文化を復興し、新たな文化を創

そ う

造
ぞ う

する
ための拠

き ょ

点
て ん

として、白
し ら

老
お い

町にウポポイ（民族共生象
しょう

徴
ちょう

空間）がつくら
れ、そのなかに国立アイヌ民族博物館がオープンしました。

北海道東部の知
し れ

床
と こ

半島は、貴
き

重
ちょう

な自然環境が
残されていることから、２005年に世

せ

界
か い

自
し

然
ぜ ん

遺
い

産
さ ん

に登録されました。しかし、登録後に観光客が急増し、半島の奥
お く

まで⼊りこむ人も増えて、環境が悪化しました。そこで、自動車の
乗り⼊れを規制してシャトルバスを走らせたり、観光客が立ち⼊る
ことのできる範

は ん

囲
い

を制限したりして、環境保全に努めています。知
床半島では、自然環境を体験しながら学ぶエコツーリズムが盛

さ か

んで
す。旅行ガイドやインストラクターの案内で森林や湿

し つ

原
げ ん

を歩く観光
ツアーが人気です。ガイドの人々は、自然環境を守りながら、観光
客に知床の魅

み

⼒
りょく

を伝えています。エコツーリズムは、環境保全と、
産業としての観光業を両立させる活動だといえます。
　北海道西部には、およそ30年ごとに噴

ふ ん

火
か

をくり返す有
う

珠
す

山
ざ ん

があり
ます。２000年の噴火では、噴火前に１万人以上がハザードマップに
従
したが

って避
ひ

難
な ん

し、幸いにも死者は出ませんでした。有珠山の近くには
洞
と う

爺
や

湖
こ

温
お ん

泉
せ ん

があり、人気の観光地になっています。人々は火山の被
ひ

害
が い

に立ち向かいながらも、火山と共生しながら生活しています。

2

P.301

P.300

6

P.298

7

自然環境と
観光の共生

3 アイヌ語に由来する主な地名

7 有珠山と洞爺湖
（2022年 伊

だ

達
て

市・洞爺湖町・壮
そ う

瞥
べ つ

町）

6 ガイドの案内で知床五湖をめぐる観光客
（2015年 斜

し ゃ

里
り

町）

自然環境と人々の共生について、
身近な地域では何ができるか話
し合いましょう。

環境保全と観光を両立させるた
めの取り組みを本文からぬき出
しましょう。

確認確認

表現表現

二次元
コード

2 ウポポイ（民族共生象
しょう

徴
ちょう

空間）
の中にある国立アイヌ民族博物館
を見学する人 （々2020年 白

し ら

老
お い

町）

1 人や物資を運ぶのに使う舟
ふ ね

の安全を祈
き

願
が ん

するアイヌ民族の伝統的な儀
ぎ

式
し き

（2022年 千
ち

歳
と せ

市）　アイヌの
人々は、舟を作るための木を切るときには土地の神へ、舟を初めて使うときには舟の神へ祈

い の

りをささげます。

伝統的な文化が
大切にされてい
るんだね。

洞
とう

爺
や

湖
こ

温
おん

泉
せん

洞爺湖

有
う

珠
す

山
ざん

とる漁業から育てる漁業へ

　北海道の水あげ量は、全国第１位になっています。
明治時代からにしん漁が盛んで、小

お

樽
た る

はその水あげ
港として発展しました。にしんのとりすぎで漁

ぎ ょ

獲
か く

量
りょう

が減ると、ロシアやアメリカの沿
え ん

岸
が ん

でさけ・ますを
漁獲する北洋漁業が盛んになりました。釧

く し

路
ろ

、根
ね

室
む ろ

、
函
は こ

館
だ て

などは、北洋漁業の基地としてにぎわいました。
　しかし、世界各国が排

は い

他
た

的
て き

経
け い

済
ざ い

水
す い

域
い き

を設定して水
産資

し

源
げ ん

を保護すると、北洋漁業は大きく制限されて

4

P.18

漁獲量を減らしました。そこで、1970年代以
い

降
こ う

、ほたて貝、かき、こんぶなど
の養

よ う

殖
しょく

業
ぎょう

や、さけ・ますを人工的にふ化させて川に放流する栽
さ い

培
ば い

漁
ぎ ょ

業
ぎょう

への転
て ん

換
か ん

が
進められました。このように、自然環境との共生をはかるために、北海道では水
産資源の保護と漁業を両立させる取り組みが続いてきました。

P.299 P.299

5

地理地理
++αα

5 ほたての稚
ち

貝
が い

の出荷作業（2021年 小
お

平
び ら

町）　各地で養殖するためのほたての
稚貝を育てています。

4 県別の漁獲量（「海面漁業
生産統計調査」2020年）

みや ぎ

宮城県

合計
423.4万t

ほっかいどう

北海道
23.5%

7.2

5.9
5.9

4.54.23.5

その他
45.3

（2020年）

ながさき

長崎県
しずおか

静岡県あおもり

青森県

え  ひめ

愛媛県

いばら き

�城県

リンク

リンク

リンク

リンク

和人（アイヌ民族ではない日本人）とアイヌ民族のあいだには、どのような歴史的関係があったのでしょうか。歴史278 279

33
‐‐
33

北
海
道
地
方

北
海
道
地
方

5

10

15

5

10

15

20

歴史的な背景を解説するとともに、歴史や文化の復興の動きにつ
いて記載しています。舟の安全を祈願するアイヌ民族の伝統的な
儀式を紹介しています。

地 理 P.278
ア イ ヌ の 人 々

人権を尊重する社会の在り方について考えられるようにしています。

新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス
公 民 P.13、P.71、P.179、P.186

類の生
せい

存
ぞん

にかかわる問題を引き起こす可能性があります。
　芸

げい

術
じゅつ

は、絵画、音楽、文学、映
えい

画
が

、演
えん

劇
げき

など、日常をこえたイメー
ジをもたらす体験を通じて、私たちの感受性を高め、生活や人生を
豊かなものにします。
　宗

しゅう

教
きょう

は、人間の生活のなやみや将
しょう

来
らい

に不安をもつ人々に対して、
安心と精神的豊かさをあたえてきました。国や民族によって信

しん

仰
こう

の
あり方にはちがいがあり、多様な文化を生む源

げん

泉
せん

となっています。
文化は私たちの社会になくてはならないもの
です。世界を見わたせば、国・地

ち

域
いき

や民族に
より、多様で豊かな文化が存

そん

在
ざい

します。一方で、宗教などの文化が
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

こと

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。
　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、文化の
多
た

様
よう

性
せい

を尊
そん

重
ちょう

する気持ちをおたがいにもつことが必要です。このこ
とは、多文化共生社会をつくるための基

き

盤
ばん

となります。

2

P.202 3

7

65

8

私たちは日本語を話し、箸
はし

を使って食事をし、
あいさつでお辞

じ

儀
ぎ

をし、電車や自動車で移動
し、インターネットで世の中のことを知り、家族やまわりの人を気
づかってくらしています。文

ぶん

化
か

とは、衣食住をはじめ科学・技術・
学問・芸術・道徳・宗

しゅう

教
きょう

・政治・スポーツなど、人間がつくりあげ
た生活のしかたや社会のしくみ、ものごとに対する感じ方や思いの
伝え方のすべてをさしています。現代でも、人間の集まりを社会と
して成り立たせているのは、こうした文化なのです。

人間は歴史を通じて、科
か

学
がく

を発達させ、難
むずか

し
い問題をいつも技術の革

かく

新
しん

によって乗りこ
え、くらしを豊かにしてきました。
　20世紀になると、電力、自動車、航空機、石油化学、電気製品、宇

う

宙
ちゅう

利用など科学技術はいちじるしく進歩しました。21世紀には情報
化がいちだんと進み、バイオテクノロジーは医

い

療
りょう

、農業、エネルギー
開発に応用されています。一方で、科学技術は、核

かく

兵器を生み出し
たり、環

かん

境
きょう

問題を引き起こしたりするなど、使い方をあやまると人

41

4 中
ちゅう

世
せ い

のまちなみを体験できるVR
（バーチャルリアリティ：仮想現実）
（2021年、大

おお

阪
さか

府堺
さかい

市、さかい利
り

晶
しょう

の杜
もり

）
ゴーグルを通して中世のまち並みのイ
メージを体験できます。科学技術に
よって、過去の文化が体験できるなど
新しい可能性が生まれています。

8 ブラジルの食品を扱うスーパーマーケット
（2018年、群

ぐ ん

馬
ま

県大
お お

泉
いずみ

町）　工場労働者が多
く居住し、町は多文化共生をめざしています。

7 春
しゅん

節
せ つ

（2018年、神
か

奈
な

川
がわ

県横
よ こ

浜
はま

市）　中国で
は、旧

きゅう

暦
れ き

の正月である春節を盛
せ い

大
だ い

に祝います。

3 初
は つ

詣
もうで

（太
だ

宰
ざ い

府
ふ

天満宮）（2022年、福
ふ く

岡
おか

県太宰府市）
神社は神道の施

し

設
せ つ

です。心の安らぎや家族の幸福を
願うことは人類共通です。

1 スーパーコンピューター「富
ふ

岳
が く

」（2021年、兵
ひょう

庫
ご

県
神
こう

戸
べ

市）　2021年から本格運用され、世界最高性能と
使い易さを両立し、感

か ん

染
せ ん

症
しょう

対
たい

策
さ く

や気象予測の研究など
にも使われています。

2 平和な社会を願うモ
ニュメント（2023年、兵
庫県宝

たから

塚
づ か

市）　市民など
から寄付をつのり、「火
の鳥」の像を建設しまし
た。

私
た
ち
の
生
活
に
影え

い

響き
ょ
う

を
あ
た
え
て
い
る
伝
統
や
文
化
を
、

ど
の
よ
う
に
生
か
し
て
い
け
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

文化とは何だろう

私たちの生活と
科学・芸術・宗教

文化の多様性への
共感と理解

第
２
節
の
問
い

?

第
　
　
　節

現
代
社
会
の
文
化
と
私
た
ち

現
代
社
会
の
文
化
と
私
た
ち

22

社会生活のさ
まざまな場面
で文化の影

え い

響
きょう

がみられるね。

文化とは何か、本文からぬき出
しましょう。確認確認

現代における科学技術と宗教の
課題をまとめましょう。表現表現

文化には歴史があり、地
ち

域
いき

によって
異
こと

なることを、位置や推
すい

移
い

に着目し
て理解しましょう。

見方・考え方見方・考え方 位置 推移

技術の革新によって社会が変化したり、人間の生活が豊かになったりした例をあげてみましょう。歴史

文化は、私たちの考え方や社会生活にどのような影
えい

響
きょう

をあたえているでしょうか。

現代社会における文化1
学習課題学習課題

二次元
コード

文化と宗教の多様性

　日本ではあたりまえのことでも、他の国の文化や宗教からみ
ればそうではないことがあります。外国人と交流したり、海外
旅行に行ったりするときには、その国の文化や宗教についてあ
らかじめ調べておくことで、トラブルを避

さ

けることができます。

公民公民
++αα

5 イスラム教の戒
かい

律
りつ

に基づく「ハラル」に
配
はい

慮
りょ

した食品（2021年、東
とう

京
きょう

都品
しな

川
がわ

区）食材
や調理に関するきまりを守って調理されます。

6 海外旅行で気をつけること
公共交通機関でのガムを含

ふく

む
飲食は禁止。

シンガポール

食事、ものをわたす、握
あく

手
しゅ

など
のとき、左手を使わない。

インド

食器を手に持って食べるのは、
マナーが悪い。

韓
かん

国
こく

子どもの頭は聖
せい

なる場所なの
で、なでてはいけない。

タイ

レストランのウェイターには料
金とは別にチップを払

はら

う。

アメリカ

二次元
コード

見えている映像

関連資料

18 19

11
私
た
ち
と
現
代
社
会

私
た
ち
と
現
代
社
会

5

10

15

5

10

15

公 民 P.19

ビルや商業施
し

設
せつ

を建設したり、湾岸部の埋
うめ

立
たて

地
ち

で国際博
はく

覧
らん

会
かい

（大
阪・関

かん

西
さい

万博）を開
かい

催
さい

したりすることで、活性化をはかっています。
神戸市は、江戸時代の末に国際貿易港として
開港した都市です。明治時代以降、日本有数

の貿易都市として成長し、多くの外国人が住むようになりました。
そのため、外国の影

えい

響
きょう

を受けた都市文化がみられ、ヨーロッパ風の
住
じゅう

宅
たく

が集まっているところや中
ちゅう

華
か

街
がい

があります。肉食の文化が受け
入れられたのも早く、但

た じ

馬
ま

牛（神戸牛）の飼育が盛
さ か

んになりました。
但馬牛は、松

まつ

阪
さか

牛・近
おう

江
み

牛などの高級肉牛のもとになっています。
　大阪湾と六

ろっ

甲
こう

山地にはさまれた神戸市では、都市が発展するにつ
れて、土地が不足するようになりました。そこで、丘

きゅう

陵
りょう

部にニュー
タウンを建設し、そこから出た土

ど

砂
しゃ

で、ポートアイランドや六
ろっ

甲
こう

ア
イランドなどの埋立地をつくり、都市を広げていきました。
　1995年に発生した阪

はん

神
しん

・淡
あわ

路
じ

大
だい

震
しん

災
さい

では、神戸市、阪
はん

神
しん

間
かん

、淡
あわ

路
じ

島
しま

などが大きな被
ひ

害
がい

を受けました。市街地の復興は進みましたが、
アジアの港湾との競争がはげしく、神戸港の国際貿易港としての役
割はのびなやんでいます。そのため、神戸港と大阪港を「阪神港」
として一体化し、競争力を高める取り組みが進められています。

8

2

（兵庫県）

5

P.203 6

4

P.150

6

大阪湾に面した大阪とその周辺は、古くから
日本の中心であった近

きん

畿
き

地方の「窓口」の役
やく

割
わ り

を果たしてきました。かつて大阪は難
な に わ

波とよばれ、都
みやこ

がおかれ
たこともあります。大阪湾が水陸を結びつける交通のかなめとなり、
西日本の各地や東アジアへの港として栄えました。戦国時代から安

あ

土
づち

桃
もも

山
やま

時代にかけて、大阪の南にある堺
さかい

が港町として発
はっ

展
てん

し、アジ
ア各地やヨーロッパとの貿易でにぎわいました。また、難

な に わ

波には大
きな城下町が築

きず

かれ、大阪という新しい都市名がつけられました。
江
え

戸
ど

時代の大阪には、日本各地から物資を運
ぶ船がゆきかい、日本の商業の中心となりま

した。そのころの繁
はん

栄
えい

のようすは「天下の台所」とよばれています。
明
め い

治
じ

時代以
い

降
こ う

も、大阪は商業・工業都市として発展を続けました。
　現在の大阪市は、経

けい

済
ざい

の面で日本で２番目の大都市です。しかし、
首都の東

とう

京
きょう

への人口や経
けい

済
ざい

の一極集中が進んだため、経済的な地位
は低下しています。そこで、都心部を再

さい

開
かい

発
はつ

して大規
き

模
ぼ

なオフィス

3

（大阪府） 1

7 P.300

水の都
みやこ

、
大阪の発展

日本の窓口
としての大

お お

阪
さ か

湾
わ ん

世界への窓口と
なった神

こ う

戸
べ

時代とともに移り変わる結びつきの形が地
ち

域
いき

の産業や文化にあたえた影
えい

響
きょう

に着目しま
しょう。

見方・考え方見方・考え方

近
きん

畿
き

地方は、歴史的に世界とどのような結びつきをもってきたのでしょうか。

港町から世界へ3
学習課題学習課題

4地域どうしのつながり

大阪や神戸が歴史的にどのよう
に発展してきたか、本文からぬ
き出しましょう。

確認確認

大阪や神戸がかかえる課題と、
解決のためにどのような取り組
みをしているか説明しましょう。

表現表現

草津
くさ つ

枚方
ひらかた

名張

大津京都
亀岡

宝塚
豊中

吹田 伊賀

宇治高槻
茨木

い　が

う　じたかつき

すい た

とよなか

いばら き

な ばり

おお つかめおか

東大阪
ひがしおおさか

八尾
や　お

寝屋川
ね　や がわ

堺
さかい

岸和田
きし わ　だ

尼崎
あまがさき

西宮
にしのみや

神戸
こう べ

明石

加古川
か　こ がわ

三田
さん だ

生駒
奈良

い こま

橿原
かしはら

和歌山

橋本
はしもと阪南スカイタウン

平城・相楽

須磨

西神

北摂三田

千里

洛西

彩都
向島

泉北

す　ま

せいしん

さい と

らくさい

せんぼく

はんなん

へいじょう そうらく

むかいじま

せん り

ほくせつさん だ

洲本
す もと

大阪国際空港

関西国際空港
かんさい

大阪

琵
琶
湖

淡
路
島

大阪湾

神戸空港

大阪国際空港

関西国際空港

神戸空港
名張

草津大津京都
亀岡

三田

宝塚

明石

洲本

神戸
西宮

豊中
吹田

尼崎 大阪
東大阪

生駒

八尾
堺

奈良

橿原

橋本

和歌山

岸和田

伊賀

宇治

枚方

寝屋川

高槻
茨木

加古川

阪南スカイタウン

平城・相楽

須磨

西神

北摂三田

千里

洛西

彩都
向島

泉北

兵庫県

京都府

滋賀県

三重県

奈良県

大阪府

和歌山県

あかし

わん

び

わ

こ

あ
わ
じ

み　え

な　ら

おおさか

わ　か  やま

し　が

きょう  と

ひょう  ご

い　が

や　お

かしはら

はしもと

かんさい

い こま

す もと

あまがさきにしのみや

きし わ　だ

ね　や がわ

う　じたかつき

さかい

すい た

とよなか

こう べ

さん だ

あかし

か　こ がわ

ひがしおおさか

ひらかた

いばら き

な ばり

くさ つおお つかめおか

す　ま

せいしん

さい と

らくさい

せんぼく

はんなん

へいじょう そうらく

むかいじま

せん り

ほくせつさん だ

たからづかたからづか

市街地 *
主なニュータウン
主な都市

新幹線
（２０２３年,*２０２０年）

JR線
私鉄

0 20km

大
お お

阪
さ か

や神
こ う

戸
べ

はど
のように発

は っ

展
て ん

し
たのかな。

7 東京23区・横
よ こ

浜
は ま

市・名
な

古
ご

屋
や

市・大阪市の
事業所数

8 都心部の再開発（2023年 大阪市北
き た

区）

2 2025年に大阪・関西万博が開
かい

催
さ い

され
る予定の埋

う め

立
た て

地
ち

(2022年 大阪市此
こ の

花
は な

区)

3 近
き ん

畿
き

地方の市街地と鉄道網
も う

1 大阪の都心 （2018年 大阪市北
き た

区・中
ちゅう

央
お う

区・福
ふ く

島
しま

区）

世界とつながる近
きん

畿
き

地方

　関西国際空港は、国際線の航空機
の発着などを行う、西日本から世界
への玄

げ ん

関
か ん

口です。大阪湾の埋立地に
建設され、鉄道や高速道路で大阪市
の都心部と結ばれています。
　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、観光客でにぎわっていま
す。コリアタウンの歴史を学ぼうと、
フィールドワークでおとずれる人や
修学旅行生なども増加しています。

9

10

地理地理
++αα

6 世界の港
こ う

湾
わ ん

別コンテナ取
と り

扱
あつかい

量（国土交通省資料）
5 ドイツ人の貿易商が明

めい

治
じ

時代に建
てた住宅 （2022年 神

こう

戸
べ

市中
ちゅう

央
お う

区）

9 関西国際空港（2018年 大阪
府泉

いずみ

佐
さ

野
の

市・田
た

尻
じ り

町・泉
せ ん

南
なん

市）

10コリアタウン （2022年 大阪市生野区）二次元
コード

4 神戸市の都市開発

住
じゅう

宅
たく

地の増加

都市の拡
かく

大
だい

ベルトコンベアで土
ど

砂
しゃ

を運
うん

搬
ぱん

山 ニュータウン　

市
し

街
がい

地
ち

埋
うめ

立
たて

地
ち 海

当時

大阪は、安土桃山時代から江戸時代にかけて、どのような地域だったでしょうか。歴史

リンク

1980年 2021年
順位 港

こう

湾
わん

名 取扱量
（万個）順位 港湾名 取扱量

（万個）

1
ニューヨーク
（アメリカ） 194.7 1

シャンハイ
（中国） 4703.0

2
ロッテルダム
（オランダ） 190.1 2 シンガポール 3747.0

3 ホンコン 146.5 3
ニンポー
（中国） 3107.0

4 神
こう

戸
べ

（日本） 145.6 4
シェンチェン
（中国） 2876.8

5
カオシュン
（台

たい

湾
わん

）  97.9 5
コワンチョウ
（中国） 2418.0

注）20フィートコンテナで換
かん

算
さん

した個数 73 神戸  282.4

806040（2019年） 200万事業所

東京23区
とうきょう

横浜市
よこはま

大阪市
おおさか
名古屋市
な ご や

（「統計でみる市区町村
のすがた」2022年）

大
お お

阪
さ か

駅

再開発地区

210 211

5

10

15

5

10

15

地 理 P.211
多 文 化 共 生

地域に
学ぶ

た沖縄の人々は、祖国復帰運動をねばり強く進めました。
　1972（昭和47）年、沖縄は日本に返還されました。返還交

こう

渉
しょう

にあ
たった佐

さ

藤
とう

栄
えい

作
さく

内
ない

閣
かく

は、核
かく

兵器を「持たず、作らず、持ちこませず」
という非

ひ

核
かく

三
さん

原
げん

則
そく

を定めており、これを沖縄にも適用するとしまし
た。しかし、沖縄には広大な米軍基地が残されることになり、住民
の不安や不満は消えませんでした。

サンフランシスコ平和条約調印後も、大
だい

韓
かん

民
みん

国
こく

（韓国）や中
ちゅう

華
か

人
じん

民
みん

共
きょう

和
わ

国
こく

（中国）とのあいだ
には正式な国交がなく、国交を結ぶことが課題でした。
　1951年に始まった韓国との交渉は中断を重ねました。しかし、ベ
トナム戦争に介入したアメリカの要

よう

請
せい

もあり、1965年、日
にっ

韓
かん

基
き

本
ほん

条
じょう

約
やく

が締
てい

結
けつ

され、国交が正常化しました。一方で、日本と朝
ちょう

鮮
せん

民
みん

主
しゅ

主
しゅ

義
ぎ

人
じん

民
みん

共
きょう

和
わ

国
こく

（北朝鮮）とのあいだにはいまだに国交がありません。
　1972年、ベトナム戦争を終わらせたいアメリカは、中国との関係
改
かい

善
ぜん

にふみ切りました。同じ年、田
た

中
なか

角
かく

栄
えい

首相も中国を訪
ほう

問
もん

し、日
にっ

中
ちゅう

共
きょう

同
どう

声
せい

明
めい

に調印して、国交が正常化しました。声明では、日本は、
過去に戦争を通じて中国にあたえた重大な損害について深く反省し、
中華人民共和国政府を、中国を代表する唯

ゆい

一
いつ

の政府であると認
みと

めま
した。1978年には、日

にっ

中
ちゅう

平
へい

和
わ

友
ゆう

好
こう

条
じょう

約
やく

が結ばれ、経
けい

済
ざい

や文化の面で、
両国の交流は深まりました。

32

1

4

2 8

65

フランスから独立したベトナムにも、冷戦の
対立関係がもちこまれました。中国とソ連が

支
し

援
えん

するベトナム民主共和国（北ベトナム）と、アメリカが支援する
ベトナム共和国（南ベトナム）に分かれて対立したのです。アメリカ
は南ベトナムの内戦に介

かい

入
にゅう

し、1965年からは北ベトナムへのはげし
い無差別爆

ばく

撃
げき

を行い、大量の地上軍を派
は

遣
けん

しました（ベトナム戦
せん

争
そう

）。
　写真や映

えい

像
ぞう

を通じて、残
ざん

酷
こく

な戦場のようすが伝えられると、アメ
リカや日本をはじめ世界各国で、ベトナム反戦運動が高まりました。
民族統一を求めるベトナムの人々が、ねばり強く抵

てい

抗
こう

したため、戦
争は長期化しました。アメリカは、軍事費の増大になやみ、反戦

せ
世
よ

論
ろん

の
ろん
影
えい

響
きょう

もあって、1973年、ベトナムから撤
てっ

退
たい

しました。1976年、
南北ベトナムは統一し、ベトナム社会主義共和国となりました。

アメリカの統治下にあった沖縄では、米軍施
し

設
せつ

が拡
かく

張
ちょう

し続け、軍用機が小学校に墜
つい

落
らく

する
などの事故や、米軍関係者による交通事故や犯

はん

罪
ざい

も相次いでいまし
た。ベトナム戦争のときには、沖縄の米軍基地から飛び立った爆撃
機が、ベトナムで空爆を行いました。アメリカの統治に不満を高め

1

3

 奄
あ ま

美
み

群島は1953年に、小
お

笠
が さ

原
わ ら

諸
し ょ

島
と う

は
1968年に、アメリカから日本に返還されま
した。
 朝鮮民主主義人民共和国とは、1991（平
成３）年に国交正常化交渉が始まりました。
　2002年に初の日朝首

し ゅ

脳
の う

会談が行われ、国
交正常化交渉の再開を含

ふ く

む日朝平
ピョン

壌
ヤ ン

宣言が発
表されました。この会談のなかで、北朝鮮側
が日本人を拉

ら

致
ち

していたことを認
み と

めました。

1

2

ベトナム戦争

復帰運動の
高まりと沖

お き

縄
な わ

返
へ ん

還
か ん

韓
か ん

国
こ く

・中国との
国交正常化

東西対立のなかでの、アメリカと日本の関
係に着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方

冷戦下のアジアと日本との関係は、どのように変化していったのでしょうか。

冷戦下のアジアと日本2 －関係の改善をめざして－

学習課題学習課題

つながり

二次元
コード

1 ベトナム戦争でアメリカ兵に家を焼きはらわれ
たベトナムの村人（1966年）

3 沖縄の嘉
か

手
で

納
な

飛行場そばを飛ぶ
米軍爆撃機と復帰要求行進をする
人 （々1968年）

2 沖縄の祖国復帰運動（1968年）

アメリカや東アジアとの外交の
動きを、1950年から2010年
までの年表でまとめましょう。

確認確認

日本が西側諸国の一員であるこ
とで、日本の外交にはどのよう
な課題が残されたのか、説明し
ましょう。

表現表現

5 国交正常化を果たした日中両国の
首
し ゅ

脳
の う

（上）と 6 記念に中国からおくら
れたパンダ（下）（1972年）

8 北朝鮮から帰国
した拉致被害者
（2002年）　消息
が明らかでない拉
致被害者が多いほ
か、帰国を待ち望
む家族の高

こう

齢
れ い

化が
進むなど、一

いっ

刻
こく

も
早い解決が求めら
れています。

在日韓国・朝鮮人の歴史とコリアタウン

　1910年の韓国併
へ い

合
ご う

のころから、日本本土にわたる朝鮮人が増えはじめました。
多くは大阪などの大都市で働く出

で

稼
か せ

ぎ者でしたが、しだいに結
け っ

婚
こ ん

して定住する者
も現れました。戦時には不足する労働力を補

おぎな

うため、工場や鉱山に動員されてき
た朝鮮人が多数にのぼり、1945年には200万人以上が日本本土に住んでいまし
た。戦後その多くが帰国するなか、約60万人が日本に残
りました。しかし、日本国

こ く

籍
せ き

を失ったため、制度から排
は い

除
じ ょ

されたり、職業や生活のうえでの差別を受けたりしたため、
都市部で集住して、助け合いながら生活しました。在日韓
国・朝鮮人が集まって住んでいる地域の一つ、大阪市の
「生

い く

野
の

コリアタウン」は、現在、韓国料理店や食品・日用品
店が立ちならび、観光客も集めてにぎわう、多文化共生の
商店街となっています。

大
お お

阪
さ か

市

7 「生野コリアタウン」

ベトナム戦争は日本に
どのような影

え い

響
きょう

をあた
えたのかな。

日本の高度経済成長には、どのような背
はい

景
け い

と社会の変化があったのでしょうか。第2節の問い?

田
た

中
なか

角
かく

栄
え い

首相毛
も う

沢
た く

東
と う

マ オ ツ ォ ト ン

周
しゅう

恩
お ん

来
ら い

チョウエ ン ラ イ

上
う え

野
の

動物園（東
と う

京
きょう

都）

P.286～287歴史を掘り下げる「冷戦終結後の近
き ん

隣
りん

諸
し ょ

国
こく

との関係」も見てみましょう。　

地域に
学ぶ 平和な島を

沖縄県

　現在も沖縄本島の面積の約15％
を米軍基地が占

し

めています。基地
の存

そ ん

在
ざ い

は地
ち

域
い き

開発の障
しょう

害
が い

となり、
米軍機の事故や騒

そ う

音
お ん

が住民をなや
ませています。1995年、アメリ
カ兵による少女暴行事件に抗議す
る集会で、
ある高校生
は「軍隊の
ない、悲

ひ

劇
げ き

のない平和
な島を返し
てください」
と訴

うった

えまし
た。

　な　は

那覇

　な　ご

名護

　ふ てん ま

普天間飛行場

キャンプ・ハンセン

　か　で　な

嘉手納飛行場

キャンプ・シュワブ
辺野古弾薬庫

北部訓練場

へ の こ

基地・訓練場区域

（2020年）

0 30km2010

4 沖縄の軍用地
（沖縄県資料）

リンク
リンク

リンク

動画

－沖縄の基地問題－

274 275

世
紀

B.C.

A.D.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

   

時
代
旧
石
器

縄
文

弥
生

古
墳

飛
鳥
奈
良

平
安

鎌
倉

南
北
朝

室
町

戦
国

江
戸

明
治

昭
和
平
成

令
和

大正

安土
桃山

5

10

15

5

10

15

20

被害者家族の高齢化が進むなど、一刻も
早い解決が求められています。

歴 史 P.275
北 朝 鮮 拉 致 問 題

学校制服の選択制や地方公共団体によるパートナーシップ制度を紹介しています。

共生できる社会を考えようアクティビティアクティビティ

ないかは、その人が決めます。学校の制服の選
せん

択
たく

制など、だれもが自
分らしく生きられるよう理解し配

はい

慮
りょ

することが浸
しん

透
とう

しつつあります。
障
しょう

害
がい

者
しゃ

差
さ

別
べつ

解
かい

消
しょう

法
ほう

は、障がいを理由にした差
別を禁止しています。そこで、日常生活のバ

リア（社会的障
しょう

壁
へき

）を取り除
のぞ

くことを求める障がいのある人がいると
き、国や事業者は、合理的配慮に基づき対応しなければなりません。
例えば、公共施

し

設
せつ

ではスロープをつくって段
だん

差
さ

をなくしたり、点字
や、デジタル機器を使ってコミュニケーション手段を確保したりす
るバリアフリー化が必要です。

日本には約280万人の外国人がくらし、170万
人をこえる人が働き、日本の社会・経

けい

済
ざい

活動
を支えています。その国

こく

籍
せき

や文化、宗
しゅう

教
きょう

などはさまざまですが、同
じ社会で生活をしているのですから、相

そう

互
ご

に認
みと

め合ってくらす社会
をつくる必要があります。そのためには、日本語教育や外国人の子
どもへの教育を充

じゅう

実
じつ

させ、また、労働環境の整備や、健康保険など
の社会保

ほ

障
しょう

のしくみを改
かい

善
ぜん

するなどの環境づくりが不可欠です。
　社会は、障がいのある人や、性や国籍などが異

こと

なるさまざまな人
で構成されています。それぞれが、その人らしいくらしをきずいて
いくことを実現するインクルージョンの社会が求められています。

1

P.245 5

86 7

P.260

P.12、 157

9

日本は、女性の就
しゅう

業
ぎょう

率、管理職や専
せん

門
もん

職につ
く女性の割

わり

合
あい

、大臣や議員など政
せい

策
さく

決定にか
かわる女性の割合が、世界的にみていちじるしく低い水準にありま
す。その大きな要因として、「男性は外で働き、女性は家庭を守る」
という、男女の固定的役割分

ぶん

担
たん

意識があります。
　日本は、1985年に女子差別撤

てっ

廃
ぱい

条約を批
ひ

准
じゅん

するにあたり、男
だん

女
じょ

雇
こ

用
よう

機
き

会
かい

均
きん

等
とう

法
ほう

の制定など、女性差別をなくす取り組みを進めてきま
した。1999年には、男

だん

女
じょ

共
きょう

同
どう

参
さん

画
かく

社
しゃ

会
かい

基
き

本
ほん

法
ほう

を制定しました。男女
がともに、家庭生活も含

ふく

むあらゆる分野で責任を担
にな

い協力する社会
（男女共同参画社会）をつくろうとするものです。男性であれ女性で
あれ、家事や育児・介

かい

護
ご

をしながら働き続けられるよう、保育所な
どを増やし、介護人材を育成するなど、社会環

かん

境
きょう

の整備が必要です。
性のあり方は人によってさまざまです。生物
学上の性別と、自分自身の意識する性別とが

ちがう人もいます。また、好きになる対象が同性に向いている人も
いますし、関心のない人もいます。自分の性について表明するかし

P.258　ジェンダー  

P.247

P.244、260  

P.244、260  

2

1 3

男女共同参画社会
をめざして

性の多様性を
認
み と

め合う社会

障
しょう

がいのある人と
ともにつくる社会

外国人とともに
つくる社会

私たちの社会は、平等に関する課題にどのように取り組んでいるでしょうか。

共生社会をめざして4
学習課題学習課題

1 性別にかかわらず選べるようになった中学生の
制服（2021年、高

こう

知
ち

県高知市）　性の多様性、男女
の衣服の固定観念、機能性といった観点から、女子
生徒が制服にスラックスを選べるようになってきて
います。

2 子どもをもつ夫婦の
1日の家事と育児の時
間（「社会生活基本調
査」2022年）　育児休
業取得率は女性85％、
男性14％、取得日数は
女性10か月以上70％、
男性5日未満28％です
（2021年）。

性別のちがい、障
しょう

がいの有無、国
こく

籍
せき

のちが
いについて、個人の尊

そん

重
ちょう

に着目して考えま
しょう。

見方・考え方見方・考え方 個人の尊重

共生社会をめざして制定した法
律を本文からぬき出しましょう。確認確認

共生社会を実現していくための
課題をまとめましょう。表現表現 性の多様性を示すことばに、SOGIや

LGBTなどがあります。（→P.258）
1

世界の国では、多様な文化や民族がどのように共生してきたかをふり返りましょう。地理人権の尊重とは、どのような考え方なのでしょうか。第2節の問い?

二次元
コード

3 パートナーシップ制度（2022年、
福
ふ く

岡
おか

県）　性の多様性を認
み と

め合い、
性的指向や性自認にかかわらず、安
心して生活できるように、自治体が
独自に戸籍上同性のカップルに対
して「結

け っ

婚
こ ん

に相当する関係」として、
サービスや社会的配

はい

慮
り ょ

を受けやす
くする制度です。

2001

2006

2011

2016

2021

家事・育児
合計時間

家事・育児
合計時間

年

461分

447分

461分

454分

448分

48分

60分

67分

83分

114分

夫妻

育児183
その他

45 家事233
家事7

育児25
その他16

10

12

17

30

17

16

17

19

43 189 33215

44 202 215 39

42 225 187 49

36 234 178 65

このほかにも、変わって
きたことはあるだろうか。

5 障害者差別解消法の具体例

① 6 7 は、どのような人の生活や、
使いやすさへのくふうかを説明
しましょう。
② 家庭、学校などから、だれもが
共生できる社会にするための提
案をグループで考えましょう。

学び合い

不当な差別的取りあつかいの禁止

合理的配慮の提
てい

供
きょう

中中

 

袋（エコバッグ）ありますか？ 

指差しコミュニケーションボード

フォークスプーン 割りばし ストロー お手ふき

袋袋((エエココババッッググ))
あありりまますすかか？？

同同じじ袋袋にに

入入れれててももいいいいでですすかか？？

ホホッットトココーーヒヒーー アアイイススココーーヒヒーー

ミミルルクク

シシロロッッププ
ささととうう

大大ききささはは？？

S M L

ああたたたためめまますすかか？？

大大 小小

レレジジ袋袋いいりりまますすかか？？

6 ユニバーサル
デザインの製品

7 指差しコミュニケーション
ボード（福

ふ く

岡
おか

県糸
い と

島
しま

市）　イラス
トを指で差して意思を伝えます。

車いすを理由に入店を断る 災害時の案内が音声だけ

意思を伝え合うための筆談 電車に乗るときの段差をなくす

9 外国人児童対象の読み書き教室（2020年、
愛
あ い

知
ち

県豊
とよ

橋
は し

市）

8 盲
も う

導
ど う

犬を用いた鉄道会社の講習（2020年、
千
ち

葉
ば

県印
いん

西
ざい

市）　法律によって、公共施
し

設
せ つ

や
お店は盲導犬などの同

どう

伴
は ん

を拒
こ ば

めません。

4 夫婦別
べっ

姓
せ い

　法
ほ う

律
り つ

で夫婦同姓が定められて
いますが、日本では夫の姓を名乗ることがほ
とんどです。しかし、夫婦別姓を希望する人
は、法律婚による税や相続などの面で不利な
扱いを受けます。 資料活用資料活用 夫婦別姓につい
て、あなたはどのように考えるでしょうか。

賛成
●姓に関わる各種の変更手続きが不要
●結婚・離婚等のプライバシーが保たれる
●自分の苗字を失わなくてすむ
●多様な生き方を認められるようにすべき

反対
●戸籍に基づく制度の見直しが必要になる
●通称の使用を拡大すれば対応できる
●日本の伝統文化がなくなる
●家族としての一体感がなくなる

関連資料

動画

画像
リンク
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アボリジニ保留地
ほりゅうち

注）保留地は、内陸部を中心につくられた、
　 アボリジニのための土地です。

2021年度版中学社会地理的分野教科書
C226_02_07

アボリジニ保留地

2019年1月　地図制作：ジェイ・マップ

（「ディルケ世界地図帳」2018年ほか）

義は続きましたが、労働力不足が問題になったため、東ヨーロッパ
や南ヨーロッパの出身者を受け入れるようになりました。
　1970年代に入ると、経

けい

済
ざい

発
はっ

展
てん

のめざましいアジアとの結びつきを
強めるために、白豪主義を廃

はい

止
し

して、多文化主義をめざすようにな
りました。移民の入国についての審

しん

査
さ

も、民族や宗
しゅう

教
きょう

と関係のない
ものにしました。その結果、アジアやアフリカからの移民が増え、
オーストラリアは多

た

文
ぶん

化
か

社
しゃ

会
かい

として発展してきました。
アボリジニは、かつては狩

しゅ

猟
りょう

と採集を中心と
する生活を送っていました。しかし、移住し

てきた人々による迫
はく

害
がい

や抑
よく

圧
あつ

、病気の流行によって、人口は大きく
減少しました。生き残った人々も多くは土地をうばわれ、自立した
生活を続けられなくなりました。このような過去のできごとを反省
し、現在、オーストラリアでは、アボリジニとの共生を進めていま
す。アボリジニの文化を尊重し、アボリジニ保留地にある鉱産資

し

源
げん

の採
さい

掘
くつ

に対してお金を支
し

払
はら

ったり、教育や失業手当などの福
ふく

祉
し

政策
を行ったりして、生活改

かい

善
ぜん

や地位の向上に努めています。
　1970年代から、オーストラリアは多文化主義の考え方に基づき、
文化的なちがいを認

みと

め合う社会をつくることを重要な課題としまし
た。そのため、法

ほう

律
りつ

で人種差別を禁止し、さまざまな言語や文化を
守るための制度を作りました。現在は、多言語放送、移民の子ども
たち向けの母国語教育の支

し

援
えん

が提供され、行政サービスを受けると
きの通

つう

訳
やく

・翻
ほん

訳
やく

も充
じゅう

実
じつ

しています。

5

P.300 3

6 P.118 2 7

P.122

オセアニアの国々は、20世紀初めまでイギリ
スやフランスなどの植

しょく

民
みん

地
ち

だったことから、
ヨーロッパ文化の影

えい

響
きょう

を強く受けています。オーストラリアや
ニュージーランドの国民の多くがイギリス系

けい

で、英語を話し、キリ
スト教を信

しん

仰
こう

しているのは、イギリスの植民地だったためです。一
方、オーストラリアのアボリジニ、ニュージーランドのマオリなど
の先住民も、独自の言語・文化を保っています。さらに、オースト
ラリアやニュージーランドでは、イギリス以外のさまざまな国から
も移

い

民
みん

を受け入れるようになり、多
た

民
みん

族
ぞく

国
こっ

家
か

となっています。

18世紀にオーストラリアがイギリスの植民地
になると、イギリス人の移住が始まりました。

その後、金の鉱山の発見をきっかけにヨーロッパの国々や中国から
の移民が増え、イギリス系の人々による中国系の人々に対する排

はい

斥
せき

運動が起こりました。オーストラリアは、20世紀初めに独立すると、
アジア系の人々への入国制限を強め、イギリス系の移民を優

ゆう

遇
ぐう

する
白
はく

豪
ごう

主
しゅ

義
ぎ

とよばれる政
せい

策
さく

を進めました。第二次世界大戦後も白豪主

P.300

1

P.299 P.300

2

多民族化する
オセアニア

白
は く

豪
ご う

主義から
多文化社会へ

オセアニアが多文化社会へと変わっていっ
た流れに着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方

多様性を尊
そ ん

重
ちょう

する社会づくりを進めるオセアニア2
学習課題学習課題 オセアニアでは、なぜ多様性を尊重する社会づくりが進められてきたのでしょうか。

多様な民族の共生

6 アボリジニの民族旗　オーストラリアが多
文化社会になってアボリジニの自覚も高まり、
民族旗を作って掲

かか

げるなどの動きもあります。
黄色は太陽、黒色はアボリジニ、赤色は大地
をあらわします。

5 オーストラリアの貿易相手国
（UN Comtradeほか）

人々の生活・文化の変化につい
て、他地域の人々との交流に着
目して説明しましょう。

オセアニアで進められてきた多
文化社会の実現に向けた取り組
みを本文からぬき出しましょう。

確認確認

表現表現

二次元
コード

1 ヨーロッパからの移民がつくった市街地（2021年 オーストラリア／メルボルン）
イギリスの植民地だった時代の街なみが残されています。

2 シドニーのチャイナタウン（2022年 オーストラリ
ア）　オーストラリアには多くの華

か

人
じ ん

（P.53）が住んで
いて、各地にチャイナタウンがあります。

4地域どうしのつながり

イギリス
31.3%

その他
36.7

その他
46.0

その他
51.0

その他
46.2

アメリカ
13.4

アメリカ
16.8

日本
10.2

日本
21.8%

アメリカ
15.2

日本
16.3%

中国
31.4%

0％ 20 40 60 80 100

西ドイツ 4.8

西ドイツ 4.3イギリス 7.0

中国 6.7

フランス 3.6

ニュージーランド 4.1

韓国 6.0
かんこく ニュージーランド 4.8

日本 7.6
アメリカ 6.2 韓国 5.3

インド 3.3

（2017年） 1960年
合計45億ドル

1980年
合計445億ドル

2000年
合計1353億ドル

2021年
合計6036億ドル

注)輸出入の合計額

3 オーストラリアに住む移民の出身地
（Australian Bureau of Statistics）　

資料活用資料活用 ヨーロッパからの移民数とアジア
からの移民数を年ごとに比べましょう。

7 アボリジニ保留地

性的少数者に配
は い

慮
り ょ

した社会へ
地理地理
++αα

　オーストラリアやニュージーランド
では、LGBTなどの性的少数者に配慮
した社会づくりが進められています。
ニュージーランドでは、2013年に同

ど う

性
せ い

婚
こ ん

を認める法案が成立しました。
オーストラリアでも、2017年に同性
婚について任意参加の国民投票が行わ
れました。約80%の国民が投票に参
加し、過半数が同性婚に賛成したこと
を受けて、同性婚が合法化されました。

4

4 投票で過半数が同性婚に賛成したこ
とを喜ぶ人 （々2017年 オーストラリア）

資料活用資料活用 P.28の 1 を見て保留地の気候を、
P.120の 2 を見て保留地の人口密

みつ

度
ど

を読み
取りましょう。気候・人口密度から、なぜ保
留地がこのような場所につくられたのかを予
想し、自分の考えをまとめましょう。

アジア ヨーロッパ オセアニア アフリカ 北アメリカ
南アメリカ

不明
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万人

どうしてこのような街
なみになったのかな。
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リンク

外国の性的少数者の資料を掲載しています。

地 理 P.125
性 の 多 様 性

各時代の女性のコラムでは、女性たちが
社会で活躍する姿や権利を求めて運動す
る姿を紹介しました。

0

万人

1000

2000

3000

4000
有権者数と全人口に占める割合

し わりあい

45万人
（1.1%）

98
（2.2）

1241
（19.8）

3688（48.7）

307
（5.5）

参加や政治集会への出席を禁じた治安警
けい

察
さつ

法の条文が改正されまし
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

を結成しました。民族差別に苦しむ人々も立ちあがり、

1925年には在日本朝
ちょう

鮮
せん

労働総同盟が、19３0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求めて台湾議会の
設置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。
第一次世界大戦後には、普通選挙の実現を求
める運動が高まりました。1924年、政党を無

む

視
し

した内
ない

閣
かく

が登場すると、再び護憲運動が起こり、憲
けん

政
せい

会
かい

総
そう

裁
さい

の加
か

藤
とう

高
たか

明
あき

を首相とする政党内閣が成立しました。加藤内閣は1925年、
満25歳

さい

以上の男子すべてに衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

議員の選挙権をあたえる普
ふ

通
つう

選
せん

挙
きょ

法
ほう

を成立させました。しかし、女性や植民地に住む人々には、選挙
権が認

みと

められませんでした。
　また、普通選挙法と同年に治

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、共産主義運動をとりしまるものでしたが、植民地の独立運
動や、のちには自由主義者らも、この法

ほう

律
りつ

により罰
ばっ

せられました。
こうして社会運動は、しだいに制約を受けるようになりました。

P.177

75

3

98

4

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、ひんぱんに起きるよう
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。農村でも、地主に対
して小作料の引き下げなどを求める小

こ

作
さく

争
そう

議
ぎ

が急増し、1922年、日
本農民組合がつくられました。
　労働者・農民の運動が進

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・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（昭和元）年になると、従

じゅう

来
らい

は結成を禁
止されていた無産政

せい

党
とう

が、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

し

有
ゆう

財産制や君
主制の廃

はい

止
し

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

を設立し、政
治活動の自由などを要求しました。その結果、女性の政治団体への

21

1

32

P.226～227

P.220～221

2

4

 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年に約2500人だった
在日朝鮮人は、1920年には約３万人、1930
年には約30万人に増加しました。
 日本本土に住んでいる台湾・朝鮮出身の
男性には参政権が認められ、地方議会や国会
の議員になった人もいました。

3

4

 労働運動の発展は、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。
 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・社会民衆党などがありまし
た。

1

2

立ち上がる
労働者・農民

差別からの解放を
求めて

男子普
ふ

通
つ う

選挙の
実現

第一次世界大戦後、なぜ社会運動が広がり、人々の生活はどのように変化したのでしょうか。

さまざまな社会運動があたえた影
えい

響
きょう

に着目
しましょう。

見方・考え方見方・考え方

社会運動にはどのような背
はい

景
け い

があり、運動によって何を実現しようとしたのでしょうか。

社会運動の広がり2 －声をあげる人々－

学習課題学習課題

つながり

第2節の問い?

二次元
コード

1 1920年の第１回メーデーへ参加をよびかけるビ
ラ（東

とう

京
きょう

都　法
ほう

政
せい

大学大
おお

原
はら

社会問題研究所蔵）　
資料活用資料活用 ビラから当時の労働者が何を求めていた

か、読み取りましょう。

4 新婦人協会
の第1回総会

5 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）

8 第１回普通選挙のポスター（1928年）（東京
都　法政大学大原社会問題研究所蔵）

3 小作争議のようす（1925年　香
か

川
がわ

県）
（東京都　法政大学大原社会問題研究所蔵）

9 有権者数の移り変わり（『日本統計年
ねん

鑑
かん

』など）　
資料活用資料活用 普通選挙の実

じ っ

施
し

で有権者は何倍
になったでしょうか。

当時の人々は、
どのようなこ
とを要求して
いたのかな。

それぞれの人々がどのような要
求をしていたか整理しましょう。

それぞれの人々がめざしたこと
をふまえて、社会運動が国内政
治にどのような影響をあたえた
か説明しましょう。

確認確認

表現表現

2 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）

労働争議

小作争議
3000
件

2500

2000

1500

1000

500

０
1919 30年2826242220

日本労働総同盟成立
日本農民組合結成

女性の政治参加を
求めて

　女性の解放は、青
せ い

鞜
と う

社
し ゃ

の設立以来、本
格的に運動が始まりました。新婦人協会
の運動は、市川らによる女性参政権獲

か く

得
と く

運動に引きつがれ、第二次世界大戦後の
女性参政権実現に大きな影

え い

響
きょう

をあたえま
した。市川は戦後、25年にわたり国会
議員として活

か つ

躍
や く

しました。

近代の
女性

市川房枝

平塚らいてう

6  全国水平社  
創立大会の宣

せ ん

言
げ ん

　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）

7 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）　西
光万吉が起草した水平社宣

せん

言
げん

では、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。

選挙法
成立年

1889年
（明治22）

1900年
（明治33）

1919年
（大正8）

1925年
（大正14）

1945年
（昭和20）

実
じっ

施
し

年 1890年 1902年 1920年 1928年 1946年

資
格

性別 男 男 男 男 男女

年
ねん

齢
れい

25歳
さい
以上 25歳以上 25歳以上 25歳以上 20歳以上

税金
直接国税
15円以上

直接国税
10円以上

直接国税
3円以上

制限なし 制限なし

年表

リンク

P.234～235　歴史を掘り下げる「水平社の創
そう

立
りつ

とさまざまな人
じ ん

権
け ん

運動」も見てみましょう。228 229

世
紀

B.C.

A.D.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

   

時
代
旧
石
器

縄
文

弥
生

古
墳

飛
鳥
奈
良

平
安

　
　
　
　
　
南
北
朝

室
町

戦
国

江
戸

明
治

昭
和
平
成

令
和

大正

安土
桃山

5

10

15

5

10

15

20

歴 史 P.228

　美術では日本画の横
よこ

山
やま

大
たい

観
かん

、西洋画の黒
くろ

田
だ

清
せい

輝
き

、彫
ちょう

刻
こく

の荻
おぎ

原
はら

守
もり

衛
え

らが活
かつ

躍
やく

し、伝統技法の再生と西洋技法の吸
きゅう

収
しゅう

により、日本近代美
術の基

き

礎
そ

がつくられました。
近代文化が受容され、発

はっ

展
てん

した背
はい

景
けい

には、学
校教育の普及がありました。日

にち

露
ろ

戦争後、義
務教育は4年制から6年制に延

えん

長
ちょう

されて就
しゅう

学
がく

率も9割
わり

をこえました。
ただ実際には、農作業や子守りなどで学校を休みがちな児童も多く
いました。政府は、「忠

ちゅう

君
くん

愛
あい

国
こく

」をよりどころに教育に対する統制を
強め、小学校では国定教科書が使われました。また国家の人材を育
成するため、帝

てい

国
こく

大学や専
せん

門
もん

学校など高等教育機関を整えました。
慶
けい

應
おう

義
ぎ

塾
じゅく

・早
わ

稲
せ

田
だ

・同
どう

志
し

社
しゃ

などの独自の学風をもち、のちに大学と
なる私立学校も生まれました。女子教育も重

じゅう

視
し

されはじめ、津
つ

田
だ

梅
うめ

子
こ

の女子英学塾（のちの津田塾大学）などが設立されました。また、
高等教育の充

じゅう

実
じつ

を背景に、医学や物理学などの自然科学の研究も進
み、北

きた

里
さと

柴
しば

三
さぶ

郎
ろう

や野
の

口
ぐち

英
ひで

世
よ

、長
なが

岡
おか

半
はん

太
た

郎
ろう

など世界的にも最先
せん

端
たん

の研
究を行う日本人科学者が出てきました。

13 14 15

19

P.194

2

P.185

17 18

教育の普
ふ

及
きゅう

 1882年に創
そ う

設
せ つ

されたときの名
め い

称
しょう

は東
と う

京
きょう

専
門学校。1902年に早稲田大学と改称されま
した。

2

資本主義の発展にともない、ど
のような社会問題が起こり、
人々はどのような運動を行った
のか確

かく

認
にん

しましょう。

日本の近代化は社会にどのよう
な影

えい

響
きょう

をあたえたか、人々の生
活と文化・芸術に着目して説明
しましょう。

確認確認

表現表現

20石
い し

井
い

十
じゅう

次
じ

（1865～1914）

児童福
ふ く

祉
し

の父

（宮崎県　石井記念友愛社提
てい

供
きょう

）

　岡
お か

山
や ま

県に孤
こ

児
じ

院
い ん

をつくり、貧しい子ど
もの教育に力をつくしました。全国から
集まった子どもたちの数
は、多いときで1200人
にもなりました。のちに
郷
きょう

里
り

の宮
み や

崎
ざ き

県に施
し

設
せ つ

を
移して活動を続けました。

　1890（明治23）年9月16日の夜、オスマン帝
て い

国
こ く

（トル
コ）の軍

ぐ ん

艦
か ん

エルトゥールル号が紀伊半島の南、紀伊大島
の南の海上で遭

そ う

難
な ん

しました。
　エルトゥールル号には、トルコが初めて日本に送った
使節団が乗っており、６月に横

よ こ

浜
は ま

港に到
と う

着
ちゃく

して３か月日
本に滞

た い

在
ざ い

し、明治天
て ん

皇
の う

との会見や歓
か ん

迎
げ い

式典に参加したあ
と、本国へ向かっている途

と

中
ちゅう

で遭難したのです。
　遭難場所近くの樫

か し

野
の

地区（今の和歌山県串
く し

本
も と

町）の島民
は、暗

く ら

闇
や み

の広がる海岸で、打ち上げられていた乗組員の
救出を行いました。生

せ い

存
ぞ ん

した69人は、島民による献
け ん

身
し ん

的
て き

な介
か い

護
ご

を受け、その後、神
こ う

戸
べ

で治
ち

療
りょう

を受けたあとに、
日本海軍の船でトルコに送り届

と ど

けられました。
　遭難場所周辺では、その後も遺

い

体
た い

収
しゅう

容
よ う

の努力が続けら
れました。樫野地区には、のちに慰

い

霊
れ い

碑
ひ

が建てられ、亡
な

くなった人々を悼
い た

む式典が今も定期的に行われています。

1

2

3

　エルトゥールル号
遭難事件からおよそ
100年後の1985（昭
和60）年３月17日
のことでした。当時、
イランと戦争してい
たイラクは「今から
48時間後にイランの上空を飛行する航空機に対して攻

こ う

撃
げ き

を行う可能性がある」と突
と つ

然
ぜ ん

宣
せ ん

言
げ ん

しました。イランに
いた外国人たちは、イランから脱

だ っ

出
しゅつ

しなければなりませ
んでした。しかし、出国を希望した日本人を乗せる航空
機を日本から飛ばすことができませんでした。また、外
国の航空機は自国民を優

ゆ う

先
せ ん

して乗せたため、日本人は乗
ることができませんでした。そのとき、日本人のために
航空機を飛ばしたのがトルコでした。トルコではエル
トゥールル号のことは忘れられておらず、200人をこえ
る日本人の命を救うために、危

き

険
け ん

な救
きゅう

援
え ん

に力を貸してく
れたのです。
　1999（平成11）年や2023（令和５）年にトルコで大地

じ

震
し ん

が起きたときには、日本からトルコに援助物資などが
送られました。一方、2011年の東日本大震災や紀伊半
島豪

ご う

雨
う

災害のときには、トルコから日本に救援隊
た い

が派
は

遣
け ん

されています。エルトゥールル号遭難事件をきっかけに、
日本とトルコはたがいの命を尊

そ ん

重
ちょう

する国際協力を続けて
います。

エルトゥールル号遭
そ う

難
な ん

事件
－日本とトルコの１世紀の年月をこえた国際協力－

先人に学ぶ
命の尊さ

● 明
め い

治
じ

23年、和
わ

歌
か

山
や ま

県紀
き

伊
い

大
お お

島
し ま

で ● 日本人を救ったトルコ航空機

美術

産業の発
は っ

展
て ん

によって、社会や文化はどのように変わったのでしょうか。第6節の問いに答えよう?

13 横山大観の『無
む

我
が

』
（東京国立博物館蔵）　禅

ぜ ん

における悟
さ と

りの境地を、
子どもで表現した日本
画の作品です。

14 黒田清輝の『湖
こ

畔
は ん

』
（東京文化財研究所蔵）　フ
ランスに留学した清輝
は、印象派

は

の明るい画
風による油

ゆ

彩
さ い

画（西洋
画）を残しました。

15 荻原守衛の『女』
（長

なが

野
の

県　碌
ろく

山
ざん

美術館蔵）

北
きた

里
さと

柴
しば

三
さぶ

郎
ろう

医学 破
は

傷
しょう

風
ふう

の血
けっ

清
せい

療
りょう

法
ほう

発見
志
し

賀
が

　　潔
きよし

〃 赤
せき

痢
り

菌
きん

の発見
野
の

口
ぐち

　英
ひで

世
よ

〃 黄
おう

熱
ねつ

病
びょう

の研究
木
き

村
むら

　　栄
ひさし

天文学 緯
い

度
ど

（変化）の研究
高
たか

峰
みね

　譲
じょう

吉
きち

化学 アドレナリンの抽
ちゅう

出
しゅつ

鈴
すず

木
き

梅
うめ

太
た

郎
ろう

〃 ビタミンB1の抽出
大
おお

森
もり

　房
ふさ

吉
きち

地
じ

震
しん

学 地震計の発明
長
なが

岡
おか

半
はん

太
た

郎
ろう

物理学 原子構造の研究

17 北里柴三郎
（1852～1931）（東京都　
国立国会図書館蔵）

18 野口英世
（1876～ 1928）（東京都　
国立国会図書館蔵）16 主な自然科学者とその業績

19 小学校の就学率の変化（『日本近代教育
史事典』）

2 エルトゥールル号が遭難した場所と紀伊大島
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00年

は
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教
育
勅
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大阪

神戸
こう べ

和歌山

くしもと

串本
大島 かし の

樫野

　す　え

須江

樫野崎の灯台

エルトゥールル号が
遭難した場所

紀伊大島
（旧大島村）
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1 エルトゥールル号 3 神戸で治療を受けたエルトゥールル号の乗組員（1890年）

リンク

リンク

自然科学

208 209

5

10
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歴 史 P.208社会保障制度の学習のなかで、行
政の支援が届きにくい課題を抱え
るヤングケアラーについてのコラ
ムを掲載しています。

178 179

33
私
た
ち
の
生
活
と
経
済

私
た
ち
の
生
活
と
経
済

5

10

15

5

10

15

日本の社会保障制度は、社会保険、公的扶
ふ

助
じょ

、
社会福

ふく

祉
し

、公衆衛生の四つの柱から成り立っ
ています。そのなかでも社会保障の中心となっているのは、国が運
営し、国民に加入が義務づけられる社

しゃ

会
かい

保
ほ

険
けん

です。社会保険には、
医
い

療
りょう

保険・年金保険・労働災害保険・雇
こ

用
よう

保険および介
かい

護
ご

保険があ
ります。国は、個人と会社などが支

し

払
はら

う保険料をたくわえておき、
国民が病気になったり、高齢になったり、仕事でけがをしたり、失
業したり、介護が必要になったりしたときに、国庫からの支出を加
えて保険金を給付します。
　例えば私たちは、病気になって病院で治療を受けても、保険証を
持っていけば、支払う医療費は一部だけですみます。これは、残り
の医療費が医療保険から支払われているからです。
　社会保険以外の社会保障制度は、保険料ではなく税金が主な財

ざい

源
げん

です。生活保護に代表される公
こう

的
てき

扶
ふ

助
じょ

の制度では、生活に困ってい
る人々に対して、生活費、教育費、医療費などが支給されています。
働くことが困難な児童、高齢者、障がいのある人などの社会的弱者
の生活を支

し

援
えん

し、その福祉を進めるのが社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

です。また、予防
接種や感

かん

染
せん

症
しょう

の予防、廃
はい

棄
き

物
ぶつ

処
しょ

理
り

などによって国民の健康と安全を
保つ公

こう

衆
しゅう

衛
えい

生
せい

も、社会保障制度の柱の一つです。

5

P.252　老人福祉法

4

人はだれでも豊かで不安のない、人間らしい
生活を送りたいと願っています。そのために、

自分の収
しゅう

入
にゅう

や支出に気をくばり、家族の生活設計を立て、貯
ちょ

蓄
ちく

など
によって、病気や事故、働けなくなったときのこと、老後のくらし
などへのそなえをします。しかし現実の社会では、働いても生活を
維
い

持
じ

していくのに必要な収入が得られず、生活に困
こま

って不安な日々
を送っている人も少なくありません。特に、障

しょう

がいのある人、身よ
りのない高

こう

齢
れい

者
しゃ

や幼
よう

児
じ

・児童などの、生活困
こん

難
なん

や生活不安は深
しん

刻
こく

で
す。これらは当事者の力だけでは解決することが難

むずか

しい問題です。
また、だれもが思いがけない事故や病気によって失業し、生活が困
難になってしまう可能性をもっています。
　そこで、人々が支え合いの精神に基づき、政府の責任において、
生活上の不安を取り除

のぞ

こうとするしくみがつくられました。それが
社
しゃ

会
かい

保
ほ

障
しょう

です。日本国憲
けん

法
ぽう

には、「すべて国民は、健康で文化的な最
低限度の生活を営む権利を有する。」（第25条）と書かれています。
社会保障は、この生存権を実現するための制度です。

P.261 21

P.58
2 社会保障制度

4 新型コロナワクチンの接種（2022年、和
わ

歌
か

山
やま

県和歌山市）　感染症への対応は、公衆衛
生に含

ふ く

まれます。

5 市役所の生活保護相談窓口（2020年、佐
さ

賀
が

県佐賀市）

社会保障のしくみを公正に着目して理解す
るとともに、その財

ざい

源
げん

を希少性に着目して
理解しましょう。

見方・考え方見方・考え方

人間らしい生活を保つために、どのようなしくみがあり、何によって支えられているのでしょうか。

社会保
ほ

障
しょう

のしくみ4
学習課題学習課題

希少性公正
生
せ い

存
ぞ ん

権
け ん

と社会保
ほ

障
しょう

社会保障制度

社会保障のしくみを
通して、社会全体で
おたがいの生活を支
え合っているんだね。

1 社会保障のしくみ　 スライドショー

政　府
すべての人が

税や社会保険料を
納
おさ

める

一部の人に
お金や
サービスを提

てい

供
きょう

給
付

　

定年退
たい

職
しょく

して
給料がもらえなくなった。

病気になって
病院に行った。

交通事故にあって
働けなくなった。

税
・
保
険
料

生活に困った。

介護が必要に
なった。

  生存権

社会保険
医
い

療
りょう

保険
年金保険
雇
こ

用
よう

保険
介
かい

護
ご

保険

公的扶
ふ

助
じょ

生活保護
生活・住

じゅう

宅
たく

教育・医療
などの扶助

社会福
ふく

祉
し

児童福祉
母子、父子、寡

か

婦
ふ

福祉
高齢者福祉
障がい者福祉

公衆衛生
感
かん

染
せん

症
しょう

対
たい

策
さく

廃
はい

棄
き

物
ぶつ

処
しょ

理
り

上下水道整備
公害対策など

社会保
ほ

障
しょう

制度

すべて国民は、健康で
文化的な最低限度の
生活を営む権

けん

利
り

を有
する。（憲

けん

法
ぽう

第25条）

社会保障とはどのようなしくみ
か、本文からぬき出しましょう。

社会保障制度の四つの柱で重要
だと思うものを一つ選び、理由
を説明しましょう。

確認確認

表現表現

二次元
コード

日本の社会保障制度の落とし穴
あ な

とヤングケアラー

　日本にはさまざまな社会保障制度があり、生活が困難
になった人にお金やサービスを提

て い

供
きょう

しています。しかし、
社会保障制度の多くは利用するために自ら市区町村など
の行政機関に申

し ん

請
せ い

することが必要です。また、制度を利
用できる立場にあっても、住んでいる市区町村から「あ
なたはこのサービスを利用できます」といった通知がな
されることは基本的にはありません。そのため、自分が
利用できたはずの支援を受けることができずに社会への
復帰がより困難になってしまうことも考えられます。ほ
かにも、書類の用意などの手続きが何らかの理由で困難
な人にも支援の手が届

と ど

かないことがあります。助けが必
要になったときには地方公共団体のウェブサイトを調べ
る、相談窓

ま ど

口
ぐ ち

を訪
た ず

ねるなど自ら情報を入手しようとする
ことがとても大切です。
　近年、祖父母や幼

おさな

い弟や妹などの家族の介護や家事を

引き受けざるを得ない
子ども（ヤングケア
ラー）に対して必要な
支援が届きにくいこと
が行政の課題とされて
います。家庭内のこと
であるため外部からの
把
は

握
あ く

が難しいことや、
誰にも相談することが
できずに孤

こ

立
り つ

してしま
う場合があることが主
な理由です。
　国や多くの地方公共
団体は電話やSNSでの相談窓口を設置しており、悩

な や

みを
聞いたり福祉サービスの案内などを行ったりしています。

公民公民
++αα

3 ヤングケアラーについての広報資
料（愛

え

媛
ひ め

県）

家事や家族のケアを
ひとりで

がんばっていませんか?!

親の代わりに、
きょうだいの世話
や家事をするため
に、勉強や遊び
などの時間が
もてない。

家族が働けない（働かない）
ために、家計を助けるために
アルバイト等をしている。

病気や障がいの
ある家族の世話
や見守りをするために、外出
できない、学校にいけない。

日本語が第一言語ではない家族や障がいのある
家族のコミュニケーションの手助けをするために、
通訳や世話などで離れることができない。

参考：©一般社団法人日本ケアラー連盟 /illustration：IzumiShiga 「ヤングケアラーはこんなこどもたちです」をもとに作成者が加筆修正

愛媛県  子育て支援課
〒790-8570 松山市一番町4-4-2  TEL 089-912-2410

家族も知らなかった新しい支援があるかもしれません。
家族のケアについて相談してください。

ヤングケアラー相談窓口（裏面記載）

私たちの生活を豊かにするために、国や地方公共団体はどのような役割を果たすべきでしょうか。第2章の問い?

リンク

公 民 P.179

共生できる社会を考えようアクティビティアクティビティ

ないかは、その人が決めます。学校の制服の選
せん

択
たく

制など、だれもが自
分らしく生きられるよう理解し配

はい

慮
りょ

することが浸
しん

透
とう

しつつあります。
障
しょう

害
がい

者
しゃ

差
さ

別
べつ

解
かい

消
しょう

法
ほう

は、障がいを理由にした差
別を禁止しています。そこで、日常生活のバ

リア（社会的障
しょう

壁
へき

）を取り除
のぞ

くことを求める障がいのある人がいると
き、国や事業者は、合理的配慮に基づき対応しなければなりません。
例えば、公共施

し

設
せつ

ではスロープをつくって段
だん

差
さ

をなくしたり、点字
や、デジタル機器を使ってコミュニケーション手段を確保したりす
るバリアフリー化が必要です。

日本には約280万人の外国人がくらし、170万
人をこえる人が働き、日本の社会・経

けい

済
ざい

活動
を支えています。その国

こく

籍
せき

や文化、宗
しゅう

教
きょう

などはさまざまですが、同
じ社会で生活をしているのですから、相

そう

互
ご

に認
みと

め合ってくらす社会
をつくる必要があります。そのためには、日本語教育や外国人の子
どもへの教育を充

じゅう

実
じつ

させ、また、労働環境の整備や、健康保険など
の社会保

ほ

障
しょう

のしくみを改
かい

善
ぜん

するなどの環境づくりが不可欠です。
　社会は、障がいのある人や、性や国籍などが異

こと

なるさまざまな人
で構成されています。それぞれが、その人らしいくらしをきずいて
いくことを実現するインクルージョンの社会が求められています。

1

P.245 5

86 7

P.260

P.12、 157

9

日本は、女性の就
しゅう

業
ぎょう

率、管理職や専
せん

門
もん

職につ
く女性の割

わり

合
あい

、大臣や議員など政
せい

策
さく

決定にか
かわる女性の割合が、世界的にみていちじるしく低い水準にありま
す。その大きな要因として、「男性は外で働き、女性は家庭を守る」
という、男女の固定的役割分

ぶん

担
たん

意識があります。
　日本は、1985年に女子差別撤

てっ

廃
ぱい

条約を批
ひ

准
じゅん

するにあたり、男
だん

女
じょ

雇
こ

用
よう

機
き

会
かい

均
きん

等
とう

法
ほう

の制定など、女性差別をなくす取り組みを進めてきま
した。1999年には、男

だん

女
じょ

共
きょう

同
どう

参
さん

画
かく

社
しゃ

会
かい

基
き

本
ほん

法
ほう

を制定しました。男女
がともに、家庭生活も含

ふく

むあらゆる分野で責任を担
にな

い協力する社会
（男女共同参画社会）をつくろうとするものです。男性であれ女性で
あれ、家事や育児・介

かい

護
ご

をしながら働き続けられるよう、保育所な
どを増やし、介護人材を育成するなど、社会環

かん

境
きょう

の整備が必要です。
性のあり方は人によってさまざまです。生物
学上の性別と、自分自身の意識する性別とが

ちがう人もいます。また、好きになる対象が同性に向いている人も
いますし、関心のない人もいます。自分の性について表明するかし

P.258　ジェンダー  

P.247

P.244、260  

P.244、260  

2

1 3

男女共同参画社会
をめざして

性の多様性を
認
み と

め合う社会

障
しょう

がいのある人と
ともにつくる社会

外国人とともに
つくる社会

私たちの社会は、平等に関する課題にどのように取り組んでいるでしょうか。

共生社会をめざして4
学習課題学習課題

1 性別にかかわらず選べるようになった中学生の
制服（2021年、高

こう

知
ち

県高知市）　性の多様性、男女
の衣服の固定観念、機能性といった観点から、女子
生徒が制服にスラックスを選べるようになってきて
います。

2 子どもをもつ夫婦の
1日の家事と育児の時
間（「社会生活基本調
査」2022年）　育児休
業取得率は女性85％、
男性14％、取得日数は
女性10か月以上70％、
男性5日未満28％です
（2021年）。

性別のちがい、障
しょう

がいの有無、国
こく

籍
せき

のちが
いについて、個人の尊

そん

重
ちょう

に着目して考えま
しょう。

見方・考え方見方・考え方 個人の尊重

共生社会をめざして制定した法
律を本文からぬき出しましょう。確認確認

共生社会を実現していくための
課題をまとめましょう。表現表現 性の多様性を示すことばに、SOGIや

LGBTなどがあります。（→P.258）
1

世界の国では、多様な文化や民族がどのように共生してきたかをふり返りましょう。地理人権の尊重とは、どのような考え方なのでしょうか。第2節の問い?

二次元
コード

3 パートナーシップ制度（2022年、
福
ふ く

岡
おか

県）　性の多様性を認
み と

め合い、
性的指向や性自認にかかわらず、安
心して生活できるように、自治体が
独自に戸籍上同性のカップルに対
して「結

け っ

婚
こ ん

に相当する関係」として、
サービスや社会的配

はい

慮
り ょ

を受けやす
くする制度です。

2001

2006

2011

2016

2021

家事・育児
合計時間

家事・育児
合計時間

年

461分

447分

461分

454分

448分

48分

60分

67分

83分

114分

夫妻

育児183
その他

45 家事233
家事7

育児25
その他16

10

12

17

30

17

16

17

19

43 189 33215

44 202 215 39

42 225 187 49

36 234 178 65

このほかにも、変わって
きたことはあるだろうか。

5 障害者差別解消法の具体例

① 6 7 は、どのような人の生活や、
使いやすさへのくふうかを説明
しましょう。
② 家庭、学校などから、だれもが
共生できる社会にするための提
案をグループで考えましょう。

学び合い

不当な差別的取りあつかいの禁止

合理的配慮の提
てい

供
きょう

中中

 

袋（エコバッグ）ありますか？ 

指差しコミュニケーションボード

フォークスプーン 割りばし ストロー お手ふき

袋袋((エエココババッッググ))
あありりまますすかか？？

同同じじ袋袋にに

入入れれててももいいいいでですすかか？？

ホホッットトココーーヒヒーー アアイイススココーーヒヒーー

ミミルルクク

シシロロッッププ
ささととうう

大大ききささはは？？

S M L

ああたたたためめまますすかか？？

大大 小小

レレジジ袋袋いいりりまますすかか？？

6 ユニバーサル
デザインの製品

7 指差しコミュニケーション
ボード（福

ふ く

岡
おか

県糸
い と

島
しま

市）　イラス
トを指で差して意思を伝えます。

車いすを理由に入店を断る 災害時の案内が音声だけ

意思を伝え合うための筆談 電車に乗るときの段差をなくす

9 外国人児童対象の読み書き教室（2020年、
愛
あ い

知
ち

県豊
とよ

橋
は し

市）

8 盲
も う

導
ど う

犬を用いた鉄道会社の講習（2020年、
千
ち

葉
ば

県印
いん

西
ざい

市）　法律によって、公共施
し

設
せ つ

や
お店は盲導犬などの同

どう

伴
は ん

を拒
こ ば

めません。

4 夫婦別
べっ

姓
せ い

　法
ほ う

律
り つ

で夫婦同姓が定められて
いますが、日本では夫の姓を名乗ることがほ
とんどです。しかし、夫婦別姓を希望する人
は、法律婚による税や相続などの面で不利な
扱いを受けます。 資料活用資料活用 夫婦別姓につい
て、あなたはどのように考えるでしょうか。

賛成
●姓に関わる各種の変更手続きが不要
●結婚・離婚等のプライバシーが保たれる
●自分の苗字を失わなくてすむ
●多様な生き方を認められるようにすべき

反対
●戸籍に基づく制度の見直しが必要になる
●通称の使用を拡大すれば対応できる
●日本の伝統文化がなくなる
●家族としての一体感がなくなる

関連資料

動画

画像
リンク
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部 落 差 別 ( 同 和 問 題 )

0

万人

1000

2000

3000

4000
有権者数と全人口に占める割合

し わりあい

45万人
（1.1%）

98
（2.2）

1241
（19.8）

3688（48.7）

307
（5.5）

参加や政治集会への出席を禁じた治安警
けい

察
さつ

法の条文が改正されまし
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

を結成しました。民族差別に苦しむ人々も立ちあがり、

1925年には在日本朝
ちょう

鮮
せん

労働総同盟が、19３0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求めて台湾議会の
設置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。
第一次世界大戦後には、普通選挙の実現を求
める運動が高まりました。1924年、政党を無

む

視
し

した内
ない

閣
かく

が登場すると、再び護憲運動が起こり、憲
けん

政
せい

会
かい

総
そう

裁
さい

の加
か

藤
とう

高
たか

明
あき

を首相とする政党内閣が成立しました。加藤内閣は1925年、
満25歳

さい

以上の男子すべてに衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

議員の選挙権をあたえる普
ふ

通
つう

選
せん

挙
きょ

法
ほう

を成立させました。しかし、女性や植民地に住む人々には、選挙
権が認

みと

められませんでした。
　また、普通選挙法と同年に治

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、共産主義運動をとりしまるものでしたが、植民地の独立運
動や、のちには自由主義者らも、この法

ほう

律
りつ

により罰
ばっ

せられました。
こうして社会運動は、しだいに制約を受けるようになりました。

P.177

75

3

98

4

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、ひんぱんに起きるよう
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。農村でも、地主に対
して小作料の引き下げなどを求める小

こ

作
さく

争
そう

議
ぎ

が急増し、1922年、日
本農民組合がつくられました。
　労働者・農民の運動が進

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・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（昭和元）年になると、従

じゅう

来
らい

は結成を禁
止されていた無産政

せい

党
とう

が、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

し

有
ゆう

財産制や君
主制の廃

はい

止
し

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

を設立し、政
治活動の自由などを要求しました。その結果、女性の政治団体への

21

1

32

P.226～227

P.220～221

2

4

 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年に約2500人だった
在日朝鮮人は、1920年には約３万人、1930
年には約30万人に増加しました。
 日本本土に住んでいる台湾・朝鮮出身の
男性には参政権が認められ、地方議会や国会
の議員になった人もいました。

3

4

 労働運動の発展は、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。
 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・社会民衆党などがありまし
た。

1

2

立ち上がる
労働者・農民

差別からの解放を
求めて

男子普
ふ

通
つ う

選挙の
実現

第一次世界大戦後、なぜ社会運動が広がり、人々の生活はどのように変化したのでしょうか。

さまざまな社会運動があたえた影
えい

響
きょう

に着目
しましょう。

見方・考え方見方・考え方

社会運動にはどのような背
はい

景
け い

があり、運動によって何を実現しようとしたのでしょうか。

社会運動の広がり2 －声をあげる人々－

学習課題学習課題

つながり

第2節の問い?

二次元
コード

1 1920年の第１回メーデーへ参加をよびかけるビ
ラ（東

とう

京
きょう

都　法
ほう

政
せい

大学大
おお

原
はら

社会問題研究所蔵）　
資料活用資料活用 ビラから当時の労働者が何を求めていた

か、読み取りましょう。

4 新婦人協会
の第1回総会

5 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）

8 第１回普通選挙のポスター（1928年）（東京
都　法政大学大原社会問題研究所蔵）

3 小作争議のようす（1925年　香
か

川
がわ

県）
（東京都　法政大学大原社会問題研究所蔵）

9 有権者数の移り変わり（『日本統計年
ねん

鑑
かん

』など）　
資料活用資料活用 普通選挙の実

じ っ

施
し

で有権者は何倍
になったでしょうか。

当時の人々は、
どのようなこ
とを要求して
いたのかな。

それぞれの人々がどのような要
求をしていたか整理しましょう。

それぞれの人々がめざしたこと
をふまえて、社会運動が国内政
治にどのような影響をあたえた
か説明しましょう。

確認確認

表現表現

2 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）
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０
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女性の政治参加を
求めて

　女性の解放は、青
せ い

鞜
と う

社
し ゃ

の設立以来、本
格的に運動が始まりました。新婦人協会
の運動は、市川らによる女性参政権獲

か く

得
と く

運動に引きつがれ、第二次世界大戦後の
女性参政権実現に大きな影

え い

響
きょう

をあたえま
した。市川は戦後、25年にわたり国会
議員として活

か つ

躍
や く

しました。

近代の
女性

市川房枝

平塚らいてう

6  全国水平社  
創立大会の宣

せ ん

言
げ ん

　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）

7 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）　西
光万吉が起草した水平社宣

せん

言
げん

では、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。

選挙法
成立年

1889年
（明治22）

1900年
（明治33）

1919年
（大正8）

1925年
（大正14）

1945年
（昭和20）

実
じっ

施
し

年 1890年 1902年 1920年 1928年 1946年

資
格

性別 男 男 男 男 男女

年
ねん

齢
れい

25歳
さい
以上 25歳以上 25歳以上 25歳以上 20歳以上

税金
直接国税
15円以上

直接国税
10円以上

直接国税
3円以上

制限なし 制限なし

年表

リンク

P.234～235　歴史を掘り下げる「水平社の創
そう

立
りつ

とさまざまな人
じ ん

権
け ん

運動」も見てみましょう。228 229
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0

万人

1000

2000

3000

4000
有権者数と全人口に占める割合

し わりあい

45万人
（1.1%）

98
（2.2）

1241
（19.8）

3688（48.7）

307
（5.5）

参加や政治集会への出席を禁じた治安警
けい

察
さつ

法の条文が改正されまし
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

を結成しました。民族差別に苦しむ人々も立ちあがり、

1925年には在日本朝
ちょう

鮮
せん

労働総同盟が、19３0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求めて台湾議会の
設置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。
第一次世界大戦後には、普通選挙の実現を求
める運動が高まりました。1924年、政党を無

む

視
し

した内
ない

閣
かく

が登場すると、再び護憲運動が起こり、憲
けん

政
せい

会
かい

総
そう

裁
さい

の加
か

藤
とう

高
たか

明
あき

を首相とする政党内閣が成立しました。加藤内閣は1925年、
満25歳

さい

以上の男子すべてに衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

議員の選挙権をあたえる普
ふ

通
つう

選
せん

挙
きょ

法
ほう

を成立させました。しかし、女性や植民地に住む人々には、選挙
権が認

みと

められませんでした。
　また、普通選挙法と同年に治

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、共産主義運動をとりしまるものでしたが、植民地の独立運
動や、のちには自由主義者らも、この法

ほう

律
りつ

により罰
ばっ

せられました。
こうして社会運動は、しだいに制約を受けるようになりました。

P.177

75

3

98

4

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、ひんぱんに起きるよう
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。農村でも、地主に対
して小作料の引き下げなどを求める小

こ

作
さく

争
そう

議
ぎ

が急増し、1922年、日
本農民組合がつくられました。
　労働者・農民の運動が進

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・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（昭和元）年になると、従

じゅう

来
らい

は結成を禁
止されていた無産政

せい

党
とう

が、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

し

有
ゆう

財産制や君
主制の廃

はい

止
し

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

を設立し、政
治活動の自由などを要求しました。その結果、女性の政治団体への

21

1

32

P.226～227

P.220～221

2

4

 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年に約2500人だった
在日朝鮮人は、1920年には約３万人、1930
年には約30万人に増加しました。
 日本本土に住んでいる台湾・朝鮮出身の
男性には参政権が認められ、地方議会や国会
の議員になった人もいました。

3

4

 労働運動の発展は、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。
 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・社会民衆党などがありまし
た。

1

2

立ち上がる
労働者・農民

差別からの解放を
求めて

男子普
ふ

通
つ う

選挙の
実現

第一次世界大戦後、なぜ社会運動が広がり、人々の生活はどのように変化したのでしょうか。

さまざまな社会運動があたえた影
えい

響
きょう

に着目
しましょう。

見方・考え方見方・考え方

社会運動にはどのような背
はい

景
け い

があり、運動によって何を実現しようとしたのでしょうか。

社会運動の広がり2 －声をあげる人々－

学習課題学習課題

つながり

第2節の問い?

二次元
コード

1 1920年の第１回メーデーへ参加をよびかけるビ
ラ（東

とう

京
きょう

都　法
ほう

政
せい

大学大
おお

原
はら

社会問題研究所蔵）　
資料活用資料活用 ビラから当時の労働者が何を求めていた

か、読み取りましょう。

4 新婦人協会
の第1回総会

5 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）

8 第１回普通選挙のポスター（1928年）（東京
都　法政大学大原社会問題研究所蔵）

3 小作争議のようす（1925年　香
か

川
がわ

県）
（東京都　法政大学大原社会問題研究所蔵）

9 有権者数の移り変わり（『日本統計年
ねん

鑑
かん

』など）　
資料活用資料活用 普通選挙の実

じ っ

施
し

で有権者は何倍
になったでしょうか。

当時の人々は、
どのようなこ
とを要求して
いたのかな。

それぞれの人々がどのような要
求をしていたか整理しましょう。

それぞれの人々がめざしたこと
をふまえて、社会運動が国内政
治にどのような影響をあたえた
か説明しましょう。

確認確認

表現表現

2 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）
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件
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０
1919 30年2826242220

日本労働総同盟成立
日本農民組合結成

女性の政治参加を
求めて

　女性の解放は、青
せ い

鞜
と う

社
し ゃ

の設立以来、本
格的に運動が始まりました。新婦人協会
の運動は、市川らによる女性参政権獲

か く

得
と く

運動に引きつがれ、第二次世界大戦後の
女性参政権実現に大きな影

え い

響
きょう

をあたえま
した。市川は戦後、25年にわたり国会
議員として活

か つ

躍
や く

しました。

近代の
女性

市川房枝

平塚らいてう

6  全国水平社  
創立大会の宣

せ ん

言
げ ん

　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）

7 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）　西
光万吉が起草した水平社宣

せん

言
げん

では、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。

選挙法
成立年

1889年
（明治22）

1900年
（明治33）

1919年
（大正8）

1925年
（大正14）

1945年
（昭和20）

実
じっ

施
し

年 1890年 1902年 1920年 1928年 1946年

資
格

性別 男 男 男 男 男女

年
ねん

齢
れい

25歳
さい
以上 25歳以上 25歳以上 25歳以上 20歳以上

税金
直接国税
15円以上

直接国税
10円以上

直接国税
3円以上

制限なし 制限なし

年表

リンク

P.234～235　歴史を掘り下げる「水平社の創
そう

立
りつ

とさまざまな人
じ ん

権
け ん

運動」も見てみましょう。228 229
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歴 史 P.229

公共の福祉について考えようアクティビティアクティビティ

にほかの人々の人権を守るという責任がともないます。
　また、公共施

し

設
せつ

をつくるための土地収
しゅう

用
よう

や、住
じゅう

宅
たく

地での建物の使
いみちや高さの制限など、経

けい

済
ざい

活動の自由は、他の人の人権を守る
という観点でなく、快適な社会を実現するという観点から制約され
ることがあります。こうした政

せい

策
さく

的な観点から、経済活動の自由は、
精神の自由とちがって、国による規制を受けることがあります。
　しかし、国家権力が「公共の福祉」の名をかりて、大切な人権を
簡
かん

単
たん

に制限しないように注意する必要があります。どのような人権
が、何のために、どの程度制限されるか、それぞれの場合ごとに検

けん

討
とう

することが大切です。裁
さい

判
ばん

所
しょ

は、それが正当な制限であるかを判
断する重要な役

やく

割
わり

を負っています。
日本国憲法は、国家の一員として果たすべき
国民の義務を定めています。それは、子ども

に普
ふ

通
つう

教
きょう

育
いく

を受
う

けさせる義
ぎ

務
む

、勤
きん

労
ろう

の義
ぎ

務
む

、納
のう

税
ぜい

の義
ぎ

務
む

です。
　一方で、憲法は、国民の人権を守るために、政治権力を制限する
しくみを定めたきまりですから、政治を担

にな

う国会議員や裁判官など
の公務員に、憲法を尊

そん

重
ちょう

し擁
よう

護
ご

する義務を課しています。国が国民
に義務を課すのは、国民の人権を侵害しない範

はん

囲
い

で、法
ほう

律
りつ

による必
要があります。

3

21

5 P.51

P.101 6

P.61　コラム「ハンセン病」

P.104

P.154 P.176

P.42

P.100

自由とは、何をしてもよい、勝手気ままに行
動してよい、ということではありません。人

権についても同じです。ある人権が憲
けん

法
ぽう

によって保
ほ

障
しょう

されているか
らといって、自分の権利だけを主張して保障してほしい、とはいえ
ません。日本国憲法は、自由および権利は、「濫

らん

用
よう

してはならないの
であって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」（第

12条）とし、人権は制限されることがあり限界のあることを社会全体
の利益をさす公

こう

共
きょう

の福
ふく

祉
し

という言葉であらわしています。
　例えば、表現の自由が保障されているからといって、インター
ネット上で他人のプライバシーや名

めい

誉
よ

を侵
しん

害
がい

することは許されませ
んし、信教の自由があるからといって、他人の身体を傷

きず

つける宗
しゅう

教
きょう

行
こう

為
い

を行うことは許されません。また、職業選
せん

択
たく

の自由があるから
といって、自由に病院や美容院を開業できるわけではなく、他人の
身体を傷つける可能性がある医師や美容師になるには、特別な資格
が必要です。また、感

かん

染
せん

症
しょう

の拡
かく

大
だい

防止のため、病院に隔
かく

離
り

させられ
ることもあります。このように、自由や人権を主張するとき、同時

4

P.50

P.51

人
じ ん

権
け ん

と公共の福
ふ く

祉
し

国民の義務

6 自由権の種類による制約のちがい

5 公共の福祉による人権制限の例

公共の福祉で人権が制限される
例を本文から三つあげましょう。確認確認

簡単に制限してはいけない人権
を一つあげて、理由を説明しま
しょう。

表現表現

1 四条通の変化　 資料活用資料活用 写真を比
ひ

較
か く

して、変化した点を見つけましょう。

2 建物の高さ規制で守られる大
だ い

文
も ん

字
じ

山の眺
ちょう

望
ぼ う

　京都市では、歴史的な景観を残すために、建物の
修理や建て替

か

え、看
か ん

板
ば ん

のデザインなどを条例で制限
しています。市の中心部では、建物の高さの規制を
厳
き び

しくしました。一
いっ

般
ぱ ん

的には建物の高さの規制をゆる
めて、高

こう

層
そう

建築を建てることでまちの活性化をめざし
ます。しかし、京都市は、反対に景観を守るまちづく
りをすることで、まち全体の価

か

値
ち

を高めようとしてい
ます。市民や企

き

業
ぎょう

は、少しずつ人権の制限を受けま
すが、何十年も先をみすえた美しく住みよいまちなみ
を守り育てていくために、京都市と一体となって、ま
ちづくりに取り組んでいます。

人権の尊重とは、どのような考え方なのでしょうか。第2節の問い?

4 公共の福祉に関する問題

京
きょう

都
と

市の景観とまちづくり

2007年 2018年

3 高速道路の建設（2015年、福
ふ く

岡
おか

県豊
ぶ

前
ぜん

市）
東九

きゅう

州
しゅう

地
ち

域
い き

全体の交通の利便性が向上し、地
域の発達につながるため、道路建設用地が収
用されました。

人権が対立したときにどのように調整すれ
ばよいか、対立と合意、個人の尊

そん

重
ちょう

に着目
して考えましょう。

見方・考え方見方・考え方 対立と合意 個人の尊重

人権の内容 制限される場合

表現の自由 名誉を傷つける行為の禁止
選挙運動の制限

集会･結社の自由 デモの規制
居住･移転の自由 感

かん

染
せん

症
しょう

による強制入院

営業の自由

資格のない人の営業の禁止
企業の不公正な取り引きの禁
止（→P.149）
希
き

少
しょう

動物の取り引きの禁止
労働基本権 公務員のストライキの禁止

財産権の保障

不備のある建築の禁止
地域による建物種類の建築制限
道路や空港建設のための土地
の収用

学び合い

精神の自由 経済活動の自由
特に表現の自由は、民主
政治を機能させるうえで
欠かせない権利である。

行き過ぎた制約だったと
しても、民主政治が機能
していれば、修正できる。

必要最小限の制約のみ。制
約の目的や手

しゅ

段
だん

が必要不可
欠で最小限か厳しく審

しん

査
さ

。

目的や内容が合理的で
あれば制約できる。

すぐれた景観を守り、次の世代
に引きつぐための取り組みだね。

本当の
ことでも
ダメ！

インターネット

悪口
　�謗
　　中傷

プライバシー

○
○
支
部

公務員

熱が下がったら
学校に行きたい…

くすりA

C

本当の
ことでも
ダメ！

インターネット

悪口
　�謗
　　中傷

プライバシー

○
○
支
部

公務員

熱が下がったら
学校に行きたい…

くすりB

休業要請に
応じるべき？

かんせん

ようせい

しょう
新型コロナウイルス感染症の流行※D

自由や人
じん

権
け ん

には、どのような責任があるでしょうか。国民の義務には何があるでしょうか。

公共の福
ふ く

祉
し

と国民の義務10
学習課題学習課題

※ 2020年に始まったコロナ感染症の拡
かく

大
だい

防止のため、患
かん

者
じゃ

は隔
かく

離
り

され、飲食店などに対して営業時間の短
たん

縮
しゅく

が
要請されることがありました。要請に応じた店

てん

舗
ぽ

には、
協力金が支

し

払
はら

われました。

①  ABCのイラストは、図 5 のどの項
こ う

目
も く

と関係があるでしょうか。
② ４つのイラストは、だれのどのよう
な人権どうしが対立しているでしょ
うか。

③ Ｄの事例では、人権の制限を認
み と

める
べきかどうかを、個人の尊重の観点
からグループで話し合ってみよう。

二次元
コード

基本的人権が保障されることは、だれの何を守ることになるのかを考えましょう。
基本的人権は、もう十分に保障されているといえるのかどうかも検討しましょう。

第２節の問いに答えよう?

動画

70 71
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P.71「公共の福祉について考えよう」（一部）
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環  境  保  全環　境
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー

世界では、人々の活動によって排
はい

出
しゅつ

される二酸化炭素の量
と、植林などによって吸

きゅう

収
しゅう

される二酸化炭素の量を同じにする
「カーボンニュートラル」をめざす取り組みが進められています。

私たちの社会では、技術革
か く

新
し ん

を進めて知識や情報を共有するこ
とで新たな価値を生み出し、さまざまな課題を解決したり経

け い

済
ざ い

を発展させたりする取り組みが進められています。

よりよい社会をつくる
ために、私たちはどん
なことができるのかな。

持続可能な社会と私たち持続可能な社会と私たち

Ch000_01_53

私たちが生きているのはどんな
社会で、これからどのように変
わろうとしているのかな。

日本だけではなくて、
世界のことを見ていく
必要があるね。

さまざまな取り組みと私
たちの生活は、どのよう
に関係しているのだろう。

まどか

二酸化炭素の吸
きゅう

収
しゅう

二酸化炭素の排出

カーボンニュートラルの実現に向けて 技術革
か く

新
し ん

でめざされている社会

知識・情報が
つながらない

情報が多すぎる

すべての人と
ものがつながる

人々のニーズに
対応できない

さまざまなニーズに対応

必要な情報の提
てい

供
きょう 人の可能性が広がる

行動が制約される

現在 2050年

二酸化炭素の排
はい

出
しゅつ

1 平和記念式典（2022年 広
ひ ろ

島
しま

市中
なか

区）　原子爆
ば く

弾
だん

が投下された８月６
日に行われ、多くの市民が参列します。日本語を含

ふ く

めた10か国語で世
界に向けて「平和宣

せん

言
げん

」が発表されます。

5 植
しょく

樹
じ ゅ

活動をする人 （々2021年 インド）　この地
ち

域
い き

では毎年植樹イ
ベントが開

かい

催
さ い

されています。
6 ドローンによる山間部への配達の実証実験（2023年 奈

な

良
ら

県奈良
市）　山間部での生活を便利にするための取り組みです。

3 太陽光パネルが設置
された電気自動車の充

じゅう

電
で ん

施
し

設
せ つ

（2022年 スペイ
ン）　太陽光発電によっ
て得られた電気で電気
自動車を充電すること
で、二酸化炭素を排出
せずに自動車を使用す
ることができます。

4 いちごの色をAIで判
別して収

しゅう

穫
か く

するロボッ
トの研究・開発（2023
年 福

ふ く

岡
おか

県久
く

留
る

米
め

市）
　これまで人がしてい
た作業を機械にまかせ
られるように、さまざま
な分野で研究・開発が
進められています。

2 トルコからの支
し

援
え ん

でつくられた水道を使う子どもたち（2021年 チャ
ド）　すべての人がきれいな水を得られるように、水道の整備が進んで
いない国への支援が行われています。

かける あきと

さき

持続可能な社会とは、将
しょう

来
ら い

の人々に負
ふ

担
た ん

を残さずに発
はっ

展
て ん

していくことができる社会のこ
とです。持続可能な社会をつくるために、先進国と発展途

と

上
じょう

国がともに達成すべき、
2016年から 2030年のあいだの「17の目標」として、「持続可能な開発目標（SDGs 
（Sustainable Development Goals））」があります。日本を含

ふく

めた世界の国々は、これ 
らの目標のためにさまざまな取り組みを行っています。

巻頭 1 巻頭 2

地 理 巻頭 1

温室効果ガスの排出削減や、エネルギーのベストミックス、原子力
発電所に関する諸課題など、生徒が自分ごととして考察することの
できる教材として掲載しています。
また、カーボンニュートラルやマイクロプラスチックの海洋汚染な
ど近年注目を集めている事項についても取り扱っています。

212 213
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2011年に東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

が起きるまで、日本で
は、原

げん

子
し

力
りょく

発
はつ

電
でん

が発電量の約3割
わり

を占
し

めてい
ました。原子力発電は、化石燃料と比べて海外から燃料が安定的に
供給され、また、温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量が火力発
電に比べて少ない発電方法です。しかし、東日本大震災による福

ふく

島
しま

第一原子力発電所の事故では、放
ほう

射
しゃ

性
せい

物質が飛散し、多くの人々の
生活に影

えい

響
きょう

をあたえています。また、使用後に長い期間にわたって
管理する必要がある放射性廃

はい

棄
き

物の処
しょ

理
り

の問題もあります。
　この事故をきっかけに、政府は安全性が十分に確

かく

認
にん

されるまで、
全国のすべての原子力発電所を停止しました。その結果、日本のエ
ネルギー構成は大

おお

幅
はば

に変化し、2020年の日本の発電量の約8割は化
石燃料によるものです。また、国内資源がとぼしい日本は、化石燃
料を外国からの輸入にたよっています。ロシアのウクライナ侵攻の
影響で、エネルギー価格が世界的に高騰し、日本でも燃料や電気料
金があがりました。政府は、再生可能エネルギーの主力電源化や、
安全性の確認された原子力発電所の再稼

か

働
どう

によって化石燃料への依
い

存
そん

度を下げることに取り組んでます。しかし、そのためには再生可
能エネルギーの技術革

かく

新
しん

や、原子力発電の安全性をどう確保するか
など、解決しなければならない課題が多く残っています。

9

10

日本の
エネルギー問題

再生可能エネルギー
にはどのような特

と く

徴
ちょう

があるだろうか。

再生可能エネルギーの利点と欠
点を、本文からぬき出しましょう。

原子力発電所の再稼働を進める
理由と課題をまとめましょう。

確認確認

表現表現

日本をはじめ世界の先進国は、現代生活に必
要なエネルギー資源である、石油・石炭・天

然ガス（化
か

石
せき

燃
ねん

料
りょう

）を大量に消費する生活をしています。
　今後も先進国が大量消費の生活を続け、経

けい

済
ざい

成長を続ける
BRICS諸

しょ

国
こく

やこれから経済成長する発
はっ

展
てん

途
と

上
じょう

国
こく

が資源の消費量を
増やし続けるならば、世界全体のエネルギー消費量はさらに増加し
ていくものと予測されます。資源には限りがあり、いずれ世界全体
の資源が不足します。また、化石燃料の大量消費は、二酸化炭素な
どの排

はい

出
しゅつ

量を増やし、地
ち

球
きゅう

温
おん

暖
だん

化
か

をもたらしています。
化石燃料は限りがあるエネルギー資源ですが、
水力、太陽光・風力・地熱・バイオマスなど

の再
さい

生
せい

可
か

能
のう

エネルギーは、一度使用しても短期間で自然によって補
ほ

充
じゅう

されます。しかし、これらのエネルギーは、現在の技術では、天
候に左右されたり、かかる費用に対して発電量が少なかったりする
欠点があります。そのため、新しいエネルギーの供

きょう

給
きゅう

の安定とかか
る費用の削

さく

減
げん

をめざし、さらに研究が進められています。

P.259　シェールガス 6

7 P.259　バイオエタノール

P.259

P.261 4321

8

エネルギー構成のあり方を、効率と公正、
持続可能性に着目して考えましょう。

見方・考え方見方・考え方

資源やエネルギー問題の解決のためには、どのような取り組みが必要でしょうか。

限りある資
し

源
げ ん

とエネルギー5
学習課題学習課題

効率と公正 持続可能性 増え続ける世界の資
し

源
げん

・エネルギー消費

二次元
コード

1 洋上風力発電
（2022年、秋

あ き

田
た

県能
の

代
し ろ

市）
洋上は一般的に風が強く、安定的にふいています。
2 太陽光発電（愛

え

媛
ひ め

県西
さい

条
じょう

市）
3 地熱発電（大

お お

分
い た

県九
ここの

重
え

町）
4 バイオマス発電（岡

おか

山
やま

県）　おがくずなどが
原料の固形燃料「ペレット」を燃料にします。

7 世界のエネルギー消費量の推
す い

移
い

（「エネルギー白書」2022年）

6 シェールガスの採掘方法（→P.259）

日本以外の国での、エネルギーに関する取り組みをふり返りましょう。地理

10 廃
は い

炉
ろ

作業を行う福島第一原子力発電所
（2021年、福

ふ く

島
しま

県大
お お

熊
く ま

町）　完
か ん

了
りょう

は2050年
ころの計画です。奥

おく

に汚
お

染
せん

水
すい

を処
しょ

理
り

した水の貯
ちょ

蔵
ぞう

タンク、右
みぎ

端
はし

に屋根が壊
こわ

れた建物が見えます。

11 諸外国の発電電源の割合（IEA資料）

5 試
し

掘
くつ

されたメタンハイドレートの炎
ほのお

（2013
年、愛

あ い

知
ち

県・三
み

重
え

県沖）　天然ガスの一種で、
日本近海に多く存在します。

1

3

2

4

新しいエネルギーの
開発に向けて

石炭63.7

（2020年）

4.73.00.1

0.2

0.70.7

0.9

0.9 1.1
6.7 67.1 11.8 12.4

3.2

4.3 2.8

その他水力原子力天然ガス石油

20.2 39.6 19.4 6.8 13.1

10.710.5

0.9
17.1 11.3

71.5

16.1 16.1 16.1 16.1

25.3 16.8 11.4 25.3

0％

フランス

ドイツ

ロシア

インド

アメリカ

中    国

20 40 60 80 100

1970年 80 90 2000 10 20

140

120
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0

160
億トン

アフリカ

アフリカ

アジア大洋州

アジア大洋州

中東

中東

その他旧ソ連邦諸国

その他旧ソ連諸国

欧州（旧ソ連を除く）
ロシア

ロシア

中南米

中南米

北米

北米

欧州（旧ソ連を除く）
おうしゅう のぞ

れんしょこく

国際社会の課題の解決のために、私たちはどのような取り組みができるでしょうか。第２節の問い?

ガスの層ガスの層

ガスの移動ガスの移動 シェール層シェール層

シェールガス従来の方法

大量の水を頁岩大量の水を頁岩
（シェール）に入れ、（シェール）に入れ、
割れ目からガス割れ目からガス
を採取を採取

発電方式には、それぞれ費用、環境への影響、
安全性、安定性などに長所と短所があります。
①  発電方式のもつ長所と短所をふまえて、
2030年の発電電源の割合を、効率と公正、
持続可能性の観点から考えましょう。

②  グループで話し合って意見をまとめて、他
のグループと意見交

こ う

換
か ん

をしましょう。

発電方法 発電費用 
（円/kWh）

CO2排
はい

出
しゅつ

量
（発電時）
（g/kWh）

長　所 短　所

火
力（
化
石
燃
料
）

石炭火力 12.5 864 安定して高い発電量が
みこめる。
（石炭・天然ガス）世界
の各地に存

そ ん

在
ざ い

する。

温室効果ガスを排出。
国際情勢に供

きょう

給
きゅう

・価格
が左右される
（石油）産地が一部の地

ち

域
い き

にかたよる。

石油火力 26.7 695 

天然ガス 10.7 476 

原子力 11.5 0
温
室
効
果
ガ
ス
が
出
な
い
。

安定して高い発電量
を得られる。

事故の被
ひ

害
が い

が大きい。
放
ほ う

射
し ゃ

性
せ い

廃
は い

棄
き

物
ぶ つ

が出る。

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

水力 10.9 0 維
い

持
じ

費が安い。 
供給が安定している。

立地が限られる。
（水力）大規

き

模
ぼ

ダムは環
か ん

境
きょう

への影
え い

響
きょう

が大きい。
（地熱）発電費用が高い。地熱 16.7 0 火山が多く、世界有

数の資
し

源
げ ん

量。
風力

( )内は洋上
19.8 

（30.0） 0 試算では将
しょう

来
ら い

発電費
用が減る。
（太陽光）せまい場所
に設置できる。

発電が天候に左右される。
発電費用が高い。
環境・景観問題がある。太陽光

( )内は家庭
12.9 

（17.7） 0 

8 発電方式の特
と く

徴
ちょう

と発電費用（「資源エネルギー庁
ちょう

資料ほか」）

9 発電電力量の推移（「エネルギー白書」2022年）

日本のエネルギーの未来アクティビティアクティビティ

1970年 80 90 2000 10 21
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0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

石油

天然ガス

原子力 石炭
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水力

学び合い

リンク

動画

公 民 P.213

産業の発展とそれに伴う資源・エネルギーに関わる事例や、公害の問題解決に取
り組んだことを教材化し、生徒に選択・判断をうながす教材も掲載しています。

公害公害克克
こ く

服服
ふ く

の歴史を調べるの歴史を調べる
地
ち

域
い き

の環
か ん

境
きょう

の歴史を調べよう

● 班ごとに調べるテーマを決める
例  ・公害の原因を調べる ・公害が発生した社会背

は い

景
け い

を調べる
 ・公害克服の歴史を調べる ・環境問題への取り組みを調べる

考
察
と
ま
と
め

テ
ー
マ
の
決
定

課
題
の
調
査

　私たちの住む北九州市は、かつては深
しん

刻
こ く

な公害に悩
なや

まされていたそうです。しかしその後、多くの人々の力によって
環境は大きく改

かい

善
ぜ ん

し、現在も環境問題への取り組みが盛
さか

んに行われています。私たちのクラスでは、北九州市の環境問
題について班

はん

に分かれて調査し、それぞれが調べたことを発表することになりました。

北北
き た

九九
きゅう

州州
しゅう

市の市の環環
か ん

境境
きょう

問題にはどんな歴史があったのだろうか問題にはどんな歴史があったのだろうか1

調べたことを発信しよう調べたことを発信しよう3
　私たちは、今回調べた北九州市の公害の歴史を年表にまとめ、この歴史や、現在の北九州市の取り組みについて、多く
の人に知ってもらいたいと思い、インターネットで情報を発信することにしました。

北九州市
福岡県
ふくおか

きた きゅう しゅう

０ 5０km

日本文教出版_中学校歴史（令和7年）
Re603_03t2_00
福岡県北九州市

2023年2月　地図制作：ジェイ・マップ

北九州市の公害北九州市の公害克克
こ く

服服
ふ く

の歴史を調べようの歴史を調べよう2
　私たちの班では、北九州市の公害克服の歴史を探

さぐ

るため、北九州市環
境ミュージアムを訪

たず

ねて、調べたことを情報カードに記録していくこと
にしました。

北九州市は公害をどのように克服したのだろうか。調査課題

―福
ふ く

岡
お か

県北
き た

九
きゅう

州
しゅう

市―

地域
調べ

でかけよう！

1 環境ミュージアムの館内のようす

年表のつくり方
スキルスキル

年表づくりの手順
① どのようなテーマの年表を作るかを決める。
②テーマに関係するできごとを書き出す。
③ できごとどうしのつながりや全体の流れを
意識しながら、年表にのせるものを選ぶ。
④ 選んだできごとを時

じ

系
け い

列
れ つ

でならべ、表の形
式にまとめる。
注意する点
 読み取るポイントを明らかにするため情報
量はしぼり、重要なできごとに限定してま
とめる。
 同じ時期に、ほかの地域や国内全体、また
は海外で起こったできごとの年表をいっ
しょに作ると、そのテーマについてより理
解を深めることができる年表になる。

●  情報カード　� �
北九州市の発

は っ

展
て ん

と公害の発生

　北九州市は、1901（明治34）年に官営八
や

幡
は た

製鉄所
がつくられてから、鉄の生産を中心に発

はっ

展
てん

しました
が、当時の工場は生産を上げることを第一に考え、
煙
え ん

突
とつ

からは有害な煙
けむり

を出し、排
は い

水
すい

溝
こ う

からはよごれた
水をそのまま洞

どう

海
か い

湾
わ ん

に流していたため、北九州市の
空や海はよごれ
ていきました。

●情報カード　公害を乗りこえた経験を生かして

　今の北九州市は、美しい空と海を取りもどしています。1987（昭和62）

年には、全国の星空の美しい街のベスト100にも選ばれ、今では洞海湾で

漁業も行われています。さらに、2008年には国から「環境モデル都市」

に、2011年には「環境未来都市」に、2018年には経
け い

済
ざ い

協力開発機構（Ｏ

ＥＣＤ）から日本国内で初の「SDGs未来都市」に選定されました。

5 きれいに
なった空

●情報カード　� �
「青空がほしい」

　公害に最初に立ち向かったのは
婦人会の人たちでした。「青空が
ほしい」をスローガンに、自分たち
でばいじんを測定したり、専

せん

門
もん

家
か

と
勉強会を開いて記録映

えい

画
が

を製作
したりして、公害問題を訴

うった

えたそう
です。この訴

うった

えに、北九州市にく
らす多くの市民や企

き

業
ぎょう

、研究機関、
行政機関が動き、何度も話し合い
が重ねられ、美しい町を取りもど
すために、一体となって環境問題
に取り組むことで合意しました。

3 婦人会による工場視
し

察
さつ

（上）と
4 研究発表会（下）のようす
（林えいだい撮

さつ

影
えい

）

インターネットを
活用した発信のしかた

スキルスキル

　インターネットを使うと、世界中の人々に
情報を瞬

しゅん

時
じ

に発信することができます。

ウェブページをつくる
 文字だけでなく、写真やイラスト、動画な
どさまざまな表現方法を組み合わせると、
内容が伝わりやすい。
 ウェブページを閲

え つ

覧
ら ん

する人の立場になって、
どのような情報が必要かを考えるとよい。
注意する点
 ウェブページをつくるときは、新聞と同じ
ように見出しをつけたうえで、内容を小分
けにしてまとめる。
 海外の人にも見てもらいたい場合は、英語
など、日本語以外の言語も併

へ い

記
き

するとよい。
 写真やイラスト、動画などを使う場合は、
出典を示す。

年 北九州市の動き
1901 ・�八

や

幡
はた

に日本で初めての近代的
な製鉄所完成

1943 ・洞
どう

海
かい

湾
わん

から魚がいなくなる
1950 ・�ばいじんが降

ふ

る被
ひ

害
がい

が出はじ
める
・�このころ、婦人会が公害反対
運動を始める

1963 ・合
がっ

併
ぺい

により北
きた

九
きゅう

州
しゅう

市誕
たん

生
じょう

・下水道整備開始
1970 ・北九州市公害防止条例制定
1973 ・洞海湾でヘドロ除

じょ

去
きょ

作業開始
1980 ・洞海湾で魚が確

かく

認
にん

される
1990 ・�外国への環境対策技術指導

開始
2000 ・北九州市環境基本条例制定
2002 ・�北九州市環境ミュージアム開

館
2008 ・�政府から「環境モデル都市」

に選ばれる
2011 ・�政府から「環境未来都市」に

選ばれる
2018 ・�OECDから「SDGs」のモデ

ル都市に選ばれる
2020 ・ゼロカーボンシティ宣

せん

言
げん

年 日本国内の動き

1922 ・�神通
じん

川
づう

（富
と

山
やま

県）下
か

流
りゅう

域
いき

でイ
タイイタイ病発生

1953 ・�八代
やつ

湾
しろ

（熊
くま

本
もと

県・鹿
か

児
ご

島
しま

県）
沿
えん

岸
がん

で水
みな

俣
また

病発生
1960 ・�三重

み

県
え

四
よっ

日
か

市
いち

市で四日市ぜ
んそく多発

1964 ・�阿賀
あ

野
が

川
の

（新
にい

潟
がた

県）下流域で
新潟水俣病発生

1967 ・�公害対
たい

策
さく

基本法制定

1971 ・環
かん

境
きょう

庁
ちょう

設置

1993 ・環境基本法制定
1997 ・�地球温

おん

暖
だん

化防止京
きょう

都
と

会議開
かい

催
さい

2001・環境省設置

2005 ・京都議定書発効

2011 ・�東日本大震
しん

災
さい

� �
福
ふく

島
しま

第一原子力発電所事故
2015 ・�国連サミットで持続可能な開

発目標（SDGs）採
さい

択
たく

2020 ・カーボンニュートラル宣言

●北
き た

九
きゅう

州
しゅう

市の環
か ん

境
きょう

問題と対
た い

策
さ く

の歴史

6 カンボジアでの上水道分野の技
術協力プロジェクトのようす

●公害克服の経験を生かして
環境分野の国際協力と� �
国際ビジネス
　現在は、地元企

き

業
ぎょう

の海外水ビ
ジネスへの参入を支

し

援
えん

して、アジ
アの新興国に向けて上下水道技
術の輸出を行っています。その成
果により、アジアの環境人材の育
成拠

きょ

点
てん

としても注目されています。

SDGsの達成に向けて
　「SDGs未来都市」に選定された北九州市は、2030年までに達成すべき
独自の「北九州市SDGs未来都市計画」を策定しました。「『真の豊かさ』に
あふれ、世界に貢

こう

献
けん

し、信
しん

頼
らい

される『グリーン成長都市』」をスローガンに、
これまでの取り組みをさらに推

すい

進
しん

することでSDGｓ先進都市づくりを進めて
います。

2 煙におおわれ
た空（1960年代）

二次元
コード

リンク

リンク

288 289

歴 史 P.288

世界では、人々の活動によって排
はい

出
しゅつ

される二酸化炭素の量
と、植林などによって吸

きゅう

収
しゅう

される二酸化炭素の量を同じにする
「カーボンニュートラル」をめざす取り組みが進められています。

私たちの社会では、技術革
か く

新
し ん

を進めて知識や情報を共有するこ
とで新たな価値を生み出し、さまざまな課題を解決したり経

け い

済
ざ い

を発展させたりする取り組みが進められています。

よりよい社会をつくる
ために、私たちはどん
なことができるのかな。

持続可能な社会と私たち持続可能な社会と私たち

Ch000_01_53

私たちが生きているのはどんな
社会で、これからどのように変
わろうとしているのかな。

日本だけではなくて、
世界のことを見ていく
必要があるね。

さまざまな取り組みと私
たちの生活は、どのよう
に関係しているのだろう。

まどか

二酸化炭素の吸
きゅう

収
しゅう

二酸化炭素の排出

カーボンニュートラルの実現に向けて 技術革
か く

新
し ん

でめざされている社会

知識・情報が
つながらない

情報が多すぎる

すべての人と
ものがつながる

人々のニーズに
対応できない

さまざまなニーズに対応

必要な情報の提
てい

供
きょう 人の可能性が広がる

行動が制約される

現在 2050年

二酸化炭素の排
はい

出
しゅつ

1 平和記念式典（2022年 広
ひ ろ

島
しま

市中
なか

区）　原子爆
ば く

弾
だん

が投下された８月６
日に行われ、多くの市民が参列します。日本語を含

ふ く

めた10か国語で世
界に向けて「平和宣

せん

言
げん

」が発表されます。

5 植
しょく

樹
じ ゅ

活動をする人 （々2021年 インド）　この地
ち

域
い き

では毎年植樹イ
ベントが開

かい

催
さ い

されています。
6 ドローンによる山間部への配達の実証実験（2023年 奈

な

良
ら

県奈良
市）　山間部での生活を便利にするための取り組みです。

3 太陽光パネルが設置
された電気自動車の充

じゅう

電
で ん

施
し

設
せ つ

（2022年 スペイ
ン）　太陽光発電によっ
て得られた電気で電気
自動車を充電すること
で、二酸化炭素を排出
せずに自動車を使用す
ることができます。

4 いちごの色をAIで判
別して収

しゅう

穫
か く

するロボッ
トの研究・開発（2023
年 福

ふ く

岡
おか

県久
く

留
る

米
め

市）
　これまで人がしてい
た作業を機械にまかせ
られるように、さまざま
な分野で研究・開発が
進められています。

2 トルコからの支
し

援
え ん

でつくられた水道を使う子どもたち（2021年 チャ
ド）　すべての人がきれいな水を得られるように、水道の整備が進んで
いない国への支援が行われています。

かける あきと

さき

持続可能な社会とは、将
しょう

来
ら い

の人々に負
ふ

担
た ん

を残さずに発
はっ

展
て ん

していくことができる社会のこ
とです。持続可能な社会をつくるために、先進国と発展途

と

上
じょう

国がともに達成すべき、
2016年から 2030年のあいだの「17の目標」として、「持続可能な開発目標（SDGs 
（Sustainable Development Goals））」があります。日本を含

ふく

めた世界の国々は、これ 
らの目標のためにさまざまな取り組みを行っています。

巻頭 1 巻頭 2

地 理 巻頭 1

（三井物産戦略研究所資料）
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2010年 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

発電による排出
森林の喪失による排出
工業による排出

農業による排出
家庭からの排出

そうしつ はいしゅつ

学
習
の
見
通
し
を
も
と
う

学
習
の
見
通
し
を
も
と
う

３ ブラジルの温室効果ガスの部門別排出量

1 2 先住民によるブラジルナッツの収
しゅう

穫
か く

（2019年 ブラジル）　　
　先住民は、古くからこの木の種子を食用や薬用にしてきました。
アマゾン川流域にはこの木が広く分布していますが、その多くは
かつて先住民が植えたものと考えられています。現在では、種子
の販

は ん

売
ば い

が先住民の重要な収入源になっています。

5 6 宇宙から見た熱帯雨林の変化
（ブラジル）　 6 の写真の中央部には
ダムが建設されています。

資料活用資料活用 直線的に走る道路からどの
ように森林が開発されているか、読み
取りましょう。

ブラジルの環境保全の取り組み

 4 切り開かれた熱帯雨林（2020年 ブラジル）

第５節の問いに対する疑
ぎ

問
も ん

や答えの予想を、ポートフォリオに書きこみましょう。

　ブラジルには、アマゾン川などの大きな河川が流れ
ています。豊富な水資

し

源
げ ん

を利用し、巨大なダムを作っ
て水力発電を行っていて、再

さ い

生
せ い

可
か

能
の う

エネルギーの供
きょう

給
きゅう

量では世界有数の規
き

模
ぼ

となっています。今後、経済発
展にともなってエネルギーの需

じ ゅ

要
よ う

が増えることが予想
されています。そこで、水力発電に加えて太陽光発電
や風力発電を増やし、再生可能エネルギーの利用をさ
らに進めることを計画しています。
　また、ブラジルは、地

ち

球
きゅう

温
お ん

暖
だ ん

化
か

の原因の一つとされ
る二酸化炭素の排

は い

出
しゅつ

量を実質的にゼロにするカーボン
ニュートラル政策を進めています。排出量を抑

よ く

制
せ い

する
ためには、アマゾン川流

りゅう

域
い き

で急速に進んでいる熱帯雨
林の開発をおさえる必要があるとされています。
　熱帯雨林は、二酸化炭素を大量に吸

きゅう

収
しゅう

し、光合成に
よって酸素を放出しています。また、熱帯雨林は地球
上で動植物の種類が最も多様な場所とされています。
熱帯雨林に住む先住民は、さまざまな動植物を利用し、

P.73, 300

P.45

P.300

4 3

持続可能な
地域をめざして 熱帯雨林の豊かな自然熱帯雨林の豊かな自然環環

か ん

境境
き ょ う

とと経経
け い

済済
ざ い

発発
は っ

展展
て ん

南アメリカの開発と環境保全は、どのような状
じょう

況
きょう

になっていて、
何が問題になっているのでしょうか。

第５節の問い第５節の問い?

ポート
フォリオへ 二次元

コード

二次元
コード

共
きょう

存
ぞ ん

しながら生活してきました。熱帯雨林は地球全体
の環境保全や持続可能な開発目標（SDGs）の視

し

点
て ん

から、
非常に重要な場所なのです。

　しかし、アマゾン川流域の熱帯雨林の開発は、現在
も続いています。樹

じ ゅ

木
も く

が伐
ば っ

採
さ い

されて切り開かれた熱帯
雨林の多くは、農地に変わりました。農地では、農薬
や化学肥料を大量に使用して企

き

業
ぎょう

的農業が行われ、大
豆などの輸出用の農産物が栽

さ い

培
ば い

されています。その結
果、二酸化炭素の排出量を抑制することが難

むずか

しくなる
だけではなく、先住民の生活がおびやかされたり、同
じ農産物の栽培が続くことで農地がやせたりするなど
の影

え い

響
きょう

が深
し ん

刻
こ く

になっています。
　ブラジルは、大豆・とうもろこし・牛肉・鶏

と り

肉
に く

など
で、世界の農産物輸出量の上位に入っています。環境
保全と経済発展をどのように両立させるのか、大きな
課題となっています。

　 1 2

巻頭 1～2

P.96 2

失われる熱帯雨林と経済発展

1 52 6

5 から 6 への変化
と 7 のグラフから、
どのようなことが考
えられるかな。

緑色の部分が大きく
減少しているね。減
少した部分は農地に
変わったのかな。

20km0

1980年 2000 1090 20
0

0.5

1

1.5
億 t（FAOSTAT）

ブラジル

パラグアイアルゼンチン

アメリカ

インド

中国

 7 世界の大豆の生産量

南アメリカ州南アメリカ州節の問いを立てよう節の問いを立てよう

第5節の問いを解決するために　例を参考に、「なぜ」を用いた問いを立てましょう。

【例】南アメリカでは、なぜ熱帯雨林が減少するのでしょうか。減少にともなう課題に、どう対応して
いるのでしょうか。
南アメリカでは、
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きょう

存
ぞん

自然環
か ん

境
きょう

農業　鉱業

産　業

開発と環境保全

第５節の問いを解決するためにキーワード
について情報を集め、「南アメリカ州の学
習をまとめよう」（P.116～117）で節の問
いについて自分の考えをまとめ、熱帯雨林
を守る方法を議論しましょう。

南アメリカ州にみられる 地球的課題
熱帯雨林の伐
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採
さ い

による環境破
は

壊
か い
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6 北九州工業地帯の工業製品出荷額の内わ
け （「経済センサス」2022年ほか）

7 台
た い

湾
わ ん

に本社がある企
き

業
ぎょう

の半導体工場の建
設のようす （2023年 熊本県菊

きく

陽
よう

町）
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に作られた製鉄所（官営八
や

幡
はた

製鉄所）で、鉄鋼の生産が始まりました。
八幡製鉄所を中心に発展した北

きた

九
きゅう

州
しゅう

工
こう

業
ぎょう

地
ち

帯
たい

では鉄鋼や石油化学な
どの重

じゅう

化
か

学
がく

工
こう

業
ぎょう

が盛んになり、四大工業地帯の一つとして日本の経
けい

済
ざい

を支えてきました。
　しかし、急速な工業の発展は環境に大きな影

えい

響
きょう

をあたえ、さまざ
まな公

こう

害
がい

が発生しました。１960年代には、工場からの排
はい

煙
えん

による大
気汚

お

染
せん

や、工場排水による洞
どう

海
かい

湾
わん

の水質汚
お

濁
だく

などの公害が深
しん

刻
こく

にな
りました。公害が大きな社会問題になると、国や市は公害防止のた
めの基準づくりに努めました。また、企

き

業
ぎょう

は公害防止技術の開発を
進め、環境への負担の少ない工業をめざしました。このような過去
の公害の教訓を生かした取り組みの結果、北九州市では環境がいち
じるしく改善し、洞海湾は、魚のすめる海としてよみがえりました。

一方で１960年代以
い

降
こう

には、エネルギー源が石
炭から石油に変わるエネルギー革

かく

命
めい

が進み、
九州北部の炭鉱は閉

へい

鎖
さ

されました。北九州工業地帯では、鉄鋼の生
産が大

おお

幅
はば

に減少するだけでなく、それ以外の工業ものびなやみまし
た。その後、工場の誘

ゆう

致
ち

などの取り組みが進み、高速道路などの交
通網

もう

が整備された結果、九州各地にIC（集
しゅう

積
せき

回
かい

路
ろ

）工場や自動車工場
が進出しました。現在、九州では機械工業が盛んです。
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北九州市は、工業の盛
さか

んな地
ち

域
いき

です。しかし、
環境問題の解決や環境保全に積極的に取り

組んでいて、工業都市から環境都市に変わりつつあります。持
じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な社
しゃ

会
かい

への役
やく

割
わり

を率先して果たす「世界の環境首都」をめざして、
さまざまな取り組みを進めています。
　北九州市は環境未来都市やSDGs未来都市に選ばれ、廃

はい

棄
き

物
ぶつ

をゼ
ロにすることをめざすエコタウン事業を進めています。家電製品や
自動車部品のリサイクル事業、太陽光発電などの再生可能エネル
ギーの技術開発など、環境産業の発

はっ

展
てん

に取り組んでいます。また、
北九州市では、環境保全の技術を生かして、アジアの都市の環境問
題を解決するための国際協力を進めています。

北九州市の環境保全への取り組みには、歴史
的な背景があります。北九州市のある九州北

部は、日本で最初に近代的な工業が発展した地域です。この地域は、
かつて鉄

てっ

鋼
こう

の生産に必要な鉱産資
し

源
げん

を入手しやすい地域でした。筑
ちく

豊
ほう

炭田の石炭と中国から輸入した鉄鉱石を使って、現在の北九州市

（福岡県）

P.301
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世界の環境首都を
めざす北

き た

九
きゅう

州
しゅう

市　　　　　

北九州工業地帯の
発展と公害

変わる九州地方の
工業

九
きゅう

州
しゅう

地方では、なぜ環境産業が盛んになったのでしょうか。

工業の変化と自然環
か ん

境
きょう

の保全5
学習課題学習課題

3 山
やま

本
も と

作
さ く

兵
べ

衛
え

の炭鉱記録画 （田川市石炭・
歴史博物館蔵）　筑豊炭田での労働のようす
をえがいた記録画で、ユネスコ「世界の記

き

憶
お く

（世界記憶遺
い

産
さ ん

）」に登録されています。

公害克
こく

服
ふく

への取り組みや、資
し

源
げん

の有効利用
への関心の高まりなどに着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方

1 インドネシアの都市と連
れ ん

携
け い

して都市のごみを利用した堆
た い

肥
ひ

化事業を進める北九州
市の団体 （2018年 インドネシア）

2 北九州市のリサイクル率とごみ排出量の変化 
（「一般廃棄物処理実態調査結果」2020年ほか）

北
き た

九
きゅう

州
しゅう

市では、どうして
リサイクル事業が盛

さ か

んに
なったのかな。
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生まれ変わった水
み な

俣
ま た

市

　水俣市では、1950～60年代にかけて、四大公害の一つである
水俣病が発生しました。化学工場から海に流された排水に含

ふ く

まれ
るメチル水銀が魚にとりこまれ、その魚を日常的に食べていた
人々が被

ひ

害
が い

を受けました。その後、水俣湾では、環境を回復させ
るための取り組みが行われました。汚染された泥

ど ろ

が取り除
の ぞ

かれ、
魚の安全性が確かめられて、再び漁業を行うことができるように
なりました。
　現在、水俣市では、公害によってそこなわれた地域社会の絆

きずな

を
取りもどす「もやい直し」を合い言葉に、ごみの分別回収の徹

て っ

底
て い

、
堆肥化をはかる事業などが進められています。水俣市は、公害を
乗りこえた環境モデル都市として、全国から注目を集めています。

（熊本県）

4

地理地理
++αα

4 ごみの分別回収の取り組み（2016年 熊
く ま

本
も と

県水俣市）

5 九州地方で持続可能な社会づくりに向けた先進的な
取り組みを進めている地域 （内閣府資料ほか）
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日本文教出版_中学校地理（令和7年）
Ch331_05_05先進的な取り組みの地域

2022年12月　地図修正：ジェイ・マップ

3人と自然とのかかわり

二次元
コード

リンク

公害から人々の生活を守るための取り組みをふり返りましょう。小学校⑤年

リンク
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リンク

九州地方の現在の工業の特色を、
本文からぬき出しましょう。

北九州市や水俣市が積極的に環
境保全に取り組んでいる背景を、
それぞれの地域の工業の歴史に
着目して説明しましょう。
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表現表現

182 183

33
‐‐
33

九
州
地
方

九
州
地
方

5

10

15

5

10

15

地 理 P.183

地 球 温 暖 化 へ の 対 応
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北海道電力

東京電力

北陸電力

中国電力

九州電力

東北電力

風力発電所（最大出力5万kW以上）
太陽光発電所（最大出力6万kW以上）
原子力発電所
火力発電所（最大出力150万kW以上）
水力発電所（最大出力50万kW以上）

主な発電所の分布

主な電力会社の営業地域

中部電力

関西電力

四国電力

沖縄電力

（2023年）

（2022年）

日本文教出版_中学校地理（令和7年）
Ch321_06_04日本の主な電力会社

2022年12月　地図作成：ジェイ・マップ

日本は、世界有数のエネルギー消費国です。
主なエネルギー源は石油・石炭・天然ガスで

すが、燃やすときに地球温
おん

暖
だん

化
か

の原因の一つになる二酸化炭素を大
量に排

はい

出
しゅつ

します。また、自給率がほぼ0％ということもあり、これ
らに代わるエネルギー源の確保が大きな課題となっています。
　以前は、原子力発電が注目されていましたが、東日本大震

しん

災
さい

で発
生した福

ふく

島
しま

第一原子力発電所の事故によって、エネルギー問題に対
する人々の意識は大きく変わりました。現在は、環境保全と経

けい

済
ざい

発
はっ

展
てん

を両立させる持続可能な社会を実現するために、太陽光発電・風
力発電・地熱発電など、再

さい

生
せい

可
か

能
のう

エネルギーの開発が進められてい
ます。エネルギー供

きょう

給
きゅう

に占
し

める割
わり

合
あい

はまだ低く、発電コストの高さ、
発電所の建設による環境破

は

壊
かい

などの課題もありますが、供給を増や
す努力が続けられています。

エネルギー供給の面から日本をみると、中
ちゅう

部
ぶ

地方などの内陸部には水力発電所が多く、大
都市圏

けん

の沿
えん

岸
がん

部には火力発電所が多く、大都市からはなれた沿岸部
には原子力発電所や風力発電所が多く立地しています。電力会社の
営業地域をみると、7地方区分とほぼ一

いっ

致
ち

しており、地域区分が私
たちの生活にも関係しています。
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巻頭1～2

P.300

6

4

エネルギー源や工業原料として使われる鉱物
を鉱

こう

産
さん

資
し

源
げん

とよびます。鉱産資源は、世界の
一部の地

ち

域
いき

にかたよって分布していることが多くなっています。
　日本は、資源の種類や埋

まい

蔵
ぞう

量にとぼしく、大量に消費する資源の
ほとんどを生産量が多い国からの輸入にたよっています。エネル
ギー資源として利用される石油は西アジアの国々などから、天然ガ
スや、鉄

てっ

鋼
こう

の生産に用いられる石炭、鉄鉱石はオーストラリアなど
から輸入しています。

鉱産資源の埋蔵量には限りがあります。資源
を安定して確保するために、大

たい

陸
りく

棚
だな

や太
たい

平
へい

洋
よう

の深海底での開発が進められています。
　外国からの輸入や開発だけではなく、リサイクルのしくみを整備
することも重要です。先

せん

端
たん

技術（ハイテク）産業の製品に欠かせない
レアメタル（希少金属）は、生産国にかたよりがあり、安定的に輸入
することに不安があります。そこで、不要になった製品から回収し
て再利用する取り組みが進められています。

　 1 2
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鉱産資源を外国に
依存する日本

資源を確保する
ために

環
か ん

境
きょう

問題への
取り組み

環境問題への
取り組み

資
し

源
げ ん

・エネルギーからみた日本の地
ち

域
い き

的特色と地域区分6
学習課題学習課題
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鉄鉱石
輸入

97.9%

天然
ガス

（2020年）

1 火力発電所へ燃料（天然ガス）を運んできたタンカー （2020年 千
ち

葉
ば

県富
ふっ

津
つ

市）

2 日本の資
し

源
げ ん

自給率 （「総合エネル
ギー統計」2020年ほか）

5 電気自動車を充電しているようす
（2021年 横

よ こ

浜
は ま

市青
あお

葉
ば

区）

6 各国のエネルギー供給の割合（IEA資料）

日本の資源・エネルギーにかか
わる課題を、本文からぬき出し
ましょう。

確認確認

資源・エネルギーに着目すると、
日本はどのように地域区分でき
るか、白地図にまとめましょう。
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れんぽう

日本は鉱産資源にとぼしく、外国に多くを
依
い

存
そん

していることに着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方 1位置や分布

私たちの使う電気は、
どのように供

きょう

給
きゅう

され
ているのかな。

再生可能エネルギーと脱炭素社会

　日本は、2050年までに二酸化炭素の排出量を実質
的にゼロにするカーボンニュートラルの実現をめざし
ています。そのためには、エネルギー源として鉱産資
源に依存した社会のしくみを見直す必要があります。
そこで、二酸化炭素の排出量が多い火力発電に代わっ
て、水力、太陽光、風力、地熱、バイオマスなどの再
生可能エネルギーが注目されています。
　各家庭でできる取り組みにはどのようなものがある
でしょうか。ガソリン車から電気自動車などに切り替
えたり、太陽光パネルを自宅の屋根に設置したりする
ことなどがあげられます。これ以外にどのような取り
組みがあるか、考えてみましょう。

巻頭 1

5

地理地理
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4 主な発電所の分布と主な電
力会社の営業地域（各社資料）

3 日本の鉱産資源の主な輸入先
（貿易統計）
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天然ガスの貯
ち ょ

蔵
ぞ う

設備

火力発電所

冷
れ い

却
きゃく

して液体になった
天然ガスを輸送するタンカー

日本では、資源やエネルギーをどのように確保しているのでしょうか。
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０ ３００km

北海道電力

東京電力

北陸電力

中国電力

九州電力

東北電力

風力発電所（最大出力5万kW以上）
太陽光発電所（最大出力6万kW以上）
原子力発電所
火力発電所（最大出力150万kW以上）
水力発電所（最大出力50万kW以上）

主な発電所の分布

主な電力会社の営業地域

中部電力

関西電力

四国電力

沖縄電力

（2023年）

（2022年）

日本文教出版_中学校地理（令和7年）
Ch321_06_04日本の主な電力会社

2022年12月　地図作成：ジェイ・マップ

日本は、世界有数のエネルギー消費国です。
主なエネルギー源は石油・石炭・天然ガスで

すが、燃やすときに地球温
おん

暖
だん

化
か

の原因の一つになる二酸化炭素を大
量に排

はい

出
しゅつ

します。また、自給率がほぼ0％ということもあり、これ
らに代わるエネルギー源の確保が大きな課題となっています。
　以前は、原子力発電が注目されていましたが、東日本大震

しん

災
さい

で発
生した福

ふく

島
しま

第一原子力発電所の事故によって、エネルギー問題に対
する人々の意識は大きく変わりました。現在は、環境保全と経

けい

済
ざい

発
はっ

展
てん

を両立させる持続可能な社会を実現するために、太陽光発電・風
力発電・地熱発電など、再

さい

生
せい

可
か

能
のう

エネルギーの開発が進められてい
ます。エネルギー供

きょう

給
きゅう

に占
し

める割
わり

合
あい

はまだ低く、発電コストの高さ、
発電所の建設による環境破

は

壊
かい

などの課題もありますが、供給を増や
す努力が続けられています。

エネルギー供給の面から日本をみると、中
ちゅう

部
ぶ

地方などの内陸部には水力発電所が多く、大
都市圏

けん

の沿
えん

岸
がん

部には火力発電所が多く、大都市からはなれた沿岸部
には原子力発電所や風力発電所が多く立地しています。電力会社の
営業地域をみると、7地方区分とほぼ一

いっ

致
ち

しており、地域区分が私
たちの生活にも関係しています。

P.45, 126

P.150

巻頭1～2

P.300

6

4

エネルギー源や工業原料として使われる鉱物
を鉱

こう

産
さん

資
し

源
げん

とよびます。鉱産資源は、世界の
一部の地

ち

域
いき

にかたよって分布していることが多くなっています。
　日本は、資源の種類や埋

まい

蔵
ぞう

量にとぼしく、大量に消費する資源の
ほとんどを生産量が多い国からの輸入にたよっています。エネル
ギー資源として利用される石油は西アジアの国々などから、天然ガ
スや、鉄

てっ

鋼
こう

の生産に用いられる石炭、鉄鉱石はオーストラリアなど
から輸入しています。

鉱産資源の埋蔵量には限りがあります。資源
を安定して確保するために、大

たい

陸
りく

棚
だな

や太
たい

平
へい

洋
よう

の深海底での開発が進められています。
　外国からの輸入や開発だけではなく、リサイクルのしくみを整備
することも重要です。先

せん

端
たん

技術（ハイテク）産業の製品に欠かせない
レアメタル（希少金属）は、生産国にかたよりがあり、安定的に輸入
することに不安があります。そこで、不要になった製品から回収し
て再利用する取り組みが進められています。

　 1 2

3

P.298

P.82, 84

鉱産資源を外国に
依存する日本

資源を確保する
ために

環
か ん

境
きょう

問題への
取り組み

環境問題への
取り組み

資
し

源
げ ん

・エネルギーからみた日本の地
ち

域
い き

的特色と地域区分6
学習課題学習課題

自給0.4%

自給0.0%

自給0.4%

自給2.1%

輸入

99.6%

石油
輸入

99.6%

石炭

輸入

100.0%

鉄鉱石
輸入

97.9%

天然
ガス

（2020年）

1 火力発電所へ燃料（天然ガス）を運んできたタンカー （2020年 千
ち

葉
ば

県富
ふっ

津
つ

市）

2 日本の資
し

源
げ ん

自給率 （「総合エネル
ギー統計」2020年ほか）

5 電気自動車を充電しているようす
（2021年 横

よ こ

浜
はま

市青
あお

葉
ば

区）

6 各国のエネルギー供給の割合（IEA資料）

日本の資源・エネルギーにかか
わる課題を、本文からぬき出し
ましょう。

確認確認

資源・エネルギーに着目すると、
日本はどのように地域区分でき
るか、白地図にまとめましょう。

表現表現

水力 8.6% 原子力 3.8

60.1 19.4 13.1

66.412.5％ 8.6 12.5

4.3％

2.3

63.7％ 13.2 20.8

43.3 11.1 41.3

日本
1兆310億kWh

アメリカ
4兆2524億kWh

フランス
5324億kWh

ドイツ
5820億kWh

ブラジル
6212億kWh

0% 20（2020年） 40 60 80 100

14.9

火力 72.7 風力、
地熱ほか

7.4%

0％ 20 40 60 80 100

鉄鉱石
1億1307万t

天然ガス
7432万t

（2021年）

石油
1億4331万kL

石炭
1億8261万t

サウジアラビア
39.7%

オーストラリア
65.4％

オーストラリア
58.8％

オーストラリア
35.8％

マレーシア
13.6

カタール
12.1 9.5

ブラジル
26.6

12.4 11.4

8.36.3

アラブ首長国連邦
34.7
クウェート

インドネシア

ロシア
10.8

その他
29.0

カナダ その他

アメリカ

その他

その他

8.4 17.2

れんぽう

日本は鉱産資源にとぼしく、外国に多くを
依
い

存
そん

していることに着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方 1位置や分布

私たちの使う電気は、
どのように供

きょう

給
きゅう

され
ているのかな。

再生可能エネルギーと脱炭素社会

　日本は、2050年までに二酸化炭素の排出量を実質
的にゼロにするカーボンニュートラルの実現をめざし
ています。そのためには、エネルギー源として鉱産資
源に依存した社会のしくみを見直す必要があります。
そこで、二酸化炭素の排出量が多い火力発電に代わっ
て、水力、太陽光、風力、地熱、バイオマスなどの再
生可能エネルギーが注目されています。
　各家庭でできる取り組みにはどのようなものがある
でしょうか。ガソリン車から電気自動車などに切り替
えたり、太陽光パネルを自宅の屋根に設置したりする
ことなどがあげられます。これ以外にどのような取り
組みがあるか、考えてみましょう。

巻頭 1

5

地理地理
++αα

4 主な発電所の分布と主な電
力会社の営業地域（各社資料）

3 日本の鉱産資源の主な輸入先
（貿易統計）

リンク

リンク

二次元
コード

天然ガスの貯
ち ょ

蔵
ぞ う

設備

火力発電所

冷
れ い

却
きゃく

して液体になった
天然ガスを輸送するタンカー

日本では、資源やエネルギーをどのように確保しているのでしょうか。
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環  境  保  全

地域に
学ぶ

大正時代には、一部の知識人や富
ふ

裕
ゆう

層
そう

だけで
なく、サラリーマンや労働者など広く一

いっ

般
ぱん

の
人々が楽しむ大衆文化が登場しました。その代表が映

えい

画
が

です。初期
の映画は映像のみで、物語の内容は弁士が説明していましたが、や
がて今

こん

日
にち

のように音声がついたトーキーとなりました。1925（大正

14）年にラジオ放
ほう

送
そう

が始まると、歌
か

謡
よう

曲
きょく

や野球中
ちゅう

継
けい

などが、茶の間
の人気を集めました。
　また、義務教育の普

ふ

及
きゅう

や中等学校への進学者の増大を背
はい

景
けい

に、新
聞や雑

ざっ

誌
し

の読者が増え、発行部数が100万部をこえる有力紙、大衆
誌も現れました。1926年の円

えん

本
ぽん

、翌
よく

年の文庫本の刊行をきっかけに、
富裕層の独

どく

占
せん

物だった文学書や学術書は大衆化していきました。
　こうした出版事情のなかで、武

む

者
しゃの

小
こう

路
じ

実
さね

篤
あつ

や谷
たに

崎
ざき

潤
じゅん

一
いち

郎
ろう

、芥
あくた

川
がわ

龍
りゅう

之
の

介
すけ

らの作品が、多くの読者を得ました。また小
こ

林
ばやし

多
た

喜
き

二
じ

など、労
働者や農民の貧

ひん

困
こん

や、社会運動に立ち上がる姿
すがた

をえがく文学（プロ
レタリア文学）も登場しました。大衆文学というジャンルが生まれ、
吉
よし

川
かわ

英
えい

治
じ

や江
え

戸
ど

川
がわ

乱
らん

歩
ぽ

などが活
かつ

躍
やく

しました。

1110

12

13 2

14

 定価１円の本。改造社が１円均
き ん

一
い つ

の文学
全集を発売して大成功したことから、安価な
円本の刊行がブームになりました。

2

第一次世界大戦後の経
け い

済
ざ い

の発
は っ

展
て ん

と、人々の生活や意識の変化に着目しましょう。

文化の大
た い

衆
しゅう

化

第2節の問いに答えよう?

12 ラジオのあるくらし　放送時間は、朝９
時から夜９時半までで、とちゅうに休みがあ
りました。

10 東
と う

京
きょう

の浅
あ さ

草
く さ

の映画街（東京都立中央図書館蔵）　常設映画の発
は っ

祥
しょう

の地である浅草は、娯楽の中心地として人々をひきつけました。

15 大正時代の東京駅

13 大正時代に刊
行された雑誌
（左から『キング』『白
樺』『改造』　東京都　
日本近代文学館蔵）

18 久原房之助（1869～1965）

この時代に生まれた新しい文化
の特色を確

かく

認
にん

しましょう。

大正時代の人々の生活や文化の
特色が生まれた理由を説明しま
しょう。

確認確認

表現表現

第一次世界大戦後、なぜ社会運動が広がり、人々の生活はどのように変化したのでしょうか。第2節の問い?

14 芥川龍之介（1892～
1927）（東京都　国立国会図

書館蔵）　『鼻』『羅
ら

生
しょう

門
もん

』
などで知られています。
現在も優

す ぐ

れた純
じゅん

文学作
品におくられる芥川賞
は、彼を記念した文学
賞です。

11 大正時代
の映画のポ
スター（国立
映画アーカイブ
蔵）

近代化産業遺
い

産
さ ん

を訪
た ず

ねる

● よみがえった東京駅
　新幹線をはじめ多くの列車が発着する東京駅
は、1914（大正３）年に完成しました。辰

た つ

野
の

金
き ん

吾
ご

が設計した３階建ての駅舎は、南北にドーム
屋根を配し、まるで宮

きゅう

殿
で ん

のようでした。駅舎は
1923年の関

か ん

東
と う

大
だ い

震
し ん

災
さ い

でも無事で、避
ひ

難
な ん

所
じ ょ

とし
て活

か つ

躍
や く

しました。しかし、太平洋戦争の空
く う

襲
しゅう

で
大部分が破壊されました。
　戦後、資材不足から、２階までの修復で営業を再開しました。
2007（平成19）年に始まった保

ほ

存
ぞ ん

・復元工事で３階部分を復活
させ、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、駅舎はびくともしませんでした。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

を
ドーム屋根などに使い、2012年、新しい東京駅は完成しました。

17 15

16

● 日立市のシンボル大煙
えん

突
とつ

　1905（明治38）年、久
く

原
は ら

房
ふ さ

之
の

助
す け

が赤
あ か

沢
さ わ

銅山を買
ば い

収
しゅう

し、日立鉱
山と名前を変

へ ん

更
こ う

しました。1907年ごろから煙害が発生し、頭
をなやませていました。そして久原は考えぬいた末、 煙害対

た い

策
さ く

に高い煙突の必要性を訴
うった

えました。当時の常識では考えられな
いことでしたが、1914年、農商務省から建設の認

に ん

可
か

を得ます。
大煙突は、当時最も高かったアメリカの煙突をぬき、約156ｍ
という世界一の煙突となりました。翌

よ く

1915年に操
そ う

業
ぎょう

を開始し、
これにより煙害は減りました。大煙突は日立市のシンボルとし
て、現在でも市内の小学校の校歌に歌われています。

18

19

20

● G型自動織
しょっ

機
き

の発明 －旧豊
とよ

田
た

紡
ぼう

織
しょく

本社工場
　名古屋市にトヨタ産業技術記念館があります。この記念館は、
旧豊田紡織本社工場であった建物を使っています。ここには豊

と よ

田
だ

佐
さ

吉
き ち

が発明した織機が展
て ん

示
じ

してあります。
　1885年、国が専

せ ん

売
ば い

特許条例を公布し、これをきっかけに、佐
吉は自らの知

ち

恵
え

により新しいものを創
そ う

造
ぞ う

する発明に一生をささ
げようと決意します。農家で使われている手

て

機
ば た

は能率が悪く、
これを改良すれば世の中の役に立つと考えました。そして
1890年、豊田式木製人力織機を完成させます。その後、1896
年に日本初の動力織機の豊田式汽力織機を完成させました。
1911年には、豊田自動織布工場を建てて自動織機の改良を重
ね、1924年に当時世界一の性能をほこるG型自動織機を完成
させました。

21

22

23

東
と う

京
きょう

都・日
ひ

立
た ち

市・名
な

古
ご

屋
や

市

21トヨタ産業技術
記念館（愛

あい

知
ち

県　名
な

古
ご

屋
や

市）

23 G型自動織機

20現在の折れた大煙突19 完成当時の大煙突

17 辰野金吾（1854～1919）

22豊田佐吉（1867～1930）

16 よみがえった東京駅
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地域に
学ぶ

大正時代には、一部の知識人や富
ふ

裕
ゆう

層
そう

だけで
なく、サラリーマンや労働者など広く一

いっ

般
ぱん

の
人々が楽しむ大衆文化が登場しました。その代表が映

えい

画
が

です。初期
の映画は映像のみで、物語の内容は弁士が説明していましたが、や
がて今

こん

日
にち

のように音声がついたトーキーとなりました。1925（大正

14）年にラジオ放
ほう

送
そう

が始まると、歌
か

謡
よう

曲
きょく

や野球中
ちゅう

継
けい

などが、茶の間
の人気を集めました。
　また、義務教育の普

ふ

及
きゅう

や中等学校への進学者の増大を背
はい

景
けい

に、新
聞や雑

ざっ

誌
し

の読者が増え、発行部数が100万部をこえる有力紙、大衆
誌も現れました。1926年の円

えん

本
ぽん

、翌
よく

年の文庫本の刊行をきっかけに、
富裕層の独

どく

占
せん

物だった文学書や学術書は大衆化していきました。
　こうした出版事情のなかで、武

む

者
しゃの

小
こう

路
じ

実
さね

篤
あつ

や谷
たに

崎
ざき

潤
じゅん

一
いち

郎
ろう

、芥
あくた

川
がわ

龍
りゅう

之
の

介
すけ

らの作品が、多くの読者を得ました。また小
こ

林
ばやし

多
た

喜
き

二
じ

など、労
働者や農民の貧

ひん

困
こん

や、社会運動に立ち上がる姿
すがた

をえがく文学（プロ
レタリア文学）も登場しました。大衆文学というジャンルが生まれ、
吉
よし

川
かわ

英
えい

治
じ

や江
え

戸
ど

川
がわ

乱
らん

歩
ぽ

などが活
かつ

躍
やく

しました。
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 定価１円の本。改造社が１円均
き ん

一
い つ

の文学
全集を発売して大成功したことから、安価な
円本の刊行がブームになりました。

2

第一次世界大戦後の経
け い

済
ざ い

の発
は っ

展
て ん

と、人々の生活や意識の変化に着目しましょう。

文化の大
た い

衆
しゅう

化

第2節の問いに答えよう?

12 ラジオのあるくらし　放送時間は、朝９
時から夜９時半までで、とちゅうに休みがあ
りました。

10 東
と う

京
きょう

の浅
あ さ

草
く さ

の映画街（東京都立中央図書館蔵）　常設映画の発
は っ

祥
しょう

の地である浅草は、娯楽の中心地として人々をひきつけました。

15 大正時代の東京駅

13 大正時代に刊
行された雑誌
（左から『キング』『白
樺』『改造』　東京都　
日本近代文学館蔵）

18 久原房之助（1869～1965）

この時代に生まれた新しい文化
の特色を確

かく

認
にん

しましょう。

大正時代の人々の生活や文化の
特色が生まれた理由を説明しま
しょう。

確認確認

表現表現

第一次世界大戦後、なぜ社会運動が広がり、人々の生活はどのように変化したのでしょうか。第2節の問い?

14 芥川龍之介（1892～
1927）（東京都　国立国会図

書館蔵）　『鼻』『羅
ら

生
しょう

門
もん

』
などで知られています。
現在も優

す ぐ

れた純
じゅん

文学作
品におくられる芥川賞
は、彼を記念した文学
賞です。

11 大正時代
の映画のポ
スター（国立
映画アーカイブ
蔵）

近代化産業遺
い

産
さ ん

を訪
た ず

ねる

● よみがえった東京駅
　新幹線をはじめ多くの列車が発着する東京駅
は、1914（大正３）年に完成しました。辰

た つ

野
の

金
き ん

吾
ご

が設計した３階建ての駅舎は、南北にドーム
屋根を配し、まるで宮

きゅう

殿
で ん

のようでした。駅舎は
1923年の関

か ん

東
と う

大
だ い

震
し ん

災
さ い

でも無事で、避
ひ

難
な ん

所
じ ょ

とし
て活

か つ

躍
や く

しました。しかし、太平洋戦争の空
く う

襲
しゅう

で
大部分が破壊されました。
　戦後、資材不足から、２階までの修復で営業を再開しました。
2007（平成19）年に始まった保

ほ

存
ぞ ん

・復元工事で３階部分を復活
させ、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、駅舎はびくともしませんでした。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

を
ドーム屋根などに使い、2012年、新しい東京駅は完成しました。

17 15

16

● 日立市のシンボル大煙
えん

突
とつ

　1905（明治38）年、久
く

原
は ら

房
ふ さ

之
の

助
す け

が赤
あ か

沢
さ わ

銅山を買
ば い

収
しゅう

し、日立鉱
山と名前を変

へ ん

更
こ う

しました。1907年ごろから煙害が発生し、頭
をなやませていました。そして久原は考えぬいた末、 煙害対

た い

策
さ く

に高い煙突の必要性を訴
うった

えました。当時の常識では考えられな
いことでしたが、1914年、農商務省から建設の認

に ん

可
か

を得ます。
大煙突は、当時最も高かったアメリカの煙突をぬき、約156ｍ
という世界一の煙突となりました。翌

よ く

1915年に操
そ う

業
ぎょう

を開始し、
これにより煙害は減りました。大煙突は日立市のシンボルとし
て、現在でも市内の小学校の校歌に歌われています。

18
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20

● G型自動織
しょっ

機
き

の発明 －旧豊
とよ

田
た

紡
ぼう

織
しょく

本社工場
　名古屋市にトヨタ産業技術記念館があります。この記念館は、
旧豊田紡織本社工場であった建物を使っています。ここには豊

と よ

田
だ

佐
さ

吉
き ち

が発明した織機が展
て ん

示
じ

してあります。
　1885年、国が専

せ ん

売
ば い

特許条例を公布し、これをきっかけに、佐
吉は自らの知

ち

恵
え

により新しいものを創
そ う

造
ぞ う

する発明に一生をささ
げようと決意します。農家で使われている手

て

機
ば た

は能率が悪く、
これを改良すれば世の中の役に立つと考えました。そして
1890年、豊田式木製人力織機を完成させます。その後、1896
年に日本初の動力織機の豊田式汽力織機を完成させました。
1911年には、豊田自動織布工場を建てて自動織機の改良を重
ね、1924年に当時世界一の性能をほこるG型自動織機を完成
させました。
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23

東
と う

京
きょう

都・日
ひ

立
た ち

市・名
な

古
ご

屋
や

市

21トヨタ産業技術
記念館（愛

あい

知
ち

県　名
な

古
ご

屋
や

市）

23 G型自動織機

20現在の折れた大煙突19 完成当時の大煙突

17 辰野金吾（1854～1919）

22豊田佐吉（1867～1930）

16 よみがえった東京駅
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5

10

15

地域に
学ぶ

大正時代には、一部の知識人や富
ふ

裕
ゆう

層
そう

だけで
なく、サラリーマンや労働者など広く一

いっ

般
ぱん

の
人々が楽しむ大衆文化が登場しました。その代表が映

えい

画
が

です。初期
の映画は映像のみで、物語の内容は弁士が説明していましたが、や
がて今

こん

日
にち

のように音声がついたトーキーとなりました。1925（大正

14）年にラジオ放
ほう

送
そう

が始まると、歌
か

謡
よう

曲
きょく

や野球中
ちゅう

継
けい

などが、茶の間
の人気を集めました。
　また、義務教育の普

ふ

及
きゅう

や中等学校への進学者の増大を背
はい

景
けい

に、新
聞や雑

ざっ

誌
し

の読者が増え、発行部数が100万部をこえる有力紙、大衆
誌も現れました。1926年の円

えん

本
ぽん

、翌
よく

年の文庫本の刊行をきっかけに、
富裕層の独

どく

占
せん

物だった文学書や学術書は大衆化していきました。
　こうした出版事情のなかで、武

む

者
しゃの

小
こう

路
じ

実
さね

篤
あつ

や谷
たに

崎
ざき

潤
じゅん

一
いち

郎
ろう

、芥
あくた

川
がわ

龍
りゅう

之
の

介
すけ

らの作品が、多くの読者を得ました。また小
こ

林
ばやし

多
た

喜
き

二
じ

など、労
働者や農民の貧

ひん

困
こん

や、社会運動に立ち上がる姿
すがた

をえがく文学（プロ
レタリア文学）も登場しました。大衆文学というジャンルが生まれ、
吉
よし

川
かわ

英
えい

治
じ

や江
え

戸
ど

川
がわ

乱
らん

歩
ぽ

などが活
かつ

躍
やく

しました。
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は、1914（大正３）年に完成しました。辰

た つ

野
の

金
き ん

吾
ご

が設計した３階建ての駅舎は、南北にドーム
屋根を配し、まるで宮

きゅう

殿
で ん

のようでした。駅舎は
1923年の関

か ん

東
と う

大
だ い

震
し ん

災
さ い

でも無事で、避
ひ

難
な ん

所
じ ょ

とし
て活

か つ

躍
や く

しました。しかし、太平洋戦争の空
く う

襲
しゅう

で
大部分が破壊されました。
　戦後、資材不足から、２階までの修復で営業を再開しました。
2007（平成19）年に始まった保

ほ

存
ぞ ん

・復元工事で３階部分を復活
させ、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、駅舎はびくともしませんでした。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

を
ドーム屋根などに使い、2012年、新しい東京駅は完成しました。

17 15

16

● 日立市のシンボル大煙
えん

突
とつ

　1905（明治38）年、久
く

原
は ら

房
ふ さ

之
の

助
す け

が赤
あ か

沢
さ わ

銅山を買
ば い

収
しゅう

し、日立鉱
山と名前を変

へ ん

更
こ う

しました。1907年ごろから煙害が発生し、頭
をなやませていました。そして久原は考えぬいた末、 煙害対

た い

策
さ く

に高い煙突の必要性を訴
うった

えました。当時の常識では考えられな
いことでしたが、1914年、農商務省から建設の認

に ん

可
か

を得ます。
大煙突は、当時最も高かったアメリカの煙突をぬき、約156ｍ
という世界一の煙突となりました。翌

よ く

1915年に操
そ う

業
ぎょう

を開始し、
これにより煙害は減りました。大煙突は日立市のシンボルとし
て、現在でも市内の小学校の校歌に歌われています。

18

19

20

● G型自動織
しょっ

機
き

の発明 －旧豊
とよ

田
た

紡
ぼう

織
しょく

本社工場
　名古屋市にトヨタ産業技術記念館があります。この記念館は、
旧豊田紡織本社工場であった建物を使っています。ここには豊

と よ

田
だ

佐
さ

吉
き ち

が発明した織機が展
て ん

示
じ

してあります。
　1885年、国が専

せ ん

売
ば い

特許条例を公布し、これをきっかけに、佐
吉は自らの知

ち

恵
え

により新しいものを創
そ う

造
ぞ う

する発明に一生をささ
げようと決意します。農家で使われている手

て

機
ば た

は能率が悪く、
これを改良すれば世の中の役に立つと考えました。そして
1890年、豊田式木製人力織機を完成させます。その後、1896
年に日本初の動力織機の豊田式汽力織機を完成させました。
1911年には、豊田自動織布工場を建てて自動織機の改良を重
ね、1924年に当時世界一の性能をほこるG型自動織機を完成
させました。

21

22

23

東
と う

京
きょう

都・日
ひ

立
た ち

市・名
な

古
ご

屋
や

市

21トヨタ産業技術
記念館（愛

あい

知
ち

県　名
な

古
ご

屋
や

市）

23 G型自動織機

20現在の折れた大煙突19 完成当時の大煙突

17 辰野金吾（1854～1919）

22豊田佐吉（1867～1930）

16 よみがえった東京駅
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時
代
旧
石
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縄
文

弥
生

古
墳

飛
鳥
奈
良

平
安

　
　
　
　
　
南
北
朝

室
町

戦
国

江
戸

明
治

昭
和
平
成

令
和

大正

安土
桃山
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私たちの社会参画私たちの社会参画

明日明日に
向かって

SDGsから未来の社会を考えよう
　国際社会共通の目標であるSDGsへの、日本の取り組み状

じょう

況
きょう

を資料から見てみましょう。そして、目
標達成のために、私たちがどのように課題を解決していけばよいのかを考えていきましょう。

SDGsに関する自分の市
区町村の取り組みの進捗
状況を調べてみたいな。

これまでに学習した
見方・考え方も活用
して考えましょう。

1 日本の目標の達成の指標（「Sustainable Development Report 2022」）
日本は、163か国中19位です（2022年）。

3 1 の指標の詳
しょう

細
さ い

（抜
ば っ

粋
す い

）（「Sustainable Development Report 2022」）

5 緑のカーテン
植物を窓

ま ど

の外に茂
し げ

らせて、夏の強い日
差しや外からの熱
をやわらげ、室温の
上
じょう

昇
しょう

をおさえます。

6 板橋エコポリス　人と環境が共生
する都市をめざし、環境教育や生活の
実
じ っ

践
せ ん

など、環境のことを考え、活動す
る施設です。

7 海岸の清掃活動
（2020年、神奈川県
藤
ふ じ

沢
さ わ

市）

4 日本政府の定めた8つの優
ゆ う

先
せ ん

課題

●国際社会にかかわる課題について、日本の社会はどのように取り組んでいるかを具体的に見てみましょう。

① 1から、17の目標を達成度のちがいで分類し、右の表に記入しましょう。
② 1と 4 の日本の優先課題とは、どのように対応しているでしょうか。また、 2と

4の対応も確
かく

認
に ん

しましょう。
③ 2の原因と、公民でこれまで学習してきた内容との関係を考えましょう。

● 達成

● 課題は残る

● 重要な課題が残る

● 大きな課題が残る

● 情報なし

脱
だ つ

炭素社会の実現へ（東
と う

京
きょう

都板
い た

橋
ば し

区）

プラスチックの海洋汚
お

染
せ ん

（神
か

奈
な

川
がわ

県）

　板橋区は、世界規
き

模
ぼ

で地球環境問題への取り組みが
始まりだした1993年に環境都市宣

せ ん

言
げ ん

を行いました。
身近な省エネ・再生エネルギー政策として、家庭や地
域への「緑のカーテン」の普

ふ

及
きゅう

に区をあげて取り組ん
でいます。これにより、冷

れ い

房
ぼ う

の使用が減ることが期待
されています。環境への取り組みを継

け い

続
ぞ く

して進め、
2022年にはSDGs未来都市に選ばれ、「ゼロカーボン
シティ」の実現をめざして、2050年までに二酸化炭
素排出量の実質ゼロをめざすことを表明しました。そ
の実現のために、再生可能エネルギー100％電力や電
気自動車の導入、環境負

ふ

荷
か

の少ない商品の購
こ う

入
にゅう

など資
し

源
げ ん

の循環的な利用の推
す い

進
し ん

、ICT技術の活用など、区民
や事業者をあわせた取り組みを進めています。

　2018年、神奈川県鎌
か ま

倉
く ら

市の砂
す な

浜
は ま

に、生後6か月のクジラの赤ちゃ
んが打ちあがりました。クジラの胃

い

からは、プラスチックの欠
か け

片
ら

が見
つかりました。SDGs未来都市にも選ばれている神奈川県は、これを
「クジラからのメッセージ」として受け止め、SDGsの具体的な取り組
みとして、「かながわプラごみゼロ宣言」を行い、特にマイクロプラス
チックの問題に取り組んでいます。2030年までに「プラごみゼロ」を
めざして、レジ袋

ぶくろ

やストローなどの使い捨
す

てプラスチック製品の不使
用、リサイクル、自治体や企

き

業
ぎょう

・団体などが海岸の清
せ い

掃
そ う

活動を行って
います。

8 海で採取されたプラ
スチック片　5mm以下
のものをマイクロプラ
スチックといいます。

3 を見ると、傾向は
順調でも、詳細では
改善する必要がある
項目があるね。

SDGsが始まったこ
ろのデータと比

ひ

較
か く

す
ると、日本は進

し ん

捗
ちょく

し
ているだろうか。

凡
はん

例
れい

【達成度】
● 達成
● 課題は残る
● 重要な課題が残る
● 大きな課題が残る
【傾

けい

向
こう

】
 順調・維

い

持
じ

 
 やや改

かい

善
ぜん

 停
てい

滞
たい

中
  減少
● 情報なし

日本は、2030年
までに、17の目
標を達成できる
のかな。

目標 SDGs未達成項
こう

目
もく  

●↑  1日あたり1.90ドルの貧
ひん

困
こん

率
●↑  1日あたり3.20ドルの貧困率
●●  税及び移転後の貧困率

●↑ 平均教育年数の男女比
●↑ 労働力率の男女比率
●→  国会で女性が占める議席
● → 男女賃金格差

People 人間
感
かん

染
せん

症
しょう

対策と未来の
基
き

盤
ばん

づくり

① あらゆる人々が活
かつ

躍
やく

する社会・ジェンダー
平等の実現
② 健康・長

ちょう

寿
じゅ

の達成

Prosperity 繁
はん

栄
えい

成長と分配の好循
じゅん

環
かん
③ 成長市場の創

そう

出
しゅつ

、地域活性化、科学技術イ
ノベーション

Planet 地球
地球の未来への貢

こう

献
けん
④ 持続可能で強

きょう

靱
じん

な国土と質の高いインフラ
の整備
⑤ 省・再生可能エネルギー、防災・気候変動
対策、循環型社会
⑥ 生物多様性、森林、海洋等の環

かん

境
きょう

の保全
Peace 平和
普
ふ

遍
へん

的価
か

値
ち

の遵
じゅん

守
しゅ

⑦ 平和と安全・安心社会の実現

Partnership
パートナーシップ
絆
きずな

の力を呼
よ

び起こす

⑧  SDGs 実
じっ

施
し

推
すい

進
しん

の体制と手
しゅ

段
だん

事実

理由

根
こん

拠
きょ

主張

2 日本の達成度の低い目標の原因
（「Sustainable Development Report 2022」）

 
●国会で女性が占

し

める議席
●男女の賃

ちん

金
ぎん

格差

 
●電気電子機器の廃

はい

棄
き

物の量
●プラスチック廃棄物の輸出の量

 ●化石燃料の燃焼などによるCO2排
はい

出
しゅつ

量
●輸入に含

ふく

まれるCO2排出量
●炭素価格設定政

せい

策
さく

の目標の達成度
●海洋の健全度
●乱

らん

獲
かく

または激
げき

減
げん

した水産資
し

源
げん

の漁獲
●輸入による海洋生物多様性への脅

きょう

威
い

 ●生物多様性に重要な淡
たん

水
すい

域
いき

の保護面積
●種の保

ほ

存
ぞん

に関するレッドリストの指標
●輸入による陸上と淡水の生物多様性への脅威

 ●  政府開発援
えん

助
じょ

などへの無
む

償
しょう

資金提
てい

供
きょう

のGNI
に占める割

わり

合
あい

●金
きん

融
ゆう

情報（租
そ

税
ぜい

回
かい

避
ひ

等）の秘
ひ

匿
とく

度
　世界では、毎年約800万ｔものプラスチックが海に流入していると推定
され、海洋生物の誤

ご

飲
い ん

や、波や紫
し

外
が い

線
せ ん

で小さく分解されたプラスチックが
生態系

け い

によって多くの生物に取りこまれています。この問題は、海につな
がる川をもつ内陸の地域も無関係ではなく、世界中の取り組みが必要です。

22 グループで、日本の
達成度が低い目標か
ら一つ課題を選び、
トゥールミン図式を
使って、事実、主張、
理由を整理して、解
決策をまとめましょう。

次の問いに答えましょう。11
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明日明日に
向かって

SDGsから未来の社会を考えよう
　国際社会共通の目標であるSDGsへの、日本の取り組み状

じょう

況
きょう

を資料から見てみましょう。そして、目
標達成のために、私たちがどのように課題を解決していけばよいのかを考えていきましょう。

SDGsに関する自分の市
区町村の取り組みの進捗
状況を調べてみたいな。

これまでに学習した
見方・考え方も活用
して考えましょう。

1 日本の目標の達成の指標（「Sustainable Development Report 2022」）
日本は、163か国中19位です（2022年）。

3 1 の指標の詳
しょう

細
さ い

（抜
ば っ

粋
す い

）（「Sustainable Development Report 2022」）

5 緑のカーテン
植物を窓

ま ど

の外に茂
し げ

らせて、夏の強い日
差しや外からの熱
をやわらげ、室温の
上
じょう

昇
しょう

をおさえます。

6 板橋エコポリス　人と環境が共生
する都市をめざし、環境教育や生活の
実
じ っ

践
せ ん

など、環境のことを考え、活動す
る施設です。

7 海岸の清掃活動
（2020年、神奈川県
藤
ふ じ

沢
さ わ

市）

4 日本政府の定めた8つの優
ゆ う

先
せ ん

課題

●国際社会にかかわる課題について、日本の社会はどのように取り組んでいるかを具体的に見てみましょう。

① 1から、17の目標を達成度のちがいで分類し、右の表に記入しましょう。
② 1と 4 の日本の優先課題とは、どのように対応しているでしょうか。また、 2と

4の対応も確
かく

認
に ん

しましょう。
③ 2の原因と、公民でこれまで学習してきた内容との関係を考えましょう。

● 達成

● 課題は残る

● 重要な課題が残る

● 大きな課題が残る

● 情報なし

脱
だ つ

炭素社会の実現へ（東
と う

京
きょう

都板
い た

橋
ば し

区）

プラスチックの海洋汚
お

染
せ ん

（神
か

奈
な

川
がわ

県）

　板橋区は、世界規
き

模
ぼ

で地球環境問題への取り組みが
始まりだした1993年に環境都市宣

せ ん

言
げ ん

を行いました。
身近な省エネ・再生エネルギー政策として、家庭や地
域への「緑のカーテン」の普

ふ

及
きゅう

に区をあげて取り組ん
でいます。これにより、冷

れ い

房
ぼ う

の使用が減ることが期待
されています。環境への取り組みを継

け い

続
ぞ く

して進め、
2022年にはSDGs未来都市に選ばれ、「ゼロカーボン
シティ」の実現をめざして、2050年までに二酸化炭
素排出量の実質ゼロをめざすことを表明しました。そ
の実現のために、再生可能エネルギー100％電力や電
気自動車の導入、環境負

ふ

荷
か

の少ない商品の購
こ う

入
にゅう

など資
し

源
げ ん

の循環的な利用の推
す い

進
し ん

、ICT技術の活用など、区民
や事業者をあわせた取り組みを進めています。

　2018年、神奈川県鎌
か ま

倉
く ら

市の砂
す な

浜
は ま

に、生後6か月のクジラの赤ちゃ
んが打ちあがりました。クジラの胃

い

からは、プラスチックの欠
か け

片
ら

が見
つかりました。SDGs未来都市にも選ばれている神奈川県は、これを
「クジラからのメッセージ」として受け止め、SDGsの具体的な取り組
みとして、「かながわプラごみゼロ宣言」を行い、特にマイクロプラス
チックの問題に取り組んでいます。2030年までに「プラごみゼロ」を
めざして、レジ袋

ぶくろ

やストローなどの使い捨
す

てプラスチック製品の不使
用、リサイクル、自治体や企

き

業
ぎょう

・団体などが海岸の清
せ い

掃
そ う

活動を行って
います。

8 海で採取されたプラ
スチック片　5mm以下
のものをマイクロプラ
スチックといいます。

3 を見ると、傾向は
順調でも、詳細では
改善する必要がある
項目があるね。

SDGsが始まったこ
ろのデータと比

ひ

較
か く

す
ると、日本は進

し ん

捗
ちょく

し
ているだろうか。

凡
はん

例
れい

【達成度】
● 達成
● 課題は残る
● 重要な課題が残る
● 大きな課題が残る
【傾

けい

向
こう

】
 順調・維

い

持
じ

 
 やや改

かい

善
ぜん

 停
てい

滞
たい

中
  減少
● 情報なし

日本は、2030年
までに、17の目
標を達成できる
のかな。

目標 SDGs未達成項
こう

目
もく  

●↑  1日あたり1.90ドルの貧
ひん

困
こん

率
●↑  1日あたり3.20ドルの貧困率
●●  税及び移転後の貧困率

●↑ 平均教育年数の男女比
●↑ 労働力率の男女比率
●→  国会で女性が占める議席
● → 男女賃金格差

People 人間
感
かん

染
せん

症
しょう

対策と未来の
基
き

盤
ばん

づくり

① あらゆる人々が活
かつ

躍
やく

する社会・ジェンダー
平等の実現
② 健康・長

ちょう

寿
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の達成
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、地域活性化、科学技術イ
ノベーション
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地球の未来への貢

こう
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けん
④ 持続可能で強

きょう

靱
じん

な国土と質の高いインフラ
の整備
⑤ 省・再生可能エネルギー、防災・気候変動
対策、循環型社会
⑥ 生物多様性、森林、海洋等の環

かん

境
きょう

の保全
Peace 平和
普
ふ

遍
へん

的価
か

値
ち

の遵
じゅん

守
しゅ

⑦ 平和と安全・安心社会の実現

Partnership
パートナーシップ
絆
きずな

の力を呼
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び起こす

⑧  SDGs 実
じっ
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推
すい

進
しん

の体制と手
しゅ

段
だん

事実

理由

根
こん

拠
きょ

主張

2 日本の達成度の低い目標の原因
（「Sustainable Development Report 2022」）

 
●国会で女性が占

し

める議席
●男女の賃

ちん

金
ぎん

格差

 
●電気電子機器の廃

はい

棄
き

物の量
●プラスチック廃棄物の輸出の量

 ●化石燃料の燃焼などによるCO2排
はい

出
しゅつ

量
●輸入に含

ふく

まれるCO2排出量
●炭素価格設定政

せい

策
さく

の目標の達成度
●海洋の健全度
●乱

らん

獲
かく

または激
げき

減
げん

した水産資
し

源
げん

の漁獲
●輸入による海洋生物多様性への脅

きょう

威
い

 ●生物多様性に重要な淡
たん

水
すい

域
いき

の保護面積
●種の保

ほ

存
ぞん

に関するレッドリストの指標
●輸入による陸上と淡水の生物多様性への脅威

 ●  政府開発援
えん

助
じょ

などへの無
む

償
しょう

資金提
てい

供
きょう

のGNI
に占める割

わり

合
あい

●金
きん

融
ゆう

情報（租
そ

税
ぜい

回
かい

避
ひ

等）の秘
ひ

匿
とく

度
　世界では、毎年約800万ｔものプラスチックが海に流入していると推定
され、海洋生物の誤

ご

飲
い ん

や、波や紫
し

外
が い

線
せ ん

で小さく分解されたプラスチックが
生態系

け い

によって多くの生物に取りこまれています。この問題は、海につな
がる川をもつ内陸の地域も無関係ではなく、世界中の取り組みが必要です。

22 グループで、日本の
達成度が低い目標か
ら一つ課題を選び、
トゥールミン図式を
使って、事実、主張、
理由を整理して、解
決策をまとめましょう。

次の問いに答えましょう。11
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明日明日に
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SDGsから未来の社会を考えよう
　国際社会共通の目標であるSDGsへの、日本の取り組み状

じょう

況
きょう

を資料から見てみましょう。そして、目
標達成のために、私たちがどのように課題を解決していけばよいのかを考えていきましょう。

SDGsに関する自分の市
区町村の取り組みの進捗
状況を調べてみたいな。

これまでに学習した
見方・考え方も活用
して考えましょう。

1 日本の目標の達成の指標（「Sustainable Development Report 2022」）
日本は、163か国中19位です（2022年）。

3 1 の指標の詳
しょう

細
さ い

（抜
ば っ

粋
す い

）（「Sustainable Development Report 2022」）

5 緑のカーテン
植物を窓

ま ど

の外に茂
し げ

らせて、夏の強い日
差しや外からの熱
をやわらげ、室温の
上
じょう

昇
しょう

をおさえます。

6 板橋エコポリス　人と環境が共生
する都市をめざし、環境教育や生活の
実
じ っ

践
せ ん

など、環境のことを考え、活動す
る施設です。

7 海岸の清掃活動
（2020年、神奈川県
藤
ふ じ

沢
さ わ

市）

4 日本政府の定めた8つの優
ゆ う

先
せ ん

課題

●国際社会にかかわる課題について、日本の社会はどのように取り組んでいるかを具体的に見てみましょう。

① 1から、17の目標を達成度のちがいで分類し、右の表に記入しましょう。
② 1と 4 の日本の優先課題とは、どのように対応しているでしょうか。また、 2と

4の対応も確
かく

認
に ん

しましょう。
③ 2の原因と、公民でこれまで学習してきた内容との関係を考えましょう。

● 達成

● 課題は残る

● 重要な課題が残る

● 大きな課題が残る

● 情報なし

脱
だ つ

炭素社会の実現へ（東
と う

京
きょう

都板
い た

橋
ば し

区）

プラスチックの海洋汚
お

染
せ ん

（神
か

奈
な

川
がわ

県）

　板橋区は、世界規
き

模
ぼ

で地球環境問題への取り組みが
始まりだした1993年に環境都市宣

せ ん

言
げ ん

を行いました。
身近な省エネ・再生エネルギー政策として、家庭や地
域への「緑のカーテン」の普

ふ

及
きゅう

に区をあげて取り組ん
でいます。これにより、冷

れ い

房
ぼ う

の使用が減ることが期待
されています。環境への取り組みを継

け い

続
ぞ く

して進め、
2022年にはSDGs未来都市に選ばれ、「ゼロカーボン
シティ」の実現をめざして、2050年までに二酸化炭
素排出量の実質ゼロをめざすことを表明しました。そ
の実現のために、再生可能エネルギー100％電力や電
気自動車の導入、環境負

ふ

荷
か

の少ない商品の購
こ う

入
にゅう

など資
し

源
げ ん

の循環的な利用の推
す い

進
し ん

、ICT技術の活用など、区民
や事業者をあわせた取り組みを進めています。

　2018年、神奈川県鎌
か ま

倉
く ら

市の砂
す な

浜
は ま

に、生後6か月のクジラの赤ちゃ
んが打ちあがりました。クジラの胃

い

からは、プラスチックの欠
か け

片
ら

が見
つかりました。SDGs未来都市にも選ばれている神奈川県は、これを
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用、リサイクル、自治体や企

き
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ぎょう

・団体などが海岸の清
せ い

掃
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活動を行って
います。

8 海で採取されたプラ
スチック片　5mm以下
のものをマイクロプラ
スチックといいます。

3 を見ると、傾向は
順調でも、詳細では
改善する必要がある
項目があるね。
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●プラスチック廃棄物の輸出の量

 ●化石燃料の燃焼などによるCO2排
はい
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しゅつ

量
●輸入に含

ふく

まれるCO2排出量
●炭素価格設定政

せい

策
さく

の目標の達成度
●海洋の健全度
●乱
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獲
かく

または激
げき

減
げん

した水産資
し

源
げん

の漁獲
●輸入による海洋生物多様性への脅

きょう

威
い

 ●生物多様性に重要な淡
たん

水
すい

域
いき

の保護面積
●種の保

ほ

存
ぞん

に関するレッドリストの指標
●輸入による陸上と淡水の生物多様性への脅威

 ●  政府開発援
えん

助
じょ

などへの無
む

償
しょう

資金提
てい

供
きょう

のGNI
に占める割

わり

合
あい

●金
きん

融
ゆう

情報（租
そ

税
ぜい

回
かい

避
ひ

等）の秘
ひ

匿
とく

度
　世界では、毎年約800万ｔものプラスチックが海に流入していると推定
され、海洋生物の誤

ご

飲
い ん

や、波や紫
し

外
が い

線
せ ん

で小さく分解されたプラスチックが
生態系

け い

によって多くの生物に取りこまれています。この問題は、海につな
がる川をもつ内陸の地域も無関係ではなく、世界中の取り組みが必要です。

22 グループで、日本の
達成度が低い目標か
ら一つ課題を選び、
トゥールミン図式を
使って、事実、主張、
理由を整理して、解
決策をまとめましょう。

次の問いに答えましょう。11
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安全・防災

2011（平成23）年の東日本大震
し ん

災
さ い

の発生
以
い

降
こ う

、過去の災害の被
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んで
います。今後のそなえを検

け ん

討
と う

していく際の
大切な情報の一つに位置づけているのです。

　過去に日本列島で起きた災害を正確に把
は

握
あ く

することはたいへん困
こ ん

難
な ん

なこ
とですが、死者が1000人をこえる大規

き

模
ぼ

災害の発生回数を読み取り、過
去の災害のおおまかな傾

け い

向
こ う

を見てみましょう。

大
お お

阪
さ か

狭
さ

山
や ま

市の狭山池は、1400年前の飛
あ す か

鳥時
代につくられました。以後、行

ぎょう

基
き

や朝
ちょう

廷
て い

などが貯水量を増
やす工事を重ね、周辺の農地の水不足を解消し農業を支え
てきました。

江戸時代、幕
ば く

府
ふ

をはじめ寺社や個人によって建て
られ、被災民を収

しゅう

容
よ う

して食料をあたえました。

江戸時代、江戸の大半を
焼失させる大火が、10回以上も
発生しました。木造家屋が密

み っ

集
しゅう

し
て建ちならぶ都市では、火災は、
最も身近でおそろしい災害でした。
　1718年、それまで中心であっ
た武士の消防組織に加え、町人の
消防隊である町

ま ち

火
び

消
け し

が設置されま
した。費用は町人が負

ふ

担
た ん

し、江戸
全体で約１万人いたと伝えられて
います。

疫病はいつの時代も
人々の生活をおびやかしました。
昔は神仏に祈

い の

るのが主な対策でし
たが、やがて医学が発達すると、
薬やワクチンが効果をもつように
なりました。
　『備

び ん

後
ご の

国
く に

風
ふ

土
ど

記
き

』によれば、スサ
ノオという神は、自分をもてなし
た蘇

そ

民
み ん

将
しょう

来
ら い

に対し、「後の世に疫
病がはやっても、蘇民将来の子孫
だと言えば免

まぬが

れさせるぞ」と約束
しました。この伝説にちなんで、
「蘇民将来の子孫なり」と書いた
お札やお守りが、各地で配られて
きました。

自分の力で領国を治めた戦国大名は、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、治水事業に力
をそそぎました。

学習課題学習課題

日本列島に住む人々は、災害に対して、どのよ
うに対

た い

処
し ょ

してきたのでしょうか。

異
い

常
じょう

な自然現象をはじめとして、さまざまな災
害が発生してきたことに着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方 つながり

死者1000人以上（推
す い

定
て い

）の大規模災害（河
かわ

田
た

惠
よし

昭
あき

作成資料、2018年現在）

狭山池（大阪府大阪狭山市）

町火消
（東京都江戸東京博物館蔵）

祇
ぎ

園
お ん

祭
まつり

の粽
ちまき

（京都市　八
や

坂
さか

神社提供）

浜口梧陵（1820～1885）
（和歌山県広川町　稲むらの
火の館提

てい

供
きょう

）

広村堤防（和歌山県広川町）
（稲むらの火の館提供）

信
し ん

玄
げ ん

堤
づつみ

（山
や ま

梨
な し

県甲
か

斐
い

市）　甲
か

斐
い の

国
く に

（山梨県）を治めた戦国大名の武
た け

田
だ

信玄が、16世紀
なかばに築いた堤

て い

防
ぼ う

で、今に残されています。

東日本大震災

発生回数
火山
噴火

津波

地震

高潮

洪水

600年 1000年 1400年 1800年 1900年 1950年 2000年

3
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20

合計
99回

古代 中世 近世 近代 現代

30

24

ふん  か

つ  なみ

じ  しん

たかしお

こうずい

日本列島で起きた自然災害資料1

干
か ん

害
が い

対策資料3

江
え

戸
ど

時代末の1854年11月5日、大地震が発生
し、現在の和

わ

歌
か

山
や ま

県広
ひ ろ

川
が わ

町も津波におそわれました。津波
を察知した浜

は ま

口
ぐ ち

梧
ご

陵
りょう

は、田の稲
い な

むらに火を放ちました。広
ひ ろ

村
む ら

の人々は、暗
く ら

闇
や み

のなか、この明かりをたよりに高台の神
社に避

ひ

難
な ん

しました。
　地震の後、梧陵は堤防を村人とともに築く計画を立てま
す。堤防づくりで働く村人には私

し

財
ざ い

を投じて賃
ち ん

金
ぎ ん

を払
は ら

い、
被災した村人の生活も支えました。およそ４年をかけて築
いた高さ５ｍ、長さ600ｍの広村堤防は、1946（昭和21）
年の津波を防いで町を守りました。
　この逸

い つ

話
わ

をもとにしたラフカディオ=ハーンの小説で、
梧陵のはたらきが世界にも伝わりました。また、この小説
に感

か ん

銘
め い

を受けた隣
となり

の湯
ゆ

浅
あ さ

町出身の小学校教員が書いた「稲
むらの火」という話は、のちに小学校の教科書に取り上げ
られました。2015年には、国連総会で、「稲むらの火」に
由来して11月5日が「世界津波の日」と制定され、世界
で津波に関する意識を向上させようとしています。

地震津
つ
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疫
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洪
こ う

水
ず い

対
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策
さ く

資料2

天
て ん

保
ぽ う

のききんで蘭
ら ん

学
が く

者の渡
わ た

辺
な べ

崋
か

山
ざ ん

らが京
きょう

都
と

に設置した救
すくい

小
ご

屋
や

（荒
こう

歳
さい

流
りゅう

民
みん

救
きゅう

恤
じゅつ

図
ず

　東
とう

京
きょう

都　国立国会図書館蔵）

日本列島では、どのような災
害が起こってきたのでしょうか。
STEP11
資料1 から、どの自然災害の被害が大きかった

かを読み取りましょう。また、このほかに、
人々がどのような災害になやまされてきたかを
考えましょう。

先人たちは災害にどのように
向き合い、生きぬいてきたのでしょうか。
資料2〜7 のほか、テーマ別さくいん「ききん・

災害・疫病」（ P.293）も活用して、どのよう
な人々がどのように対処してきたのか、整理し
ましょう。また、身近な地

ち

域
い き

に似たような事例
がないか、調べましょう。

STEP22

資料2〜7 にある先人たちの取り組みが現代に
引きつがれていないか、考えましょう。

STEP33 先人の取り組みをふまえ、現
代も継

け い

承
しょう

・発
は っ

展
て ん

すべきことは何でしょうか。
自分の考えをまとめましょう。

政治単元 現在の国や地方公共団体の災害
に対する取り組みを学びましょう。
国際単元 環

か ん

境
きょう

問題や自然災害に対する国
際協力の重要性が高まるなか、日本の国際
社会への貢

こ う

献
け ん

や果たしている役
や く

割
わ り

を学びま
しょう。

災害の歴史に学ぶ災害の歴史に学ぶ1課題例

公民的分野の学習に向けて　公民的分野の学習に向けて　

かんがい設備

治水事業

津波堤防

救小屋

町火消

神仏への祈り

二次元
コード

リンク

リンク

294 295
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2011（平成23）年の東日本大震
し ん

災
さ い

の発生
以
い

降
こ う

、過去の災害の被
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んで
います。今後のそなえを検

け ん

討
と う

していく際の
大切な情報の一つに位置づけているのです。

　過去に日本列島で起きた災害を正確に把
は

握
あ く

することはたいへん困
こ ん

難
な ん

なこ
とですが、死者が1000人をこえる大規

き

模
ぼ

災害の発生回数を読み取り、過
去の災害のおおまかな傾

け い

向
こ う

を見てみましょう。

大
お お

阪
さ か

狭
さ

山
や ま

市の狭山池は、1400年前の飛
あ す か

鳥時
代につくられました。以後、行

ぎょう

基
き

や朝
ちょう

廷
て い

などが貯水量を増
やす工事を重ね、周辺の農地の水不足を解消し農業を支え
てきました。

江戸時代、幕
ば く

府
ふ

をはじめ寺社や個人によって建て
られ、被災民を収

しゅう

容
よ う

して食料をあたえました。

江戸時代、江戸の大半を
焼失させる大火が、10回以上も
発生しました。木造家屋が密

み っ

集
しゅう

し
て建ちならぶ都市では、火災は、
最も身近でおそろしい災害でした。
　1718年、それまで中心であっ
た武士の消防組織に加え、町人の
消防隊である町

ま ち

火
び

消
け し

が設置されま
した。費用は町人が負

ふ

担
た ん

し、江戸
全体で約１万人いたと伝えられて
います。

疫病はいつの時代も
人々の生活をおびやかしました。
昔は神仏に祈

い の

るのが主な対策でし
たが、やがて医学が発達すると、
薬やワクチンが効果をもつように
なりました。
　『備

び ん

後
ご の

国
く に

風
ふ

土
ど

記
き

』によれば、スサ
ノオという神は、自分をもてなし
た蘇

そ

民
み ん

将
しょう

来
ら い

に対し、「後の世に疫
病がはやっても、蘇民将来の子孫
だと言えば免

まぬが

れさせるぞ」と約束
しました。この伝説にちなんで、
「蘇民将来の子孫なり」と書いた
お札やお守りが、各地で配られて
きました。

自分の力で領国を治めた戦国大名は、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、治水事業に力
をそそぎました。

学習課題学習課題

日本列島に住む人々は、災害に対して、どのよ
うに対

た い

処
し ょ

してきたのでしょうか。

異
い

常
じょう

な自然現象をはじめとして、さまざまな災
害が発生してきたことに着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方 つながり

死者1000人以上（推
す い

定
て い

）の大規模災害（河
かわ

田
た

惠
よし

昭
あき

作成資料、2018年現在）

狭山池（大阪府大阪狭山市）

町火消
（東京都江戸東京博物館蔵）

祇
ぎ

園
お ん

祭
まつり

の粽
ちまき

（京都市　八
や

坂
さか

神社提供）

浜口梧陵（1820～1885）
（和歌山県広川町　稲むらの
火の館提

てい

供
きょう

）

広村堤防（和歌山県広川町）
（稲むらの火の館提供）

信
し ん

玄
げ ん

堤
づつみ

（山
や ま

梨
な し

県甲
か

斐
い

市）　甲
か

斐
い の

国
く に

（山梨県）を治めた戦国大名の武
た け

田
だ

信玄が、16世紀
なかばに築いた堤

て い

防
ぼ う

で、今に残されています。

東日本大震災

発生回数
火山
噴火

津波

地震

高潮

洪水

600年 1000年 1400年 1800年 1900年 1950年 2000年

3

22

20

合計
99回

古代 中世 近世 近代 現代

30

24

ふん  か

つ  なみ

じ  しん

たかしお

こうずい

日本列島で起きた自然災害資料1

干
か ん

害
が い

対策資料3

江
え

戸
ど

時代末の1854年11月5日、大地震が発生
し、現在の和

わ

歌
か

山
や ま

県広
ひ ろ

川
が わ

町も津波におそわれました。津波
を察知した浜

は ま

口
ぐ ち

梧
ご

陵
りょう

は、田の稲
い な

むらに火を放ちました。広
ひ ろ

村
む ら

の人々は、暗
く ら

闇
や み

のなか、この明かりをたよりに高台の神
社に避

ひ

難
な ん

しました。
　地震の後、梧陵は堤防を村人とともに築く計画を立てま
す。堤防づくりで働く村人には私

し

財
ざ い

を投じて賃
ち ん

金
ぎ ん

を払
は ら

い、
被災した村人の生活も支えました。およそ４年をかけて築
いた高さ５ｍ、長さ600ｍの広村堤防は、1946（昭和21）
年の津波を防いで町を守りました。
　この逸

い つ

話
わ

をもとにしたラフカディオ=ハーンの小説で、
梧陵のはたらきが世界にも伝わりました。また、この小説
に感

か ん

銘
め い

を受けた隣
となり

の湯
ゆ

浅
あ さ

町出身の小学校教員が書いた「稲
むらの火」という話は、のちに小学校の教科書に取り上げ
られました。2015年には、国連総会で、「稲むらの火」に
由来して11月5日が「世界津波の日」と制定され、世界
で津波に関する意識を向上させようとしています。

地震津
つ

波
な み

対策資料4

ききん対策資料5

防火対策資料6

疫
え き

病
びょう

対策資料7
洪
こ う

水
ず い

対
た い

策
さ く

資料2

天
て ん

保
ぽ う

のききんで蘭
ら ん

学
が く

者の渡
わ た

辺
な べ

崋
か

山
ざ ん

らが京
きょう

都
と

に設置した救
すくい

小
ご

屋
や

（荒
こう

歳
さい

流
りゅう

民
みん

救
きゅう

恤
じゅつ

図
ず

東
とう

京
きょう

都　国立国会図書館蔵）

日本列島では、どのような災
害が起こってきたのでしょうか。
STEP11
資料1 から、どの自然災害の被害が大きかった

かを読み取りましょう。また、このほかに、
人々がどのような災害になやまされてきたかを
考えましょう。

先人たちは災害にどのように
向き合い、生きぬいてきたのでしょうか。
資料2〜7 のほか、テーマ別さくいん「ききん・

災害・疫病」（ P.293）も活用して、どのよう
な人々がどのように対処してきたのか、整理し
ましょう。また、身近な地

ち

域
い き

に似たような事例
がないか、調べましょう。

STEP22

資料2〜7 にある先人たちの取り組みが現代に
引きつがれていないか、考えましょう。

STEP33 先人の取り組みをふまえ、現
代も継

け い

承
しょう

・発
は っ

展
て ん

すべきことは何でしょうか。
自分の考えをまとめましょう。

政治単元 現在の国や地方公共団体の災害
に対する取り組みを学びましょう。
国際単元 環

か ん

境
きょう

問題や自然災害に対する国
際協力の重要性が高まるなか、日本の国際
社会への貢

こ う

献
け ん

や果たしている役
や く

割
わ り

を学びま
しょう。
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私たちの社会参画私たちの社会参画

明日明日に
向かって

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

地
ち

域
い き

における防災の取り組み

災害時における行政の連
れ ん

携
け い

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
生徒たちの避難したコース

だいしん

しんすい はん い

さい

ひなん

（釜石市資料）

1 津波の被害（2011年、宮
みや

城
ぎ

県岩
い わ

沼
ぬま

市） 2 浸
し ん

水
す い

範
は ん

囲
い

と生徒たちの避難コース

3 日本中から集まったボランティアと援助物
資（2011年、岩

い わ

手
て

県釡
か ま

石
い し

市）

4 校外学習用に使われていたバスをおくる
（2011年、千

ち

葉
ば

県船
ふ な

橋
ば し

市）　千葉県船橋市が
被災地で活用してもらおうと、岩手県大

お お

船
ふ な

渡
と

市と福
ふ く

島
しま

県相
そう

馬
ま

市におくりました。

5「防災かるた」で
遊ぶ園児たち
（2022年、神

か

奈
な

川
がわ

県
横
よ こ

浜
はま

市）　幼
よう

児
じ

が防
災について学べるか
るたを市の消防局な
どと地域の専

せん

門
もん

学校
が協力して作成し、
市内の保育園などに
配布しました。

6 防災備
び

蓄
ち く

倉庫（2022年、東
と う

京
きょう

都豊
と

島
しま

区）　食料や簡
か ん

易
い

トイレなどが備蓄されています。地方公共団体が設置
しているものと、地域の住民が自主的に費用を出し合い
設置しているものがあります。

7 災害時の連携協定
(2023年、香

か

川
がわ

県高
たか

松
ま つ

市 )　神
こう

戸
べ

市、高松市、
土
との

庄
しょう

町、小
しょう

豆
ど

島
しま

町の4市
町が、防災の合同研修や
災害発生時の海路を
使った支援などについて
の協定を結びました。

●てんでんこの教え －自助－
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よ
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。

●国や地方公共団体による支え －公助－
　もちろん国や地方公共団体も大きな役

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地方公共団体
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

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
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。

追求権を取りもどすことができるようにすることも国
や地方公共団体の大きな役割です。このように政府や
地方公共団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。

　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

ひ

害
が い

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。

●地
ち

域
い き

の助け合い －共助－

　近年の被災時の救助活動や被災後の復興の過程では、国と地
域の行政や公務員は大きな役割を果たしています。また、被災
地以外の地方公共団体からの協力や国との連携による、被災地
への支

し

援
え ん

も盛
さ か

んに行われています。現在も周辺の地方公共団体
との連携や、企業や教育機関との協力も進んでいます。大災害
が起これば、行政や公務員の多くも被災するので、こうした協
力も行政サービスを続けるためには大切な取り組みです。

　東日本大震災の津
つ

波
なみ

が釡
かま

石
いし

市をおそったとき、釡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「釡石の奇

き

跡
せき

」を生んだので
す。釡石市では、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。

津
波
直
前
の
中
学
生
の
行
動

関連資料

102 103102 103

近年多発する自然災害については、東日
本大震災の津波被害、自助・共助・公助
の考え方といった防災・減災に関する事
例のほか、地域社会での取り組みや行政
の備え、災害からの復興における課題な
ど公民的分野の学習内容に関連した教材
を掲載しています。
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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
生徒たちの避難したコース

だいしん

しんすい はん い

さい

ひなん

（釜石市資料）

1 津波の被害（2011年、宮
みや

城
ぎ

県岩
い わ

沼
ぬま

市） 2 浸
し ん

水
す い

範
は ん

囲
い

と生徒たちの避難コース

3 日本中から集まったボランティアと援助物
資（2011年、岩

い わ

手
て

県釡
か ま

石
い し

市）

4 校外学習用に使われていたバスをおくる
（2011年、千

ち

葉
ば

県船
ふ な

橋
ば し

市）　千葉県船橋市が
被災地で活用してもらおうと、岩手県大

お お

船
ふ な

渡
と

市と福
ふ く

島
しま

県相
そう

馬
ま

市におくりました。

5「防災かるた」で
遊ぶ園児たち
（2022年、神

か

奈
な

川
がわ

県
横
よ こ

浜
はま

市）　幼
よう

児
じ

が防
災について学べるか
るたを市の消防局な
どと地域の専

せん

門
もん

学校
が協力して作成し、
市内の保育園などに
配布しました。

6 防災備
び

蓄
ち く

倉庫（2022年、東
と う

京
きょう

都豊
と

島
しま

区）　食料や簡
か ん

易
い

トイレなどが備蓄されています。地方公共団体が設置
しているものと、地域の住民が自主的に費用を出し合い
設置しているものがあります。

7 災害時の連携協定
(2023年、香

か

川
がわ

県高
たか

松
ま つ

市 )　神
こう

戸
べ

市、高松市、
土
との

庄
しょう

町、小
しょう

豆
ど

島
しま

町の4市
町が、防災の合同研修や
災害発生時の海路を
使った支援などについて
の協定を結びました。

●てんでんこの教え －自助－
　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よ
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。

●国や地方公共団体による支え －公助－
　もちろん国や地方公共団体も大きな役

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地方公共団体
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

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
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。

追求権を取りもどすことができるようにすることも国
や地方公共団体の大きな役割です。このように政府や
地方公共団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。

　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

ひ

害
が い

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。

●地
ち

域
い き

の助け合い －共助－

　近年の被災時の救助活動や被災後の復興の過程では、国と地
域の行政や公務員は大きな役割を果たしています。また、被災
地以外の地方公共団体からの協力や国との連携による、被災地
への支

し

援
え ん

も盛
さ か

んに行われています。現在も周辺の地方公共団体
との連携や、企業や教育機関との協力も進んでいます。大災害
が起これば、行政や公務員の多くも被災するので、こうした協
力も行政サービスを続けるためには大切な取り組みです。

東日本大震災の津
つ

波
なみ

が釡
かま

石
いし

市をおそったとき、釡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「釡石の奇

き

跡
せき

」を生んだので
す。釡石市では、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。

津
波
直
前
の
中
学
生
の
行
動

関連資料

102 103102 103

公 民 P.102 平和・国際

平和や命の尊さについて学
ぶことのできる、国を超え
た 先 人 の 取 り 組 み を 紹 介
し、次世代へと繋げていく
心を育む教材を提案してい
ます。

　美術では日本画の横
よこ

山
やま

大
たい

観
かん

、西洋画の黒
くろ

田
だ

清
せい

輝
き

、彫
ちょう

刻
こく

の荻
おぎ

原
はら

守
もり

衛
え

らが活
かつ

躍
やく

し、伝統技法の再生と西洋技法の吸
きゅう

収
しゅう

により、日本近代美
術の基

き

礎
そ

がつくられました。
近代文化が受容され、発

はっ

展
てん

した背
はい

景
けい

には、学
校教育の普及がありました。日

にち

露
ろ

戦争後、義
務教育は4年制から6年制に延

えん

長
ちょう

されて就
しゅう

学
がく

率も9割
わり

をこえました。
ただ実際には、農作業や子守りなどで学校を休みがちな児童も多く
いました。政府は、「忠

ちゅう

君
くん

愛
あい

国
こく

」をよりどころに教育に対する統制を
強め、小学校では国定教科書が使われました。また国家の人材を育
成するため、帝

てい

国
こく

大学や専
せん

門
もん

学校など高等教育機関を整えました。
慶
けい

應
おう

義
ぎ

塾
じゅく

・早
わ

稲
せ

田
だ

・同
どう

志
し

社
しゃ

などの独自の学風をもち、のちに大学と
なる私立学校も生まれました。女子教育も重

じゅう

視
し

されはじめ、津
つ

田
だ

梅
うめ

子
こ

の女子英学塾（のちの津田塾大学）などが設立されました。また、
高等教育の充

じゅう

実
じつ

を背景に、医学や物理学などの自然科学の研究も進
み、北

きた

里
さと

柴
しば

三
さぶ

郎
ろう

や野
の

口
ぐち

英
ひで

世
よ

、長
なが

岡
おか

半
はん

太
た

郎
ろう

など世界的にも最先
せん

端
たん

の研
究を行う日本人科学者が出てきました。

13 14 15

19

P.194

2

P.185

17 18

教育の普
ふ

及
きゅう

 1882年に創
そ う

設
せ つ

されたときの名
め い

称
しょう

は東
と う

京
きょう

専
門学校。1902年に早稲田大学と改称されま
した。

2

資本主義の発展にともない、ど
のような社会問題が起こり、
人々はどのような運動を行った
のか確

かく

認
にん

しましょう。

日本の近代化は社会にどのよう
な影

えい

響
きょう

をあたえたか、人々の生
活と文化・芸術に着目して説明
しましょう。

確認確認

表現表現

20石
い し

井
い

十
じゅう

次
じ

（1865～1914）

児童福
ふ く

祉
し

の父

（宮崎県　石井記念友愛社提
てい

供
きょう

）

　岡
お か

山
や ま

県に孤
こ

児
じ

院
い ん

をつくり、貧しい子ど
もの教育に力をつくしました。全国から
集まった子どもたちの数
は、多いときで1200人
にもなりました。のちに
郷
きょう

里
り

の宮
み や

崎
ざ き

県に施
し

設
せ つ

を
移して活動を続けました。

　1890（明治23）年9月16日の夜、オスマン帝
て い

国
こ く

（トル
コ）の軍

ぐ ん

艦
か ん

エルトゥールル号が紀伊半島の南、紀伊大島
の南の海上で遭

そ う

難
な ん

しました。
エルトゥールル号には、トルコが初めて日本に送った

使節団が乗っており、６月に横
よ こ

浜
は ま

港に到
と う

着
ちゃく

して３か月日
本に滞

た い

在
ざ い

し、明治天
て ん

皇
の う

との会見や歓
か ん

迎
げ い

式典に参加したあ
と、本国へ向かっている途

と

中
ちゅう

で遭難したのです。
　遭難場所近くの樫

か し

野
の

地区（今の和歌山県串
く し

本
も と

町）の島民
は、暗

く ら

闇
や み

の広がる海岸で、打ち上げられていた乗組員の
救出を行いました。生

せ い

存
ぞ ん

した69人は、島民による献
け ん

身
し ん

的
て き

な介
か い

護
ご

を受け、その後、神
こ う

戸
べ

で治
ち

療
りょう

を受けたあとに、
日本海軍の船でトルコに送り届

と ど

けられました。
　遭難場所周辺では、その後も遺

い

体
た い

収
しゅう

容
よ う

の努力が続けら
れました。樫野地区には、のちに慰

い

霊
れ い

碑
ひ

が建てられ、亡
な

くなった人々を悼
い た

む式典が今も定期的に行われています。

1

2

3

　エルトゥールル号
遭難事件からおよそ
100年後の1985（昭
和60）年３月17日
のことでした。当時、
イランと戦争してい
たイラクは「今から
48時間後にイランの上空を飛行する航空機に対して攻

こ う

撃
げ き

を行う可能性がある」と突
と つ

然
ぜ ん

宣
せ ん

言
げ ん

しました。イランに
いた外国人たちは、イランから脱

だ っ

出
しゅつ

しなければなりませ
んでした。しかし、出国を希望した日本人を乗せる航空
機を日本から飛ばすことができませんでした。また、外
国の航空機は自国民を優

ゆ う

先
せ ん

して乗せたため、日本人は乗
ることができませんでした。そのとき、日本人のために
航空機を飛ばしたのがトルコでした。トルコではエル
トゥールル号のことは忘れられておらず、200人をこえ
る日本人の命を救うために、危

き

険
け ん

な救
きゅう

援
え ん

に力を貸してく
れたのです。
　1999（平成11）年や2023（令和５）年にトルコで大地

じ

震
し ん

が起きたときには、日本からトルコに援助物資などが
送られました。一方、2011年の東日本大震災や紀伊半
島豪

ご う

雨
う

災害のときには、トルコから日本に救援隊
た い

が派
は

遣
け ん

されています。エルトゥールル号遭難事件をきっかけに、
日本とトルコはたがいの命を尊

そ ん

重
ちょう

する国際協力を続けて
います。

エルトゥールル号遭
そ う

難
な ん

事件
－日本とトルコの１世紀の年月をこえた国際協力－

先人に学ぶ
命の尊さ

● 明
め い

治
じ

23年、和
わ

歌
か

山
や ま

県紀
き

伊
い

大
お お

島
し ま

で ● 日本人を救ったトルコ航空機

美術

産業の発
は っ

展
て ん

によって、社会や文化はどのように変わったのでしょうか。第6節の問いに答えよう?

13 横山大観の『無
む

我
が

』
（東京国立博物館蔵）　禅

ぜ ん

における悟
さ と

りの境地を、
子どもで表現した日本
画の作品です。

14 黒田清輝の『湖
こ

畔
は ん

』
（東京文化財研究所蔵）　フ
ランスに留学した清輝
は、印象派

は

の明るい画
風による油

ゆ

彩
さ い

画（西洋
画）を残しました。

15 荻原守衛の『女』
（長

なが

野
の

県　碌
ろく

山
ざん

美術館蔵）

北
きた

里
さと

柴
しば

三
さぶ

郎
ろう

医学 破
は

傷
しょう

風
ふう

の血
けっ

清
せい

療
りょう

法
ほう

発見
志
し

賀
が

潔
きよし

〃 赤
せき

痢
り

菌
きん

の発見
野
の

口
ぐち

　英
ひで

世
よ

〃 黄
おう

熱
ねつ

病
びょう

の研究
木
き

村
むら

　　栄
ひさし

天文学 緯
い

度
ど

（変化）の研究
高
たか

峰
みね

　譲
じょう

吉
きち

化学 アドレナリンの抽
ちゅう

出
しゅつ

鈴
すず

木
き

梅
うめ

太
た

郎
ろう

〃 ビタミンB1の抽出
大
おお

森
もり

房
ふさ

吉
きち

地
じ

震
しん

学 地震計の発明
長
なが

岡
おか

半
はん

太
た

郎
ろう

物理学 原子構造の研究

17 北里柴三郎
（1852～1931）（東京都　
国立国会図書館蔵）

18 野口英世
（1876～ 1928）（東京都　
国立国会図書館蔵）16 主な自然科学者とその業績

19 小学校の就学率の変化（『日本近代教育
史事典』）

2 エルトゥールル号が遭難した場所と紀伊大島
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廃
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00年

は
い
し

教
育
勅
語
ち
ょ
く
ご
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大阪

神戸
こう べ

和歌山

くしもと

串本
大島 かし の

樫野

　す　え

須江

樫野崎の灯台

エルトゥールル号が
遭難した場所

紀伊大島
（旧大島村）
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歴 史 P.209

マララ・ユスフザイさんや中
村哲さんなど、日本や世界の
事例を掲載しています。他国
を尊重し国際社会の平和と発
展に寄与する態度を育てる教
材になるよう工夫していま
す。

子どもの権利条約アクティビティアクティビティ

グローバル化によって、国際社会が取り組む
べき人権問題も多様になります。地球温

おん

暖
だん

化
や海洋汚

お

染
せん

などの環
かん

境
きょう

問題、難民の背
はい

景
けい

にある戦争や貧
ひん

困
こん

の問題、
移民労働者の権利の問題などは、地球規

き

模
ぼ

で考え、持続可能な社会
をつくっていくために取り組む必要があります。インターネットに
よって、名

めい

誉
よ

毀
き

損
そん

やプライバシー権の侵
しん

害
がい

、著
ちょ

作
さく

権
けん

の侵害などが、
国境をこえて起こっています。これらの問題が起こっても、問題を
解決するために、他の国家に対して指示したり命じたりすることは
できません。国家間で条約を結ぶか、国連を中心に条約をつくって
対応します。人権侵害が国家の枠

わく

をこえたとき、被
ひ

害
がい

に対する責任
はどのような方法で問えるか、被害を受けた個人の権利はどのよう
に救

きゅう

済
さい

されるかは、より大きな問題になります。
　国際社会には、今のところ、人権を侵害された個人が人権の救済
を求めて訴

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、加盟国の人権状

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、人権の保護やその促
そく

進
しん

に取り組んでいます。
こうした取り組みには、グローバルな人権問題に取り組む、NGO

（非政府組織）や、弁護士会などの民間組織も大きな役
やく

割
わり

をになって
います。

P.12

P.193

P.198

1

P.261 7

人権は、人であれば無条件にもっている権利
ですから、どの国に生まれても同じように保

障されるべきです。しかし、国によっては人権が十分に保障されて
いないこともあります。
　そこで、1948年に国際連合総会で採

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、達
成すべき共通の人権保障の水準を掲

かか

げました。そして、それを実現
するために、1966年に人権の保障を義務づける国

こく

際
さい

人
じん

権
けん

規
き

約
やく

が採択
されました。これらは、現在も国際社会の人権保障の中心になって
います。
　国際社会における人権保障をよりよく確保するため、国際連合は、
難
なん

民
みん

条約、人種差別撤
てっ

廃
ぱい

条約、子
こ

ども（児
じ

童
どう

）の権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

、障
しょう

害
がい

者
しゃ

権
利条約などさまざまな人権条約を採択し、各国に加

か

盟
めい

をうながして
います。条約に加盟した国は、国内の法

ほう

律
りつ

を整備するなどして人権
条約を実現しなければなりません。日本でも、障害者権利条約を批

ひ

准
じゅん

するにあたり、障害者差別解消法が制定され、障がいのある人の
人権を確保する取り組みが進みました。

1

P.198 P.246

P.247 P.247  65

2 P.260

3

P.55、245  

4

人
じ ん

権
け ん

保
ほ

障
しょう

の
国際的な広がり

グローバル化と
人権保障

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でしょうか。

国際的な人
じ ん

権
け ん

保
ほ

障
しょう

9
学習課題学習課題

4 障害者権利条約に関する日本の取り組み

2 人権に関する主な国際条約　日本は、憲
け ん

法
ぽ う

上
武力をもたないため、集団殺害防止条約にある軍
事介

か い

入
にゅう

について条約の義務を果たせず、批准し
ていません。

グローバル化した社会で起こる課題を、個
人の尊

そん

重
ちょう

に着目して考えましょう。

見方・考え方見方・考え方 個人の尊重

7 NGOの海外支
し

援
え ん

活動（2015年、アフガニス
タン）　医師の中

なか

村
むら

哲
てつ

さんは、医療支援活動や、
病気の原因となる食料不足の解消のため灌

かん

漑
がい

用水路の建設などを行っていました。2019年、
活動中に銃撃されて亡

な

くなりましたが、NGO
の活動は続けられています。写真の小麦が実
る農地はかつて砂

さ

漠
ばく

化していた土地です。

6 子ども兵士（2015年、南スーダン）　軍隊や
武
ぶ

装
そう

集団の一員の18歳未満の子どものことで、
世界に25万人いるといわれます。

人権を国際的に保障するための
条約を本文から三つあげましょう。確認確認

人権を国際的に保障するための
取り組みと課題をまとめましょう。表現表現

アフリカなどのカカオ生産国では、チョコレートの原料
であるカカオを作るための労働を担

に な

う子どもがいます。働
けばお金になるので学校に行かずに働きます。親もそれを
望みます。児童労働は、子どもの健康を害し、読み書きや
計算ができずに大人になって自立して生きられないなど、
子どもの将

しょう

来
ら い

の可能性をうばいます。
　これはほんの一例です。世界で約1億6000万人の子ど

人権の尊重とは、どのような考え方なのでしょうか。第2節の問い?

 国際条約で保障された人権の侵害を受け
た個人が、各人権条約で定める機関に対し、
直接これを通報することで救済を求める個人
通報制度という制度があります。

1

5 子どもの権利条約が定める子どもの権利

住む場所や食べ物があり、医
い

療
りょう

を受けられるなど、命が守
られること

生きる権利
勉強したり遊んだりして、もっ
て生まれた能力を十分にのば
しながら成長できること

育つ権利

紛
ふん

争
そう

に巻
ま

きこまれず、難
なん

民
みん

になっ
たら保護され、暴力や搾

さく

取
しゅ

、有
害な労働などから守られること

守られる権利
自由に意見を表したり、団体
をつくったりできること

参加する権利

マララさんは
何を訴

うった

えてい
るのかな。

パキスタンの中学生だったマララさんは、女性教育の普
ふ

及
きゅう

活動を行っていました。
2012年、それを嫌

き ら

ったテロ組織に、中学校から下校中に銃
じゅう

撃
げ き

されましたが、一命
をとりとめました。回復後も、女性の権利の向上を訴え続け、2014年にノーベル
平和賞を受賞しました。

1 マララさんの国連での演説（2013年、アメリカ）

条約 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
難民条約 1951年 1981年
婦人参政権条約 1953年 1955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
子ども（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
しょう

害
がい

者
しゃ

権利条約 2006年 2014年

年 できごと
2006 国連で障害者権利条約採択
2007 日本が条約に署

しょ

名
めい

2008 条約の発効
2011 障害者基本法改正
2013 障害者差別解消法成立

障害者雇用促進法改正
国会で条約の締結を承

しょう

認
にん

2014 日本が条約を批准

二次元
コード

もが厳
き び

しい労働に従
じゅう

事
じ

し、休日もなく毎日20時間働く場合や、売買されたり兵
士になったりする子どももいます。さらに、発

は っ

展
て ん

途
と

上
じょう

国では、5歳
さ い

までに命を
失う子どもが年間530万人いるといわれます。日本や他の先進国でも、虐

ぎゃく

待
た い

や
いじめの問題があります。子どもの未来を守ることは世界各国の使命です。子
どもの権利条約は、すべての18歳未満の子どもの権利を保障する条約です。
① 児童労働や子ども兵士の問題を、個人の尊

そ ん

重
ちょう

の観点から説明しましょう。
②SDGsの目標のうち、子どもの人権保障とかかわりがあると考えるものをあ
げて、その理由を説明しましょう。

私たちはあらゆる子どもの輝け
る未来のために、学校と教育を
求めます。（中略）本とペンを手
に取り、全世界の無学、貧困、
テロに立ち向かいましょう。そ
れこそ私たちにとって最も強力
な武器だからです。1人の子ど
も、1人の教師、1冊の本、そ
して1本のペンが、世界を変え
られるのです。

3 障害者権利条約

第4条　締
て い

約
や く

国は、障害に基
づくいかなる差別もなしに、

全
す べ

ての障害者のあらゆる人権及
お よ

び基本
的自由を完全に実現することを確保し、
及び促進することを約束する。

動画
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は
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電気機械
輸送機械

電子部品
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非鉄金属製紙

鉄鋼
てっこう

化学

プラスチック製品
石油製品

各市町の最も出荷額の多い業種

一般機械
いっぱん

日本文教出版_中学校地理（令和7年）
Ch332_03_03瀬戸内とその周辺の工業

2023年1月　地図制作：ジェイ・マップ
新規作成

から化学製品への加工まで、効率のよい生産が行われています。ま
た、鉄

てっ

鋼
こう

業（倉敷市、福山市）、造船業（今
いま

治
ばり

市）、自動車工業（広島市
周辺）、製紙業（四

し

国
こく

中
ちゅう

央
おう

市）なども盛
さか

んです。
　瀬戸内で工業が発達したのは、人口が多く労働力が得やすかった
ことに加えて、物資の輸送の面で便利だったためです。沿岸部の工
場では、原料の輸入や、生産した工業製品の輸送・輸出に船を使う
ことができます。

現在は、鉄鋼、造船などの工業は、中国や韓
かん

国
こく

などの工業とのはげしい競争によって、大
きな影

えい

響
きょう

を受けています。生産や経営の見直しをせまられたこれら
の工業は、エネルギー、環

かん

境
きょう

・バイオ、エレクトロニクスなどの先
せん

端
たん

技術（ハイテク）産業への多角化を進めています。
　また、高速道路や本

ほん

州
しゅう

四国連
れん

絡
らく

橋の近くに整備された工業団地で
は、道路を使って製品を輸送できる交通面での利便性を生かして、
機械・薬品などの工場がつくられています。また、食品会社や出版
社、通信販

はん

売
ばい

の会社などの物流センターの進出がみられます。

　 1 2

（愛媛県）

（愛媛県）

4

5

瀬戸内には、中国・四国地方の人口の約４分
の ３が集中していて、広

ひろ

島
しま

市・岡
おか

山
やま

市の二つ
の政

せい

令
れい

指
し

定
てい

都
と

市
し

があります。この二つの都市は、九
きゅう

州
しゅう

地方から近
きん

畿
き

地方にのびる東西の交通網と、山
さん

陰
いん

、瀬戸内、南
みなみ

四
し

国
こく

を結ぶ南北の
交通網が交わる場所に位置していて、人口が集中する過

か

密
みつ

地
ち

域
いき

と
なっています。広島市は、国の省

しょう

庁
ちょう

の出先機関や裁
さい

判
ばん

所、企
き

業
ぎょう

の支
社や支店などが集中した地

ち

方
ほう

中
ちゅう

枢
すう

都
と

市
し

となっています。
　瀬戸内には、二つの政令指定都市のほかにも、倉

くら

敷
しき

市・福
ふく

山
やま

市な
どの都市があります。これらの都市で生活する人々は、労働力とし
て瀬戸内で発

はっ

展
てん

している工業を支えています。
瀬戸内海沿岸には、かつて広く塩田が分布し
ていました。今日では、塩田の跡

あと

地
ち

や沿岸部
の埋

うめ

立
たて

地に大工場がつくられて重化学工業が発達し、瀬
せ

戸
と

内
うち

工
こう

業
ぎょう

地
ち

域
いき

が形成されています。倉敷市水
みず

島
しま

、周
しゅう

南
なん

市徳
とく

山
やま

、岩
いわ

国
くに

市などにあ
る石

せき

油
ゆ

化
か

学
がく

コンビナートでは、関連する工場が集まり、石油の精製

（広島県） （岡山県）

P.300

P.157

P.300

（岡山県） （広島県）

3 （山口県） （山口県）

人口が集中する
瀬
せ

戸
と

内
う ち

効率よく結びついた
瀬戸内工業地域

工業の変化と
交通網

中
ちゅう

国
ごく

・四
し

国
こく

地方の工業にはどのような特色があり、どのように交通網
もう

を活用しているのでしょうか。

結びつきを生かした工業3
学習課題学習課題

工業における原料や製品の輸送や、工業ど
うしのつながりに着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方

瀬戸内工業地域の工業都市の分
布と盛んな業種を、地図帳で確
認しましょう。

地域どうしのつながりに着目し
て、瀬戸内工業地域が発達した
理由と課題を説明しましょう。

確認確認

表現表現

3 瀬戸内とその周辺の工業
（「経済センサス」2021年）

2 石油化学コンビナートのしくみ

4 山
やま

口
ぐち

県の工場から船で輸送される西九
州新幹線の車両（2022年 福

ふ く

岡
おか

県沖）
5 番

ば ん

の州
す

臨
りん

海
か い

工業団地
（2018年 香

か

川
がわ

県坂
さ か

出
いで

市・宇
う

多
た

津
づ

町）

7 ヒロシマ・アーカイブ

6 原爆ドーム（2022年 広島市中
なか

区）

←原
げ ん

爆
ば く

ドーム

平和記念公園

1 沿
え ん

岸
が ん

部に広がる石油化学コンビナート（2020年 岡
おか

山
やま

県倉
く ら

敷
し き

市）

4地域どうしのつながり

平和記念都市・広島市

　広島市は、第二次世界大戦末期の
1945年に原子爆弾が投下され、大
きな被

ひ

害
が い

を受けました。戦後は復興
をとげ、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
保存されているのが、世界文化遺

い

産
さ ん

に登録されている原爆ドームです。
　被爆者の高

こ う

齢
れ い

化で被爆体験の語り
つぎが難

むずか

しくなるなかで、さまざま
な取り組みが行われています。その
一つが「ヒロシマ・アーカイブ」で
す。デジタル地図の技術を生かして、
当時の地図や航空写真に人々の体験
談や当時の写真などの資料を重ね合
わせて見ることができます。

巻頭 1 1

6

P.134

7

地理地理
++αα資料活用資料活用 工業が盛んな地域の分布を、交通網の分布と比べましょう。

大規
き

模
ぼ

な工場群
ぐ ん

だね。何を生産
しているのかな。

二次元
コード

工場

ガソリン
灯油 など

さまざまな
工業原料

電気

石油

ナフサ

重
油

電
気

一
いっ

般
ぱん

家庭

火力発電所
石油化学工場

タンカー

貯
ちょ

蔵
ぞう

施
し

設
せつ

石油精製工場

リンク

リンク

194 195

33
‐‐
33

中
国
・
四
国
地
方

中
国
・
四
国
地
方

5

10

15

5

10

15
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キャリア教育

私たちの社会参画私たちの社会参画

明日明日に
向かって

職業について調べてみよう
　中学校を卒業した後、みなさんはどのような進路へ進むでしょうか。その進路の先には、 
いずれ職業を選ぶときが来ます。ここでは、将来なりたい職業について考えてみましょう。

●将
しょう

来
ら い

、なりたい職業はありますか？
　みなさんには、将来なりたい職業はあるでしょうか。中学 3年生を対象と
したある統計では、約 4割が「ある」と答えています。
　将来の目標をもつことはよいことですが、もし自分の将来についてうまく
想像ができなくても、不安に思う必要はありません。社会には無数に職業が
存
そ ん

在
ざ い

しますが、中学生であるみなさんがこれまで見たり聞いたり、かかわっ
たりしたことがあるものは、そのなかのほんの一部にすぎないからです。
14歳

さ い

、15歳の今からなら、どのような職業もめざすことが可能です。大切
なのは、世界のなかにはどのような職業があるのか、ふだんから好奇心をもっ
て社会をながめていくことです。

1

●職業選
せ ん

択
た く

の自由と責任
　職業を選ぶ自由は、日本国憲

け ん

法
ぽ う

で保
ほ

障
しょう

されています。
しかし、自由であるということは、どのような働き方
をするのかは、みなさん自身の意思でしか選択するこ
とができないということでもあります。
　中学校を卒業したあとに進学するのかどうか、どの
ような学校に進学するのかは、その選択の第一歩です。
これからの人生でどのように社会に参画していくのか、
一度ゆっくりと考えてみましょう。

P.51

●職業を探
さ が

す －ウェビングマップ－
　自分の趣

し ゅ

味
み

や好きなこと、やりたいことを図に書き出して、分類してみる
ことで、興味のある職業を見つけることができるかもしれません。

 好きなこと・
やりたいこと

子どもが好き

人を楽しませる
ことが好き

英語の
授業が好き

たくさんお金を
稼
か せ

ぎたい

ものを作る
ことが好き

動物にかかわる
ことが好き

人々の生命や
安全を守りたい

保育士

パティシエ
学校の先生 スポーツ選手

お笑い芸人

動画投
とう

稿
こう

者

語学教師

ゲーム
クリエイター

建築家

獣
じゅう

医師

調教師

通
つう

訳
やく

医師

警
けい

察
さつ

官

？？？

トリマー

いろいろな
職業が考え
られるね。

10年後、20年後には、社会の変化
によって、今は存

そ ん

在
ざ い

しない職業がた
くさんできているかもしれませんね。

●あの職業、どうすればなれる？
　もし少しでも興味のある職業を見つけた人は、どう
すればその仕事につくことができるのか、図書館やイ
ンターネットなどを利用して調べてみましょう。
職業のなかには、特定の資格が必要なものや、大学

を卒業していなければつけないものもあります。職
業のなり方について調べることで、ふだん学習してい
ることと、将来の職業の選び方のかかわりが見えてき
ます。

　コンピューターゲームは、プログラムを書く人、キャラク
ターをデザインする人など、さまざまな専

せん

門
もん

分野に分業して
作られています。ゲームクリエイターになるためには、その専
門分野で高い能力を発

は っ

揮
き

できる人になる必要があります。

●企
き

画
かく

をする人…人の前で発表をする授業
●プログラマー…プログラミング など

ゲームクリエイターと関係のある教科や学習内容

ゲームクリエイター

　保育士になるには、国家資格である保育士資格が必要です。
専門学校を卒業したり、短期大学などを卒業した後に保育士
試験を受けたりすることで資格を得られます。なによりも、子
どもが好きな人でなければできない仕事です。

●子どもの食事と栄養…理科、家庭科　●ピアノ…音楽
●社会制度に関する知識…公民 など

保育士と関係のある教科や学習内容

保育士

　医師になるには、国家資格である医師免
めん

許
きょ

が必要です。医師
免許を取得するには、医大や大学の医学部で医学を勉強（6年制）
し、医師国家試験に合格する必要があります。また、医師免許を
取得した後に、2年間研修医として医師としての技能を学びます。

●患者と意思疎
そ

通
つう

を図る…話し合い活動のある授業
●大学に合格する…入学試験で用いる教科 など

医師と関係のある教科や学習内容

医師

1 なりたい職業の有無　（「子どもの生
活と学びに関する親子調査」2021年）

（2021年）

ある
41.3%ない

58.7

問「将来なりたい職業がありますか」

160 161160 161
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情報・技術
私たちの社会参画私たちの社会参画

明日明日に
向かって

SDGsから社会の課題を考えよう
持続可能な社会を実現するための目標であるSDGsは、現代社会に生きる私たちすべての生活とかか

わっています。このページでは、現代社会の学習とかかわる内容とSDGsとの関係を考えましょう。

新型コロナウイル
ス感染症にかかわ
る内容もあるね。

選んだ課題とこれからの
学習とのかかわりを考え
ながら、学習に取り組ん
でいきましょう。

1 上下水道の国際技術協力（2019年、カン
ボジア）　北

き た

九
きゅう

州
しゅう

市は、東南アジアを中心に
上下水道インフラの導入や市民を対象とした
環
か ん

境
きょう

啓
け い

発
は つ

活動を行っています。

2 サメ革バッグの開発(2021年、大
お お

阪
さか

府東
ひがし

大
お お

阪
さか

市)　宮城県で獲れるサメの廃棄素材の
活用を通じて、被災地復興や環境保全に貢献
しようと短大生と企業の連携で作りました。

7 コウノトリと水田

９ ソーラーシェアリング　農地に太陽光発
電設備を設けて、農業を行う取り組みです。
電気自動車を蓄電池として、地域の電力需
給を調整する取り組みも進んでいます。

8 タブレットによる水田管理

10 自然光を利用した照
明や地下水を利用した空
調設備のある企業

6 IoTを活用したごみ箱（2023年、大
お お

阪
さか

府大
阪市）　太陽光発電パネルで動くセンサーに
よって、ゴミがいっぱいになったら圧

あ っ

縮
しゅく

し、入
らなくなれば回

かい

収
しゅう

を知らせます。

33 私たちの社会は、さまざまな社会の課題をどのように解決しているでしょうか。そして、それがSDGsの目標の達成とどの
ようにかかわっているのかを、次の事例から考えてみましょう。

44 これまでの学習から、あな
たが解決したい課題を9
つ考えましょう。そのな
かから、最も解決するべき
だと考える課題を、ダイ
ヤモンドランキングをつ
かってならべましょう。

55 44で選んだ課題について、SDGsの
17の目標とのかかわりを考えま
しょう。そして、自分が考える解決
策
さく

をウェビングで書き出しましょう。
22 書きこんだ番号をグルー

プで見せ合って、一
いっ

致
ち

し
ているところ、ちがってい
るところをまとめましょう。
ちがっているところは、な
ぜそう考えたのかを話し
合いましょう。

5 「公共冷
れ い

蔵
ぞ う

庫
こ

」（2020年、岡
おか

山
やま

県岡山市）
個人や企業が寄付したあまった食料品や日用
品などを、感染症の流行の影

え い

響
きょう

などで困
こん

窮
きゅう

し
ている人が無料で受け取れる施設です。

4 オンライン面会（2021年、北
ほ っ

海
かい

道
ど う

旭
あさひ

川
かわ

市）
感
か ん

染
せ ん

症
しょう

の流行で福
ふ く

祉
し

施
し

設
せ つ

や病院は面会制限
をしましたが、タブレットを無料で貸し出し、
家族などと会話できるようにしました。

3 AIによる高
こ う

齢
れ い

者の健康の見守り（2022年、
三
み

重
え

県東
とう

員
いん

町）　各戸の電力計の消費電力量
のデータをAIが分

ぶ ん

析
せき

して、高齢者の健康状態
を判定します。

コウノトリを育むお米（兵
ひょう

庫
ご

県豊
と よ

岡
おか

市）

エネルギーの地産地消（神
か

奈
な

川
がわ

県小
お

田
だ

原
わ ら

市）

　豊岡市ではコウノトリの人工飼育に取り組
んでいます。コウノトリの生息には、えさと
して食べるカエルやドジョウ、昆虫などの多
様な生物のいる環境が必要です。そのため、
農薬や化学肥料にたよらないで稲を育てる
「コウノトリ育む農法」を行っています。ま
た、農業を効率化するために、スマートフォ
ンのアプリやクラウドを使って、水田の管理
を行う農家もあります。こうした生態系にも
配慮した持続可能な方法で作られたお米の品
質は高く、外国の日本食レストランなどで使
われており、輸出が行われています。

　小田原市では「地域で使うエネルギーは地
ち

域
い き

でつくろ
う」という取り組みを企業が始め、市が協力して、市内
に太陽光発電の設備をつくりました。地域でつくられた
再生可能エネルギーを県内の電力会社を通して、地域の
家庭や企業、一部の公共施設などへ送っています。これ
らは、インターネットでコントロールして発電パターン
や蓄

ち く

電
で ん

のタイミングを制
せ い

御
ぎ ょ

し、人々の生活サイクルと一
い っ

致
ち

させて、むだのないエネルギー利用を行っています。
　こうしたエネルギーの地産地消は、小田原市の環境を
守りつつ、次の世代につなげるために、地域の人々、企
業、市が地域のために協力して取り組みを進めています。
そして、この事業で得た利益の一部を使い、地域の活性
化につながる活動を行っています。

重
要

重
要
で
な
い

小学生が地球環境保全
のために「コウノトリ
米」を給食に使ってほ
しいと市長に要望して、
学校給食での提

て い

供
きょう

が始
まり、農法を行う農地
も広がりました。

情報化は課題の解決
に役立っているね。

一つの課題の解決が複
数のSDGsの目標につ
ながっているね。

次の 1 ～ 6 は、SDGｓのどの目標と関係するかを考えて、目標の番号を
空らんに書きこみましょう。11

16 1716 17
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世界では、人々の活動によって排
はい

出
しゅつ

される二酸化炭素の量
と、植林などによって吸

きゅう

収
しゅう

される二酸化炭素の量を同じにする
「カーボンニュートラル」をめざす取り組みが進められています。

私たちの社会では、技術革
か く

新
し ん

を進めて知識や情報を共有するこ
とで新たな価値を生み出し、さまざまな課題を解決したり経

け い

済
ざ い

を発展させたりする取り組みが進められています。

よりよい社会をつくる
ために、私たちはどん
なことができるのかな。

持続可能な社会と私たち持続可能な社会と私たち

Ch000_01_53

私たちが生きているのはどんな
社会で、これからどのように変
わろうとしているのかな。

日本だけではなくて、
世界のことを見ていく
必要があるね。

さまざまな取り組みと私
たちの生活は、どのよう
に関係しているのだろう。

まどか

二酸化炭素の吸
きゅう

収
しゅう

二酸化炭素の排出

カーボンニュートラルの実現に向けて 技術革
か く

新
し ん

でめざされている社会

知識・情報が
つながらない

情報が多すぎる

すべての人と
ものがつながる

人々のニーズに
対応できない

さまざまなニーズに対応

必要な情報の提
てい

供
きょう 人の可能性が広がる

行動が制約される

現在 2050年

二酸化炭素の排
はい

出
しゅつ

1 平和記念式典（2022年 広
ひ ろ

島
しま

市中
なか

区）　原子爆
ば く

弾
だん

が投下された８月６
日に行われ、多くの市民が参列します。日本語を含

ふ く

めた10か国語で世
界に向けて「平和宣

せん

言
げん

」が発表されます。

5 植
しょく

樹
じ ゅ

活動をする人 （々2021年 インド）　この地
ち

域
い き

では毎年植樹イ
ベントが開

かい

催
さ い

されています。
6 ドローンによる山間部への配達の実証実験（2023年 奈

な

良
ら

県奈良
市）　山間部での生活を便利にするための取り組みです。

3 太陽光パネルが設置
された電気自動車の充

じゅう

電
で ん

施
し

設
せ つ

（2022年 スペイ
ン）　太陽光発電によっ
て得られた電気で電気
自動車を充電すること
で、二酸化炭素を排出
せずに自動車を使用す
ることができます。

4 いちごの色をAIで判
別して収

しゅう

穫
か く

するロボッ
トの研究・開発（2023
年 福

ふ く

岡
おか

県久
く

留
る

米
め

市）
これまで人がしてい

た作業を機械にまかせ
られるように、さまざま
な分野で研究・開発が
進められています。

2 トルコからの支
し

援
え ん

でつくられた水道を使う子どもたち（2021年 チャ
ド） すべての人がきれいな水を得られるように、水道の整備が進んで
いない国への支援が行われています。

かける あきと

さき

持続可能な社会とは、将
しょう

来
ら い

の人々に負
ふ

担
た ん

を残さずに発
はっ

展
て ん

していくことができる社会のこ
とです。持続可能な社会をつくるために、先進国と発展途

と

上
じょう

国がともに達成すべき、
2016年から 2030年のあいだの「17の目標」として、「持続可能な開発目標（SDGs 
（Sustainable Development Goals））」があります。日本を含

ふく

めた世界の国々は、これ 
らの目標のためにさまざまな取り組みを行っています。

巻頭 1 巻頭 2

いちごの色を AI で判定するロボットの研
究・開発 (2023 年 福岡県久留米市 )

地 理 巻頭 2

道徳との関連

動画

その他
83.5

マオリ
16.5%

その他
89.9

マオリ
10.1%

マオリ
4.3%

マオリ
12.7%

マオリ
15.4

アジア系
4.4

太平洋系 3.8 その他 4.6

ヨーロ
ッパ系
71.7%

けい

合計
362万人

マオリ
14.0アジア系

8.8

アジア系
15.1

太平洋系
6.6

ヨーロ
ッパ系
64.8%

合計
403万人

太平洋系 8.1 その他 2.7

ヨーロ
ッパ系
70.2%

1874年
合計34.3万人

1916年
合計114.9万人

1971年
合計286.3万人

2018年
合計470.0万人

その他
 95.7

その他
87.3

学
習
の
見
通
し
を
も
と
う

学
習
の
見
通
し
を
も
と
う

5 ニュージーランドの人口に
占
し

めるマオリの割合（the New 
Zealand census 2018 ほか）

オセアニアでは、どのように多様性を尊
そ ん

重
ちょう

する社会づくりを進
めているのでしょうか。

第６節の問い第６節の問い?

2 手話通訳者とともに行われる政府関係者の会見（2020年 ニュー
ジーランド）

3 「ハカ」とよばれる踊りを行うニュージーランド代表のラグビーチーム（2022年 イギリス）

1 テニスの国際大会の優勝者へ地元のマオリが伝統的な挨
あ い

拶
さ つ

をするようす （2023年 ニュージーランド）

第
６
節
の

第
６
節
の
キ
ー
ワ
ー
ド

キ
ー
ワ
ー
ド

持続可能な
地域をめざして ニュージーランドにみる多文化社会ニュージーランドにみる多文化社会

海面上
じょう

昇
しょう

　リゾート開発

持続可能な社会

産　業

農業　鉱業　観光業

多様性を尊重する社会
地形　気候

自然環
か ん

境
きょう

先住民　植民地

民族・文化

二次元
コード

ニュージーランドでは、先住民のマオリが古くから
狩
し ゅ

猟
りょう

・採集や農業を行って生活していました。イギリ
スの植民地になり、移民がやってくるようになるとマ
オリの人口は減少し、社会や文化は大きな打

だ

撃
げ き

を受け
ました。現在、ニュージーランドの人口の約70％が
ヨーロッパ系

け い

で、約15％がマオリです。そのほか、アジ
アや太平洋の島々からの移民やその子孫も多くいます。
異
こ と

なる背
は い

景
け い

をもつさまざまな人々が住んでいるこの
国では、多様性を尊

そ ん

重
ちょう

する社会づくりが進んでいます。
ニュージーランドは、現在もイギリス系の人々が多数
を占

し

めています。そのためイギリス系の人々が使用し
ている英語が、古くから公用語として使われていまし
た。その後、マオリがおこした言語文化復興運動にこ
たえて、1987年に英語に加えてマオリ語が公用語にな

1

りました。また、聞こえの不自由な人への行政サービ
スが十分に保

ほ

障
しょう

されていないとして、手話を公用語に
することが求められました。その結果、2006年に手話
が公用語に加わりました。公用語になったことで、マ
オリ語や手話で教育などの行政サービスを受けること
ができるようになりました。テレビやラジオなどでも
マオリ語の番組が放送されています。
　また、ニュージーランドでは、イギリス生まれのス
ポーツであるラグビーが人気です。代表チームは、試
合の前にマオリの踊

お ど

りである「ハカ」を踊ることにし
ています。ハカをリードする役

や く

割
わ り

は伝統的にマオリ系
の選手が行うことが多くなっています。このように、
すべての人々のくらしやすさに配

は い

慮
り ょ

しながら、多文化
社会がつくられているのです。

2

3

第６節の問いを解決するために　例を参考に、「なぜ」を用いた問いを立てましょう。

国旗にユニオン
ジャックがえがか
れている国はイギ
リスと歴史的なつ
ながりが深いこと
をP.7で学習した
ね。

ニュージーランドの人口は約150年で大
きく増加したんだね。マオリの割

わ り

合
あ い

が
減っている時期があるのはなぜだろう。

【例】オセアニアでは、なぜ多様性を尊重する社会づくりを進めることになったのでしょうか。
オセアニアでは、
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お
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オーストラリア

第６節の問いに対する疑
ぎ

問
も ん

や答えの予想を、ポートフォリオに書きこみましょう。
ポート
フォリオへ 二次元

コード

第６節の問いを解決するためにキーワード
について情報を集め、「オセアニア州の学
習をまとめよう」（P.128～129）で節の問
いについて自分の考えをまとめ、多様な文
化が共生する方法を議論しましょう。

オセアニア州にみられる 地球的課題
多様な民族の共生

オセアニア州オセアニア州節の問いを立てよう節の問いを立てよう

多文化共生
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地 理 P.122

を、強制的に工場や農場で働かせました。またユダヤ人については、
民族の絶

ぜつ

滅
めつ

をはかり、数百万人の人々を強制収
しゅう

容
よう

所
じょ

に連行して、殺
害しました。
　ヨーロッパの各地では、ドイツの支配に対する抵

てい

抗
こう

運動（レジスタ
ンス）が起こりました。レジスタンスに参加した人々は、ドイツの政
策や作戦を妨

ぼう

害
がい

したり、武器をとってドイツ軍と戦ったりすること
もありました。

ドイツがフランスを降伏させた1940年、日本
はドイツ・イタリアと軍事同

どう

盟
めい

（日
にち

独
どく

伊
い

三
さん

国
ごく

同
どう

盟
めい

）を結びました。これらの国々は、枢
すう

軸
じく

国
こく

とよばれました。

1941年 6月、ドイツ軍は不可侵条約を破ってソ連に侵攻しました。
これまで中立を保っていたアメリカのローズべルト大統領は、同年

8月、イギリスのチャーチル首相とともに､ ファシズムと対決する
ことなどをうたった大

たい

西
せい

洋
よう

憲
けん

章
しょう

を発表しました。またアメリカは、
イギリスとソ連を支援するため、両国に大量の武器を提

てい

供
きょう

しました。
こうして、枢軸国に対抗する連

れん

合
ごう

国
こく

の陣
じん

営
えい

が形成されることになり
ました。

2 8
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9

ヨーロッパでは、ヒトラーがドイツの領土拡
かく

大
だい

を進め、オーストリアやチェコスロバキア
の一部を併

へい

合
ごう

しました。イギリスやフランスは、戦争を回
かい

避
ひ

するた
め、ドイツの領土拡大を認

みと

めました。
　さらにドイツは、1939年にソ連とのあいだに独

どく

ソ不
ふ

可
か

侵
しん

条
じょう

約
やく

を結
び、9月にはポーランドに侵

しん

攻
こう

しました。イギリスとフランスは、
ポーランドを援

えん

助
じょ

する条約に基づいて、ドイツに宣
せん

戦
せん

布告しました。
こうして、第

だい

二
に

次
じ

世
せ

界
かい

大
たい

戦
せん

が始まりました。

1940年になると、ドイツ軍は、デンマークとノルウェー、続いて
オランダ・ベルギー・フランスなどに侵攻し、6月にはフランスを
降
こう

伏
ふく

させました。この間、イタリアは、ドイツ側に立って参戦しま
した。その後、ドイツは、イギリスにはげしい空

くう

襲
しゅう

を行い、イタリ
アとともに、バルカン半島や北アフリカにも軍を進めました。

イギリスを除
のぞ

くヨーロッパのほとんどを支配
下においたドイツは、過

か

酷
こく

な占領政策を行い
ました。戦争遂

すい

行
こう

に必要な物資や食料をうばい、多くの捕
ほ

虜
りょ

や市民

P.237

43

1

5

3 第二次世界大戦中のヨーロッパ
資料活用 ドイツとイタリアの占領地の移り変わりに着

目して読み取りましょう。

4 第二次世界大戦開戦前後の動き

5 防空壕
ご う

でドイツ軍の空襲をさける
イギリスの子どもたち（1940年）

第
二
次
世
界
大
戦
は
、
日
本
と
世
界
に
ど
の
よ
う
な
影え

い

響き
ょ
う

を
あ
た
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

再び起きた
世界大戦

ドイツの占
せ ん

領
りょう

政
せ い

策
さ く

枢
す う

軸
じ く

国
こ く

と連合国

ドイツの動きと、イギリスやフラン
スの対応に着目しましょう。

見方・考え方 推移

第二次世界大戦は、どうして起こり、どのように展
てん

開
か い

したのでしょうか。

第二次世界大戦の始まり1 －枢
す う

軸
じ く

国
こ く

と連合国－ 二次元
コード
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ムッソリーニは、1936年に、イタリアと
ドイツがこれからの国際関係の枢軸（ものご
との中心の意味）となると演説しました。こ
れ以後、ドイツ・イタリア側についた国々が、
枢軸国とよばれるようになりました。

1

下の表に欧
おう

米
べい

の国々や日本がど
こに入るか整理しましょう。確認

第二次世界大戦の原因と、枢軸
国と連合国の対立点について説
明しましょう。

表現

9 枢軸国側と連合国側の方
ほう
針
しん

〈日独伊三国同
どう

盟
めい

〉（1940年）
第一条 日本は、ドイツおよびイタリアの
ヨーロッパにおける新秩

ちつ

序
じょ

による社会建
設の指導的地位を認

みと

め、これを尊
そん

重
ちょう

する。
第二条 ドイツおよびイタリアは、日本の大

だい

東
とう

亜
あ

における新秩序による社会建設の指
導的地位を認め、これを尊重する。
第三条 三国は、相

そう

互
ご

に援
えん

助
じょ

すべきことを
約す。

〈大西洋憲
けん

章
しょう

〉（1941年）
一 アメリカとイギリス両国は、領土の拡

かく

張
ちょう

を求めない。
三 両国は、すべての国民が自らの政治形
態を選ぶ権

けん

利
り

を、尊重する。
六 すべての国民が恐

きょう

怖
ふ

と欠
けつ

乏
ぼう

から解放さ
れた自由のなかで生きる保

ほ

障
しょう

を提
てい

供
きょう

する、
平和の確立を求める。 （一部要約）

2 アウシュビッ
ツ第二強制収容
所 同じ過ちが二
度と起きないよう
にという願いをこ
めて、世界遺

い

産
さ ん

に
登録されています。
世界遺産

1 占領したパリの凱
が い

旋
せ ん

門
もん

前を行進するドイツ軍（1940年）

第一次
世界大戦

同盟国側 連合国側

第二次
世界大戦

枢軸国側 連合国側

ドイツに占
せ ん

領
りょう

された
国では、どんな動き
があったのかな。

年 できごと
1938 ドイツが領土の拡

かく

大
だい

を進める
1939 独ソ不

ふ

可
か

侵
しん

条約
第二次世界大戦（～45）

1940 イタリアがドイツ側に立って参戦
日独伊三国同

どう

盟
めい

1941 ドイツがソ連に侵
しん

攻
こう

米英が大西洋憲
けん

章
しょう

を発表

1940年７月、ドイツに占領されたポーランドからの
脱
だ っ

出
しゅつ

者を含
ふ く

む多くのユダヤ人が、リトアニアの日本領事
館にやってくるようになりました。彼らは、シベリアか
ら日本をへてアメリカなどに移住しようとし、それに必
要な日本政府のビザ（査証）発給を求めていたのです。
　日本はユダヤ人難

な ん

民
み ん

の入国を制限する方
ほ う

針
し ん

でしたが、
リトアニア駐

ちゅう

在
ざ い

の外交官杉
す ぎ

原
は ら

千
ち

畝
う ね

は、彼らを無
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給しました。
1941年３月、ソ連のウラジオストク港は、日本行き

の船を待つユダヤ人であふれていました。ソ連駐在の外

交官根
ね

井
い

三
さ ぶ

郎
ろ う

は、杉原が発給したビザを厳
げ ん

格
か く

に再審
し ん

査
さ

せ
よという外務省からの指示に反して、杉原が発給したビ
ザを持つユダヤ人の日本行きの船の乗船を認

み と

め、ビザを
持たない人へは渡

と

航
こ う

証明書を発給しました。このような
人々の決断もあり、日本にたどりついた多くのユダヤ人
は、アメリカなどへわたることができたのです。

先人に学ぶ
命の尊さ 日本までつながれた「命のビザ」

6 杉原千畝
（1900～1986）
（NPO杉原千畝
命のビザ提

てい

供
きょう

）

7 根井三郎
（1902～1992）
（根井三郎を顕

けん

彰
しょう

する会提供）

8 アンネ゠フランク（1929～1945）

『アンネの日記』を記したユダヤ人の少女

迫
は く

害
が い

をのがれて屋根裏
う ら

部屋にひそんだユダヤ人のアン
ネの家族は、２年後にナチ党

と う

に見つかり、収容所に送ら
れました。15歳

さ い

で亡
な

くなったアンネが、屋根裏での日々
を記した日記は有名です。
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　ヨーロッパの各地では、ドイツの支配に対する抵
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運動（レジスタ
ンス）が起こりました。レジスタンスに参加した人々は、ドイツの政
策や作戦を妨

ぼう

害
がい

したり、武器をとってドイツ軍と戦ったりすること
もありました。
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どう

盟
めい

（日
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）を結びました。これらの国々は、枢
すう

軸
じく

国
こく

とよばれました。

1941年 6月、ドイツ軍は不可侵条約を破ってソ連に侵攻しました。
これまで中立を保っていたアメリカのローズべルト大統領は、同年

8月、イギリスのチャーチル首相とともに､ ファシズムと対決する
ことなどをうたった大
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西
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洋
よう
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けん

章
しょう

を発表しました。またアメリカは、
イギリスとソ連を支援するため、両国に大量の武器を提

てい
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きょう

しました。
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れん

合
ごう

国
こく
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営
えい

が形成されることになり
ました。
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合
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しました。イギリスやフランスは、戦争を回
かい

避
ひ

するた
め、ドイツの領土拡大を認

みと

めました。
　さらにドイツは、1939年にソ連とのあいだに独
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ソ不
ふ

可
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条
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約
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び、9月にはポーランドに侵
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攻
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1940年になると、ドイツ軍は、デンマークとノルウェー、続いて
オランダ・ベルギー・フランスなどに侵攻し、6月にはフランスを
降
こう

伏
ふく

させました。この間、イタリアは、ドイツ側に立って参戦しま
した。その後、ドイツは、イギリスにはげしい空

くう

襲
しゅう

を行い、イタリ
アとともに、バルカン半島や北アフリカにも軍を進めました。

イギリスを除
のぞ
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下においたドイツは、過

か
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に必要な物資や食料をうばい、多くの捕
ほ

虜
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や市民
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資料活用 ドイツとイタリアの占領地の移り変わりに着

目して読み取りましょう。

4 第二次世界大戦開戦前後の動き

5 防空壕
ご う

でドイツ軍の空襲をさける
イギリスの子どもたち（1940年）

第
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に
ど
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よ
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影え
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ょ
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を
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え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
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りょう

政
せ い
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軸
じ く

国
こ く

と連合国

ドイツの動きと、イギリスやフラン
スの対応に着目しましょう。

見方・考え方 推移

第二次世界大戦は、どうして起こり、どのように展
てん

開
か い

したのでしょうか。

第二次世界大戦の始まり1 －枢
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ムッソリーニは、1936年に、イタリアと
ドイツがこれからの国際関係の枢軸（ものご
との中心の意味）となると演説しました。こ
れ以後、ドイツ・イタリア側についた国々が、
枢軸国とよばれるようになりました。

1

下の表に欧
おう

米
べい

の国々や日本がど
こに入るか整理しましょう。確認

第二次世界大戦の原因と、枢軸
国と連合国の対立点について説
明しましょう。

表現

9 枢軸国側と連合国側の方
ほう
針
しん

〈日独伊三国同
どう

盟
めい

〉（1940年）
第一条 日本は、ドイツおよびイタリアの
ヨーロッパにおける新秩

ちつ

序
じょ

による社会建
設の指導的地位を認

みと

め、これを尊
そん

重
ちょう

する。
第二条 ドイツおよびイタリアは、日本の大

だい

東
とう

亜
あ

における新秩序による社会建設の指
導的地位を認め、これを尊重する。
第三条 三国は、相

そう

互
ご

に援
えん

助
じょ

すべきことを
約す。

〈大西洋憲
けん

章
しょう

〉（1941年）
一 アメリカとイギリス両国は、領土の拡

かく

張
ちょう

を求めない。
三 両国は、すべての国民が自らの政治形
態を選ぶ権

けん

利
り

を、尊重する。
六 すべての国民が恐

きょう

怖
ふ

と欠
けつ

乏
ぼう

から解放さ
れた自由のなかで生きる保

ほ

障
しょう

を提
てい

供
きょう

する、
平和の確立を求める。 （一部要約）

2 アウシュビッ
ツ第二強制収容
所 同じ過ちが二
度と起きないよう
にという願いをこ
めて、世界遺

い

産
さ ん

に
登録されています。
世界遺産

1 占領したパリの凱
が い

旋
せ ん

門
もん

前を行進するドイツ軍（1940年）

第一次
世界大戦

同盟国側 連合国側

第二次
世界大戦

枢軸国側 連合国側

ドイツに占
せ ん

領
りょう

された
国では、どんな動き
があったのかな。

年 できごと
1938 ドイツが領土の拡

かく

大
だい

を進める
1939 独ソ不

ふ

可
か

侵
しん

条約
第二次世界大戦（～45）

1940 イタリアがドイツ側に立って参戦
日独伊三国同

どう

盟
めい

1941 ドイツがソ連に侵
しん

攻
こう

米英が大西洋憲
けん

章
しょう

を発表

1940年７月、ドイツに占領されたポーランドからの
脱
だ っ

出
しゅつ

者を含
ふ く

む多くのユダヤ人が、リトアニアの日本領事
館にやってくるようになりました。彼らは、シベリアか
ら日本をへてアメリカなどに移住しようとし、それに必
要な日本政府のビザ（査証）発給を求めていたのです。
　日本はユダヤ人難

な ん

民
み ん

の入国を制限する方
ほ う

針
し ん

でしたが、
リトアニア駐

ちゅう

在
ざ い

の外交官杉
す ぎ

原
は ら

千
ち

畝
う ね

は、彼らを無
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給しました。
1941年３月、ソ連のウラジオストク港は、日本行き

の船を待つユダヤ人であふれていました。ソ連駐在の外

交官根
ね

井
い

三
さ ぶ

郎
ろ う

は、杉原が発給したビザを厳
げ ん

格
か く

に再審
し ん

査
さ

せ
よという外務省からの指示に反して、杉原が発給したビ
ザを持つユダヤ人の日本行きの船の乗船を認

み と

め、ビザを
持たない人へは渡

と

航
こ う

証明書を発給しました。このような
人々の決断もあり、日本にたどりついた多くのユダヤ人
は、アメリカなどへわたることができたのです。

先人に学ぶ
命の尊さ 日本までつながれた「命のビザ」

6 杉原千畝
（1900～1986）
（NPO杉原千畝
命のビザ提

てい

供
きょう

）

7 根井三郎
（1902～1992）
（根井三郎を顕

けん

彰
しょう

する会提供）

8 アンネ゠フランク（1929～1945）

『アンネの日記』を記したユダヤ人の少女

迫
は く

害
が い

をのがれて屋根裏
う ら

部屋にひそんだユダヤ人のアン
ネの家族は、２年後にナチ党

と う

に見つかり、収容所に送ら
れました。15歳

さ い

で亡
な

くなったアンネが、屋根裏での日々
を記した日記は有名です。
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降伏後のフランスの勢力圏
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独・伊側侵攻最前線
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15

を、強制的に工場や農場で働かせました。またユダヤ人については、
民族の絶

ぜつ

滅
めつ

をはかり、数百万人の人々を強制収
しゅう

容
よう

所
じょ

に連行して、殺
害しました。
　ヨーロッパの各地では、ドイツの支配に対する抵

てい

抗
こう

運動（レジスタ
ンス）が起こりました。レジスタンスに参加した人々は、ドイツの政
策や作戦を妨

ぼう

害
がい

したり、武器をとってドイツ軍と戦ったりすること
もありました。

ドイツがフランスを降伏させた1940年、日本
はドイツ・イタリアと軍事同

どう

盟
めい

（日
にち

独
どく

伊
い

三
さん

国
ごく

同
どう

盟
めい

）を結びました。これらの国々は、枢
すう

軸
じく

国
こく

とよばれました。

1941年 6月、ドイツ軍は不可侵条約を破ってソ連に侵攻しました。
これまで中立を保っていたアメリカのローズべルト大統領は、同年

8月、イギリスのチャーチル首相とともに､ ファシズムと対決する
ことなどをうたった大

たい

西
せい

洋
よう

憲
けん

章
しょう

を発表しました。またアメリカは、
イギリスとソ連を支援するため、両国に大量の武器を提

てい

供
きょう

しました。
こうして、枢軸国に対抗する連

れん

合
ごう

国
こく

の陣
じん

営
えい

が形成されることになり
ました。

2 8

9 1

9

ヨーロッパでは、ヒトラーがドイツの領土拡
かく

大
だい

を進め、オーストリアやチェコスロバキア
の一部を併

へい

合
ごう

しました。イギリスやフランスは、戦争を回
かい

避
ひ

するた
め、ドイツの領土拡大を認

みと

めました。
　さらにドイツは、1939年にソ連とのあいだに独

どく

ソ不
ふ

可
か

侵
しん

条
じょう

約
やく

を結
び、9月にはポーランドに侵

しん

攻
こう

しました。イギリスとフランスは、
ポーランドを援

えん

助
じょ

する条約に基づいて、ドイツに宣
せん

戦
せん

布告しました。
こうして、第

だい

二
に

次
じ

世
せ

界
かい

大
たい

戦
せん

が始まりました。

1940年になると、ドイツ軍は、デンマークとノルウェー、続いて
オランダ・ベルギー・フランスなどに侵攻し、6月にはフランスを
降
こう

伏
ふく

させました。この間、イタリアは、ドイツ側に立って参戦しま
した。その後、ドイツは、イギリスにはげしい空

くう

襲
しゅう

を行い、イタリ
アとともに、バルカン半島や北アフリカにも軍を進めました。

イギリスを除
のぞ

くヨーロッパのほとんどを支配
下においたドイツは、過

か

酷
こく

な占領政策を行い
ました。戦争遂

すい

行
こう

に必要な物資や食料をうばい、多くの捕
ほ

虜
りょ

や市民
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3 第二次世界大戦中のヨーロッパ
資料活用 ドイツとイタリアの占領地の移り変わりに着

目して読み取りましょう。

4 第二次世界大戦開戦前後の動き

5 防空壕
ご う

でドイツ軍の空襲をさける
イギリスの子どもたち（1940年）

第
二
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の
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た
の
で
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う
か
。

再び起きた
世界大戦

ドイツの占
せ ん

領
りょう

政
せ い

策
さ く

枢
す う

軸
じ く

国
こ く

と連合国

ドイツの動きと、イギリスやフラン
スの対応に着目しましょう。

見方・考え方 推移

第二次世界大戦は、どうして起こり、どのように展
てん

開
か い

したのでしょうか。
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ムッソリーニは、1936年に、イタリアと
ドイツがこれからの国際関係の枢軸（ものご
との中心の意味）となると演説しました。こ
れ以後、ドイツ・イタリア側についた国々が、
枢軸国とよばれるようになりました。

1

下の表に欧
おう

米
べい

の国々や日本がど
こに入るか整理しましょう。確認

第二次世界大戦の原因と、枢軸
国と連合国の対立点について説
明しましょう。

表現

9 枢軸国側と連合国側の方
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針
しん

〈日独伊三国同
どう

盟
めい

〉（1940年）
第一条 日本は、ドイツおよびイタリアの
ヨーロッパにおける新秩

ちつ

序
じょ

による社会建
設の指導的地位を認

みと

め、これを尊
そん

重
ちょう

する。
第二条 ドイツおよびイタリアは、日本の大

だい

東
とう

亜
あ

における新秩序による社会建設の指
導的地位を認め、これを尊重する。
第三条 三国は、相

そう

互
ご

に援
えん

助
じょ

すべきことを
約す。

〈大西洋憲
けん

章
しょう

〉（1941年）
一 アメリカとイギリス両国は、領土の拡

かく

張
ちょう

を求めない。
三 両国は、すべての国民が自らの政治形
態を選ぶ権

けん

利
り

を、尊重する。
六 すべての国民が恐

きょう

怖
ふ

と欠
けつ

乏
ぼう

から解放さ
れた自由のなかで生きる保

ほ

障
しょう

を提
てい

供
きょう

する、
平和の確立を求める。 （一部要約）

2 アウシュビッ
ツ第二強制収容
所 同じ過ちが二
度と起きないよう
にという願いをこ
めて、世界遺

い

産
さ ん

に
登録されています。
世界遺産

1 占領したパリの凱
が い
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門
もん

前を行進するドイツ軍（1940年）
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世界大戦

同盟国側 連合国側

第二次
世界大戦

枢軸国側 連合国側
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せ ん

領
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された
国では、どんな動き
があったのかな。
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1938 ドイツが領土の拡

かく

大
だい

を進める
1939 独ソ不

ふ

可
か

侵
しん

条約
第二次世界大戦（～45）

1940 イタリアがドイツ側に立って参戦
日独伊三国同

どう

盟
めい

1941 ドイツがソ連に侵
しん

攻
こう

米英が大西洋憲
けん

章
しょう

を発表

1940年７月、ドイツに占領されたポーランドからの
脱
だ っ

出
しゅつ

者を含
ふ く

む多くのユダヤ人が、リトアニアの日本領事
館にやってくるようになりました。彼らは、シベリアか
ら日本をへてアメリカなどに移住しようとし、それに必
要な日本政府のビザ（査証）発給を求めていたのです。
　日本はユダヤ人難

な ん

民
み ん

の入国を制限する方
ほ う

針
し ん

でしたが、
リトアニア駐

ちゅう

在
ざ い

の外交官杉
す ぎ

原
は ら

千
ち

畝
う ね

は、彼らを無
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給しました。
1941年３月、ソ連のウラジオストク港は、日本行き

の船を待つユダヤ人であふれていました。ソ連駐在の外

交官根
ね

井
い

三
さ ぶ

郎
ろ う

は、杉原が発給したビザを厳
げ ん

格
か く

に再審
し ん

査
さ

せ
よという外務省からの指示に反して、杉原が発給したビ
ザを持つユダヤ人の日本行きの船の乗船を認

み と

め、ビザを
持たない人へは渡

と

航
こ う

証明書を発給しました。このような
人々の決断もあり、日本にたどりついた多くのユダヤ人
は、アメリカなどへわたることができたのです。

先人に学ぶ
命の尊さ 日本までつながれた「命のビザ」

6 杉原千畝
（1900～1986）
（NPO杉原千畝
命のビザ提

てい

供
きょう

）

7 根井三郎
（1902～1992）
（根井三郎を顕

けん

彰
しょう

する会提供）

8 アンネ゠フランク（1929～1945）

『アンネの日記』を記したユダヤ人の少女

迫
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害
が い

をのがれて屋根裏
う ら

部屋にひそんだユダヤ人のアン
ネの家族は、２年後にナチ党

と う

に見つかり、収容所に送ら
れました。15歳

さ い

で亡
な

くなったアンネが、屋根裏での日々
を記した日記は有名です。
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を、強制的に工場や農場で働かせました。またユダヤ人については、
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をはかり、数百万人の人々を強制収
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容
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所
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に連行して、殺
害しました。
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運動（レジスタ
ンス）が起こりました。レジスタンスに参加した人々は、ドイツの政
策や作戦を妨

ぼう

害
がい

したり、武器をとってドイツ軍と戦ったりすること
もありました。
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とよばれました。

1941年 6月、ドイツ軍は不可侵条約を破ってソ連に侵攻しました。
これまで中立を保っていたアメリカのローズべルト大統領は、同年

8月、イギリスのチャーチル首相とともに､ ファシズムと対決する
ことなどをうたった大

たい

西
せい

洋
よう
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を発表しました。またアメリカは、
イギリスとソ連を支援するため、両国に大量の武器を提

てい

供
きょう

しました。
こうして、枢軸国に対抗する連

れん

合
ごう

国
こく

の陣
じん

営
えい

が形成されることになり
ました。

2 8

9 1

9

ヨーロッパでは、ヒトラーがドイツの領土拡
かく

大
だい

を進め、オーストリアやチェコスロバキア
の一部を併

へい

合
ごう

しました。イギリスやフランスは、戦争を回
かい

避
ひ

するた
め、ドイツの領土拡大を認

みと

めました。
　さらにドイツは、1939年にソ連とのあいだに独

どく

ソ不
ふ

可
か

侵
しん

条
じょう

約
やく

を結
び、9月にはポーランドに侵

しん

攻
こう

しました。イギリスとフランスは、
ポーランドを援

えん

助
じょ

する条約に基づいて、ドイツに宣
せん

戦
せん

布告しました。
こうして、第

だい

二
に

次
じ

世
せ

界
かい

大
たい

戦
せん

が始まりました。

1940年になると、ドイツ軍は、デンマークとノルウェー、続いて
オランダ・ベルギー・フランスなどに侵攻し、6月にはフランスを
降
こう

伏
ふく

させました。この間、イタリアは、ドイツ側に立って参戦しま
した。その後、ドイツは、イギリスにはげしい空

くう

襲
しゅう

を行い、イタリ
アとともに、バルカン半島や北アフリカにも軍を進めました。

イギリスを除
のぞ

くヨーロッパのほとんどを支配
下においたドイツは、過

か

酷
こく

な占領政策を行い
ました。戦争遂

すい

行
こう

に必要な物資や食料をうばい、多くの捕
ほ

虜
りょ

や市民

P.237

43

1

5

3 第二次世界大戦中のヨーロッパ
資料活用 ドイツとイタリアの占領地の移り変わりに着

目して読み取りましょう。

4 第二次世界大戦開戦前後の動き

5 防空壕
ご う

でドイツ軍の空襲をさける
イギリスの子どもたち（1940年）

第
二
次
世
界
大
戦
は
、
日
本
と
世
界
に
ど
の
よ
う
な
影え

い

響き
ょ
う

を
あ
た
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

再び起きた
世界大戦

ドイツの占
せ ん

領
りょう

政
せ い

策
さ く

枢
す う

軸
じ く

国
こ く

と連合国

ドイツの動きと、イギリスやフラン
スの対応に着目しましょう。

見方・考え方 推移

第二次世界大戦は、どうして起こり、どのように展
てん

開
か い

したのでしょうか。

第二次世界大戦の始まり1 －枢
す う

軸
じ く

国
こ く

と連合国－ 二次元
コード

学習課題

第
４
節
の
問
い

?

第

節

第
二
次
世
界
大
戦
と
日
本

4

二次元
コード

ムッソリーニは、1936年に、イタリアと
ドイツがこれからの国際関係の枢軸（ものご
との中心の意味）となると演説しました。こ
れ以後、ドイツ・イタリア側についた国々が、
枢軸国とよばれるようになりました。

1

下の表に欧
おう

米
べい

の国々や日本がど
こに入るか整理しましょう。確認

第二次世界大戦の原因と、枢軸
国と連合国の対立点について説
明しましょう。

表現

9 枢軸国側と連合国側の方
ほう
針
しん

〈日独伊三国同
どう

盟
めい

〉（1940年）
第一条 日本は、ドイツおよびイタリアの
ヨーロッパにおける新秩

ちつ

序
じょ

による社会建
設の指導的地位を認

みと

め、これを尊
そん

重
ちょう

する。
第二条 ドイツおよびイタリアは、日本の大

だい

東
とう

亜
あ

における新秩序による社会建設の指
導的地位を認め、これを尊重する。
第三条 三国は、相

そう

互
ご

に援
えん

助
じょ

すべきことを
約す。

〈大西洋憲
けん

章
しょう

〉（1941年）
一 アメリカとイギリス両国は、領土の拡

かく

張
ちょう

を求めない。
三 両国は、すべての国民が自らの政治形
態を選ぶ権

けん

利
り

を、尊重する。
六 すべての国民が恐

きょう

怖
ふ

と欠
けつ

乏
ぼう

から解放さ
れた自由のなかで生きる保

ほ

障
しょう

を提
てい

供
きょう

する、
平和の確立を求める。 （一部要約）

2 アウシュビッ
ツ第二強制収容
所 同じ過ちが二
度と起きないよう
にという願いをこ
めて、世界遺

い

産
さ ん

に
登録されています。
世界遺産

1 占領したパリの凱
が い

旋
せ ん

門
もん

前を行進するドイツ軍（1940年）

第一次
世界大戦

同盟国側 連合国側

第二次
世界大戦

枢軸国側 連合国側

ドイツに占
せ ん

領
りょう

された
国では、どんな動き
があったのかな。

年 できごと
1938 ドイツが領土の拡

かく

大
だい

を進める
1939 独ソ不

ふ

可
か

侵
しん

条約
第二次世界大戦（～45）

1940 イタリアがドイツ側に立って参戦
日独伊三国同

どう

盟
めい

1941 ドイツがソ連に侵
しん

攻
こう

米英が大西洋憲
けん

章
しょう

を発表

1940年７月、ドイツに占領されたポーランドからの
脱
だ っ

出
しゅつ

者を含
ふ く

む多くのユダヤ人が、リトアニアの日本領事
館にやってくるようになりました。彼らは、シベリアか
ら日本をへてアメリカなどに移住しようとし、それに必
要な日本政府のビザ（査証）発給を求めていたのです。
　日本はユダヤ人難

な ん

民
み ん

の入国を制限する方
ほ う

針
し ん

でしたが、
リトアニア駐

ちゅう

在
ざ い

の外交官杉
す ぎ

原
は ら

千
ち

畝
う ね

は、彼らを無
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給しました。
1941年３月、ソ連のウラジオストク港は、日本行き

の船を待つユダヤ人であふれていました。ソ連駐在の外

交官根
ね

井
い

三
さ ぶ

郎
ろ う

は、杉原が発給したビザを厳
げ ん

格
か く

に再審
し ん

査
さ

せ
よという外務省からの指示に反して、杉原が発給したビ
ザを持つユダヤ人の日本行きの船の乗船を認

み と

め、ビザを
持たない人へは渡

と

航
こ う

証明書を発給しました。このような
人々の決断もあり、日本にたどりついた多くのユダヤ人
は、アメリカなどへわたることができたのです。

先人に学ぶ
命の尊さ 日本までつながれた「命のビザ」

6 杉原千畝
（1900～1986）
（NPO杉原千畝
命のビザ提

てい

供
きょう

）

7 根井三郎
（1902～1992）
（根井三郎を顕

けん

彰
しょう

する会提供）

8 アンネ゠フランク（1929～1945）

『アンネの日記』を記したユダヤ人の少女

迫
は く

害
が い

をのがれて屋根裏
う ら

部屋にひそんだユダヤ人のアン
ネの家族は、２年後にナチ党

と う

に見つかり、収容所に送ら
れました。15歳

さ い

で亡
な

くなったアンネが、屋根裏での日々
を記した日記は有名です。

レニングラード

モスクワ

ヤルタ
黒　海

バ
ル
ト
海
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ー
ラ
ン
ド
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オ
ラ
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ノ
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ウ
ェ
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フ
ィ
ン
ラ
ン
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ス
ウ
ェ
ー
デ
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ポ
ル
ト
ガ
ル

大　西　洋

地　中　海

※リトアニア・ラトビア・エストニアを
バルト3国といいます。

アイルランド

1939年末の独・伊領
1940年中の独・伊側の占領地

せんりょう

けんこうふく

1941年中の独・伊側の占領地

降伏後のフランスの勢力圏
中立諸国

1941年までに独・伊側についた国

独・伊側主要侵攻路
独・伊側侵攻最前線

しんこう

０ １０００km
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第二次世界大戦中のヨーロッパ
2023年3月　地図修正：ジェイ・マップ
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歴 史 P.245

きまりについて考えようアクティビティアクティビティ

ます。核
かく

家
か

族
ぞく

や一人世帯が多く、高
こう

齢
れい

社会をむかえた今日では、地
域の人々がたがいに助け合うことが、生活をより豊かなものにして
いきます。
　日本国憲

けん

法
ぽう

は、家族生活の根本として、個人の尊
そん

厳
げん

と両
りょう

性
せい

の本
ほん

質
しつ

的
てき

平
びょう

等
どう

を定めています。家族生活をたがいに協力し維
い

持
じ

していくこ
とは、男女がともに社会のあらゆる分野に参画していく社会（男女共
同参画社会）の基

き

礎
そ

になります。
一人一人、個性も考え方もちがう個人が集ま
って、さまざまな社会集団をつくっています。

そのなかで、もしも私たちが自分のことしか考えず、それぞれの意
見をただ主張し合うだけになると、争いがたえないことになり、社
会生活は難

むずか

しくなります。私たちが、たがいの個性や考え方を尊重
し合って生活するためには、個人個人の意見や利害のちがいを調整
し、ともに生きていくためのきまり（ルール）が必要です。
　社会集団の性質や規

き

模
ぼ

に応じてきまりの内容は異
こと

なりますが、い
ずれの場合も、一人一人が誇

ほこ

りをもって生きる、等しくかけがえの
ない存在であることを中心におくものでなければなりません。日本
国憲法は、政治のあり方の根本として、個

こ

人
じん

の尊
そん

重
ちょう

を強調しています。

P.258 P.8

6

P.54

42

P.43

私たちは、この世にかけがえのない生を受け、
それぞれの個性や能力を発

はっ

揮
き

して、生きがい
のある人生を送りたいと願っています。そして、私たちは、さまざ
まな人と出会い、支えられ、また、支えるなかで、こうした人生を
つくりあげていきます。
　人間はだれも、一人で生きていくことはできません。家族や地

ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

、そして国家の一員であるとともに、学校や職場などに属し、
その生活の場を広げていきます。このように人間はさまざまな社

しゃ

会
かい

集
しゅう

団
だん

と関係をもちながら生きています。こうしたことから、人間は
社
しゃ

会
かい

的
てき

存
そん

在
ざい

といわれています。
人間が最初に所属する社会集団である家

か

族
ぞく

は
本来、いつくしみと思いやりにみちた最小の

社会集団です。家族は、休息ややすらぎの場をもたらし、たがいに
個人として尊

そん

重
ちょう

し協力し合うなかで、社会のルールを学びます。こ
のように、家族は個人と社会を結びつける重要な役

やく

割
わり

を果たしてい

P.258 1

3

3 家族構成の変化（「国民生活基礎調査」
2022年）　 資料活用資料活用 核家族、三世代世帯、
一人世帯は、それぞれどのように変化してい
るでしょうか。

6 家族にかわかる民法の変化（→P.241）

5 あなたはどう考えますか？

4 慣習・道徳・法

2 さまざまな場面でのきまり

1 社会集団のきまりや役
や く

割
わり

の例

社会的存
そ ん

在
ざ い

としての人間

家族と社会

社会生活ときまり

　身近な生活の場面から、きまりについて理解を深めましょう。
① 5 で問題になるのは、それぞれどのようなことでしょうか。
② 5 にかかわるきまりは、慣習・道徳・法のどれにあたるでしょうか。
③ 5 の行

こ う

為
い

をしている人の言い分を考えてみましょう。
④なぜこのようなきまりがあるのかを、グループで話し合いましょう。

人間が社会的存在といわれる理
由を本文からぬき出しましょう。確認確認

社会生活において、なぜきまり
が必要なのか説明しましょう。表現表現

第二次世界大戦後の、女性についての日本の政治や教育における変化をふり返ってみよう。歴史

・家事の分
ぶ ん

担
た ん

・おこづかい、門限
・携

け い

帯
たい

電話やゲームの時間

・校則（服
ふ く

装
そ う

、持ち物など）
・日直、委員会活動
・クラブのきまり

・ 自治会・町内会のきまり（ゴミ出し、会費など）
・お祭り、子ども会の活動
・街灯の設置、防犯・清

せ い

掃
そう

活動

公園 お店 スポーツ

学び合い

0

1000

2000

3000

4000

核家族
5000
万世帯

1970年 1985 2000 2021

夫婦のみ
24.5%20.7

32.8

14.610.7

41.2

19.2

18.5

5.3

41.9

15.2

18.4

5.3

10.6

24.1

5.7

6.1

夫婦と
子ども
27.5

一人世帯
29.5

その他6.5

一人親と子ども7.1
三世代世帯4.9

4.6

5.1

かく

慣
習

ある社会で、長いあいだにみんなに認
みと

めら
れるようになった、ならわしやしきたり。

道
徳

ある社会で、人々がそれによって善
ぜん

悪
あく

・正
せい

邪
じゃ

を判断し、正しい行いをするための規
き

範
はん

。

法
社会生活を維

い

持
じ

し統制するために、強制力
をもって行われる規範。憲法、法

ほう

律
りつ

、条例
など。

おじ

いとこ

おば

義姉 兄 私 配
はい

偶
ぐう

者 義弟

父 母 義父 義母

祖父 祖父

めい おい 子

祖母 祖母

※ 数字は親
等を表し
ます。

❷

❶ ❶

❶

❶ ❶❸ ❸

❸❸

❷ ❷ ❷

❷❷❷❹

カラスに荒らされるので
ごみは当日の朝に出しましょう

○○町内会

均分相続：父が死亡して遺
い

産
さん

（1000万円）がある場
合、母が2分の1（500万円）、残りの2分の1を子
が平等（各250万円）に分けます。

新民法（1947年改正） 旧民法（1896年公付）
原則 個人の尊重

男女平等
戸主（夫や父）が強
い権

けん

限
げん

をもつ
結婚 両性の合意のみ 戸主の同意が必要
財産 各自が管理 戸主が管理
相続 均分相続（下図） 長男が単独で相続

血族

姻
いん
族
ぞく

=婚
こん
姻
いん
関係

もしも、ロビンソン・
クルーソーのように一
人ぼっちだったら、き
まりは必要なのかな。

社会の一員として生きる私たちにとって、なぜきまりが必要なのでしょうか。

社会における私たちときまりの意義1
学習課題学習課題

社会生活のあり方やきまりの意義について、
個人の尊

そん

重
ちょう

に着目して理解しましょう。

見方・考え方見方・考え方 個人の尊重

二次元
コード

外側

家族 学校（愛
あ い

知
ち

県半
はん

田
だ

市） 地
ち

域
い き

（東
と う

京
きょう

都渋
し ぶ

谷
や

区）

私たちは、現代社会をどのようにとらえていけばよいでしょうか。第2章の問い?26 27

11
私
た
ち
と
現
代
社
会

私
た
ち
と
現
代
社
会
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10

15

5

10

15

公 民 P.27

地 理 P.152、P.155

学び合い

1 南海トラフで起こる巨大地震の
想定震源域

い き

2 津波避
ひ

難
な ん

タワー（2018年 高
こ う

知
ち

県黒
く ろ

潮
しお

町）
22ｍの高さに避難できるタワーです。黒潮

町では、南海トラフ巨大地震で巨大な津波が
想定されています。タワーの整備だけではな
く、高

こう

齢
れ い

者が避難しやすい環
か ん

境
きょう

づくりなど、積
極的な減災への取り組みが進められています。

地
じ

震
し ん

のおきるしくみ

想定される地震被
ひ

害
が い

3 北
き た

名
な

古
ご

屋
や

市ハザー
ドマップ（洪水）
（2022年３月 部分
掲載）　左の地図は、
洪水で想定される最
大の規

き

模
ぼ

の浸水域を
示したハザードマッ
プの一部です。

　日本は、複数のプレートとよばれる巨大な岩
が ん

盤
ば ん

が、
たがいに押

お

しつけ合う位置にあります。プレートの境
界はふだんはくっついていますが、時々ずれ動いて、
プレート境界型の巨

き ょ

大
だ い

地震を発生させます。日本近海
のプレート境界である日本海

か い

溝
こ う

や南
な ん

海
か い

トラフなどでは、
くり返し津

つ

波
な み

をともなう巨大地震が発生してきました。
東日本大震

し ん

災
さ い

も、そのような地震の一つです。
　一方、プレートの浅いところで岩盤のずれである断

だ ん

層
そ う

が動くことで、内陸直下型の地震が発生します。阪
神・淡路大震災がこの例です。

P.298

P.147

P.150 2

P.150 1

　南海トラフでは、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

とよばれる巨大地震がくり返し発生してきました。ま

ハザードマップは、自然災害の発生時に、どこで
どのような被

ひ

害
が い

になるかを想定した地図です。地
じ

震
し ん

の震度、津
つ

波
な み

や洪
こ う

水
ず い

による浸
し ん

水
す い

域
い き

や深さ、火山災害
がおよぶ範

は ん

囲
い

など、災害の種類に応じてさまざまな
ハザードマップが発表されています。

　身近な地域のハザードマップを入手して、事前に
防災・減災へのそなえをしておきましょう。ハザー
ドマップは、市町村が紙に印刷して配布したり、イ
ンターネットで公開したりしています。

3

た、事前に想定していなかった規
き

模
ぼ

で東日本大震災が
発生した経験をふまえ、さらに大きな南

な ん

海
か い

トラフ巨
き ょ

大
だ い

地
じ

震
し ん

の被
ひ

害
が い

想定がまとめられました。きわめて広い範
は ん

囲
い

が強いゆれや巨大な津波におそわれて、静
し ず

岡
お か

県から
宮
み や

崎
ざ き

県にかけて津波による死者が多くなり、大
お お

阪
さ か

市や
名
な

古
ご

屋
や

市でも広い範囲が浸
し ん

水
す い

すると予測されています。
南海トラフで次に発生する地震がどこまで大きくなる
かはわかりませんが、巨大な津波をともなう地震が３0
年以内に発生する確率は70～80％とされています。
関
か ん

東
と う

地方では、首都直下地震の発生が心配されてい
ます。規模の大きな地震が３0年以内に発生する確率は
70％程度とされ、東

と う

京
きょう

大都市圏
け ん

で大きな被害が発生す
るだけでなく、首都・東京の機能が混

こ ん

乱
ら ん

することで、
日本全体に深

し ん

刻
こ く

な影
え い

響
きょう

がおよぶと予測されています。
　みなさんは、これらの地震を実際に体験する可能性
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、一人一人が行うべき防災対

た い

策
さ く

について学校
や家庭で話し合い、実行していきましょう。

1

（大阪府）

（愛知県）

2

持続可能な
地域をめざして

持続可能な
地域をめざしてせまりくるせまりくる巨巨

き ょ

大大
だ い

地地
じ

震震
し ん

にそなえてにそなえて ハザードマップを活用しようハザードマップを活用しよう二次元
コード

地図を活用する⑦　ハザードマップの使い方
スキルスキル

リンク

紙のハザードマップ
市町村の役所に問い合わせて、入手しましょう。
インターネット
「ハザードマップポータルサイト」から、全国各地のハザー
ドマップが閲

え つ

覧
ら ん

・ダウンロードできます。

　災害が発生したときの避難について、あらかじめ考えておきましょう。ここでは、3 の「北名古屋市ハザードマップ（洪
水）」を例に取り上げます。

１． 地形図やインターネットの地理院地図（P.134）を見て、想定される浸水の深さが場所によって異
こ と

なるのはなぜか、理
由を考えましょう。

２． から周辺の避難所まで、できるだけ安全に避難するルートを考えましょう。グループに分かれて、
の避難所までのルートを、それぞれ考えましょう。

３． クラス全員で、 から のどの避難所に向かうと比
ひ

較
か く

的安全か、検
け ん

討
と う

しましょう。
４． 以上の作業を参考に、身近な地域のハザードマップで、自宅や学校から避難所までの避難ルートを考えましょう。

・自
じ

宅
た く

、中学校、通学路の位置を読み取る。
・ 凡

は ん

例
れ い

を確
か く

認
に ん

し、それらの位置がどのような災害のおよぶ
範囲に含

ふ く

まれているか、どの程度の被害が想定されてい
るかを読み取る。
・避

ひ

難
な ん

所がどこにあるかを確認しておく。

入手方法 使い方

日　本　海

太　平　洋

東海地震

東南海地震

南海地震南
海
ト
ラ
フ

たい へい よう

130°

135° 140° 30°

35°

とうかいじ しん

とうなんかい

なんかい

200km0

2003年に想定した東海地震・東南海
地震・南海地震の想定震源域

2012年に想定した南海トラフ
巨大地震の想定震源域

しんげんいき

きょだい
（内閣府資料）

太
た い

平
へ い

洋
よ う

（土
と

佐
さ

湾
わ ん

）

0 300m

津
つ

波
な み

避
ひ

難
な ん

タワー
リンク

154 155
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重要です。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などを参考にして、地

ち

域
いき

で予測され
る災害について理解し、対策を立てておく必要があります。災害が
起こると、電気、ガス、水道などのライフラインが長期間絶たれる
おそれがあるので、それに対するそなえも大切です。
　中学生のみなさんは、自分や家族の生命を守ること（自

じ

助
じょ

）に加え
て、地域社会の一員として地域の防災に役立つこと（共

きょう

助
じょ

）が期待さ
れています。例えば、津波の危

き

険
けん

や、大雨・高
たか

潮
しお

による浸
しん

水
すい

のおそ
れがある場合に率先して避

ひ

難
なん

することで、まわりにいる人々の避難
をうながすことができます。また、中学校が避難所に指定されてい
る場合は、みなさんが避難所のことを最もよく知っている避難者に
なります。
　大きな災害が発生したときには、国・県・市町村や消防・警

けい

察
さつ

・
海上保安庁

ちょう

・自
じ

衛
えい

隊
たい

などが被災者に対する救助活動を行ったり、さ
まざまな情報を提供したり、避難所を開設したりするなどの活動を
行います（公

こう

助
じょ

）。これらの機関と地域住民、ボランティアの人々が
協力して、被災地の住民の生命や安全を守るための取り組みが進め
られていきます。

　 3 8

P.155, 298

6

　 1 2

5

9

7

日本では、明
めい

治
じ

以
い

降
こう

、建設技術の進歩や経
けい

済
ざい

発
はっ

展
てん

にともなって、防
ぼう

災
さい

対
たい

策
さく

が進められ、堤
てい

防
ぼう

、ダム、防
ぼう

潮
ちょう

堤
てい

などが整備されました。また、観測技術の進歩に
よって、津

つ

波
なみ

、気象などの警
けい

報
ほう

・注意報もより正確になりました。
その結果、自然災害の被

ひ

害
がい

は大
おお

幅
はば

に少なくなりました。
　しかし、技術と費用には限界があり、これらの防災対策だけで災
害を防ぐことはできません。国・県・市町村などの機関、自主防災
組織などの住民組織、家庭・個人が一体となって、被害をできるだ
け小さくする減

げん

災
さい

に取り組んでいく必要があります。
防災や減災のためには、災害が発生する前に、
日常生活のなかでふだんから行う防災対策が

防災・減災への
くふう

どのように
災害と向き合うか

自然災害から地
ち

域
いき

や人々の生活を守るために、私たちはどのような取り組みをするべきでしょうか。

災害にそなえるために4
学習課題学習課題

防災・減災のために人々がどの
ような取り組みをしているか、
本文からぬき出しましょう。

自然災害に着目した地域区分を
もとに、身近な地域ではどのよ
うな防災・減災の取り組みが求
められるか説明しましょう。

確認確認

表現表現

自然災害が起こりやすい日本で、さまざま
な防災・減災の取り組みが行われているこ
とに着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方 3人と自然とのかかわり

9 発表される防災情報の例

7 災害発生時の公的な支
し

援
え ん

のしくみ

1 避
ひ

難
な ん

所を示す看
か ん

板
ば ん

（2022年 奈
な

良
ら

県王
おう

寺
じ

町）
2 避難所のようす（2019年 神

か

奈
な

川
がわ

県厚
あ つ

木
ぎ

市）
3 中学校で行われる避難訓練
（2018年 静

し ず

岡
おか

県磐
い わ

田
た

市）
4 建物の耐

た い

震
し ん

工事（2022年 東
と う

京
きょう

都東
ひがし

村
む ら

山
やま

市）
5 自

じ

衛
え い

隊
たい

の救助活動（2019年 佐
さ

賀
が

県武
た け

雄
お

市） 8 日常生活のなかで行う防災対策の例

6 非常用持ち出し袋
ぶくろ

の例

・ どこにどんな地形があるのか、あらかじめ理解して
おく。
・ 学校、通学路、自

じ

宅
た く

などの場所から避
ひ

難
な ん

所への避
難経路を、ふだんから確

かく

認
に ん

しておく｡
・ 非常用の備

び

蓄
ち く

食料や懐
かい

中
ちゅう

電灯・ラジオなどを用意
して、定期的に点検しておく｡
・ 電話やインターネットがつながらないことも想定し
て、家族がはなればなれになった場合の集合場所
を話し合っておく。
・ 特別警

けい

報
ほ う

・警報・注意報などの防災情報の意味を
理解し、どの情報がどのような災害への注意をよ
びかけているのかをつかんでおく。
・ 避難訓練・防災訓練にきちんと参加する｡

防災・減災のさまざまな取り組み

警
けい

戒
かい

レベル
状
じょう

況
きょう

住民が取るべき行動 避
ひ

難
なん

情報等

５

災害発生また
は切

せっ

迫
ぱく

してい
る

命の危険があるため
ただちに安全を確保
する。

緊
きん

急
きゅう

安全確保
注）必ず発令さ
れるものではあ
りません。

警戒レベル４までに必ず避難する

４ 災害のおそれ
が高い

危険な場所から全員
避難する。

避難指示

３

災害のおそれ
あり

危険な場所から高
こう

齢
れい

者
しゃ

等は避難する。必
要に応じて高齢者等
以外の人も避難の準
備をしたり自主的に
避難したりする。

高齢者等避難

２

気象状況が
悪化

避難することになっ
た場合、自分がどの
ような行動を取れば
いいか確

かく

認
にん

する。

洪
こう

水
ずい

、大雨、
高
たか

潮
しお

注意報

１
今後気象状況
が悪化するお
それあり

災害への心構えを高
める。

早期注意情報

被災地

●避
ひ

難
なん

所や仮設住
じゅう

宅
たく

の設置　●水や食料、生活必
ひつ

需
じゅ

品
ひん

の提
てい

供
きょう

●医
い

療
りょう

活動　●被災者の救出　●障
しょう

害
がい

物
ぶつ

の除
じょ

去
きょ

　など

ほかの
市町村

連
れん

絡
らく

・調整

救助・支援
支
し

援
えん

要
よう

請
せい

被
ひ

災
さ い

した県

国

被災した
市町村

派
は

遣
けん

命令

派遣要請

助言被害の報告
情報提供

被害の
報告

必要な業務の委
い

託
たく

二次元
コード

災害に対して、私
たちはどのような
そなえができるの
かな。

1 2

4 5

自衛隊

ほかの県

連絡・調整

消防・警
け い

察
さ つ

など

日本
赤十字社

さまざまな防災への取り組みについて学習した内容をふり返りましょう。小学校④・⑤年

トライトライ 8 を参考に、自分たちにできる防災対策を考えて、実行
してみましょう。

3
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5

10

5

10

15

伝統の継
け い

承
しょうアクティビティアクティビティ

諸
しょ

国
こく

に追いつこうと近代文明をとり入れました。
現代社会はグローバル化が進み、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、料理や柔
じゅう

道
どう

、アニメ・漫
まん

画
が

も世界中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、世界に日本の文化を広め、文
化の伝

でん

承
しょう

の担
にな

い手にもなっています。人類に共通して引きついでい
くべきと認

みと

められた、多くの世界文化遺
い

産
さん

や無形文化遺産もありま
す。近年では、日本に住む外国人が増えて、異

こと

なる文化をもつ人々
とともにくらすことで、多様な国の文化にふれることができます。

日本の伝統文化は、私たちの日常の生活にも
受けつがれ、息づき、現代社会を成り立たせ

ています。町工場の職人の技術、使う人への気配りがある電気製品、
時
じ

刻
こく

表通りに動く鉄道、アニメ、ファッション、音楽、いずれにも日
本の文化と日本人の感性がこめられています。これからも、私たち
が豊かな生活を実現し、次の世代に引きついでいくためには、日本
の伝統文化を土台として、現代の社会に生かすくふうをすることが
必要です。そうすることで、多くの人々に受け入れられ、普

ふ

遍
へん

的で
ありつつも、個性豊かな文化が育ちます。私たちは、グローバル化
が進む現代の社会において、文化を創造する当事者でもあるのです。

76

12

P.260

11

98

多くが温帯に属し、山地が国土面積の 4 分の

3 を占
し

め、四季の変化に富む日本には、自然
とともに生き、他人を思いやるくらし方が育ちました。お正月や七

たな

夕
ばた

、神社の秋祭りなどの年
ねん

中
ちゅう

行
ぎょう

事
じ

をはじめ、衣食住からは、更
ころも

衣
がえ

、和
食（日本料理）、日本家屋や寺社・庭園、また、能・歌

か

舞
ぶ

伎
き

・和
わ

太
だい

鼓
こ

などの芸術、春のお花見、雪国のかまくらもあります。こうした長
い歴史のなかで受けつがれてきた文化を伝

でん

統
とう

文
ぶん

化
か

といいます。
　日本では、それぞれの地

ち

域
いき

の気候や風土によって、家のつくり方、
災害への対応のしかた、料理、行事、方言などさまざまな分野で独自
の文化が育ち、多様な地域文化がはぐくまれました。このような地
域の文化の多様性によって、日本文化の豊かさは支えられています。
　歴史の面からみると、日本の文化は外国との交流と独自の発

はっ

展
てん

を
繰
く

り返してかたちづくられてきました。 6 世紀ごろには仏教文化が
伝わり、遣

けん

隋
ずい

使
し

や遣唐
とう

使を中国に派
は

遣
けん

しました。平
へい

安
あん

時代には漢字
から平仮名や片仮名をつくるなど国

こく

風
ふう

文化を発展させました。江
え

戸
ど

時代には鎖
さ

国
こく

をして再び独自の文化をはぐくみ、明
めい

治
じ

時代には欧
おう

米
べい

P.260 3

21

54

日本の伝統文化

グローバル化と
日本の文化

私たちと
文化の創

そ う

造
ぞ う

グローバル化する社会で、私たちは日本の伝統文化をどのように生かしていけばよいでしょうか。

日本の伝統文化の特色と文化の創
そ う

造
ぞ う

2
学習課題学習課題

6 アメリカのラーメン店（2015年）　ラーメ
ンは外国でも人気で、お店も増えています。

7 日本の漫画イベント（2021年、スペイン）

12 茶道で交流する日本とドイツの中学生
（2019年、奈

な

良
ら

県山
やま

添
ぞえ

村）

11 水
み ず

木
き

しげるロード（2018年、鳥
とっ

取
とり

県境
さかい

港
みなと

市）
地元出身の漫画家の妖

よう

怪
か い

のキャラクター像を
商店街などに設け、観光が活性化しました。

日本の伝統文化の具体的な内容
を本文から三つ以上あげましょう。確認確認

現代でも伝統文化を生かすくふ
うが必要な理由を説明しましょう。表現表現

地域によって、工芸品やお祭りや踊
お ど

りなどの芸能が受
け継がれています。工芸品のなかには、国内だけでなく
海外からも高い評価を受けているものもあります。
　一方で、後

こ う

継
け い

者がいない、経
け い

済
ざ い

的な問題などの理由か
ら、伝統の継承が難

むずか

しくなっているものもあります。

私たちの生活に影
え い

響
きょう

をあたえている伝統や文化を、どのように生かしていけばよいでしょうか。第2節の問い?

3 日本の年中行事 5 国立アイヌ民族博物館（2020年、北
ほっ

海
かい

道
どう

白
しら

老
おい

町）　先住民族アイヌの歴史や文化を伝え、
未来につなげていくためにつくられました。

9 南
な ん

部
ぶ

鉄器（2019年、岩
い わ

手
て

県盛
も り

岡
おか

市）
多彩な色の商品が外国でも人気です。

10 尾
お

張
わ り

津
つ

島
し ま

天
て ん

王
の う

祭に向けた練習（2022年、
愛
あ い

知
ち

県愛
あ い

西
さ い

市）　地域の子どもたちが参加し、
祭りの伝統を引き継いでいます。

日本の伝統や文化はどのようなもので、どのように変化をしているでしょうか。
グローバル化が進む社会で、私たちは文化をどのようにとらえ、どのようにかかわるべきかを考えましょう。

第2節の問いに答えよう?

あなたは、四季
の行事に何を思
い浮かべるかな。

日本の文化について、地理・歴史的な視
し

点
てん

に加え、政治・経
けい

済
ざい

など多様な視点に着目
して考えましょう。

見方・考え方見方・考え方 位置 推移

学び合い

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
二
十
四
節
気

大た
い

寒か
ん

立り
っ

春し
ゅ
ん

春し
ゅ
ん

分ぶ
ん

立り
っ

夏か
夏げ

至し
大た

い

暑し
ょ

立り
っ

秋し
ゅ
う

秋し
ゅ
う

分ぶ
ん

立り
っ

冬と
う

冬と
う

至じ

年
中
行
事

初は
つ

詣も
う
で

節
分

彼ひ

岸が
ん

ひ
な
祭
り

（
灌か

ん

仏ぶ
つ

会え

）

花
祭
り

端た
ん

午ご

の
節
句

更こ
ろ
も
が
え衣
七
夕

お
盆ぼ

ん

彼
岸

お
月
見

更
衣

秋
祭
り

七
五
三

大
み
そ
か

4 首
し ゅ

里
り

城の再建（2022年、沖
おき

縄
な わ

県那
な

覇
は

市）　2019
年に焼失しましたが、沖縄の文化を象

しょう

徴
ちょう

する城とし
て、県民と県をはじめ多くの人が協力して再建に取
り組んでいます。

2 秋祭り・だんじり（2019年、大
おお

阪
さか

府岸
きし

和
わ

田
だ

市）1 田
た

植
う え

祭り（2014年、広
ひ ろ

島
しま

県庄
しょう

原
ばら

市）

二次元
コード

8 熊
くま

野
の

筆（2018年、広
ひろ

島
しま

県熊野町）　書道
筆の技術を化

け

粧
しょう

筆の生産に活かしています。

① あなたの住んでいる地域には、どのような伝統工芸や
伝統芸能が継承されているでしょうか。

② 伝統の継承が途
と

切
ぎ

れるのは、なぜ問題なのでしょうか。
③ 伝統文化を受け継

つ

いでいく方法について、グループで
話し合いましょう。

リンク

20 21

11
私
た
ち
と
現
代
社
会

私
た
ち
と
現
代
社
会

5

10

15

5

10

15

さしの下に通路がのびる「こみせ」がみられる黒
くろ

石
いし

市などには伝統
的な街なみが残されていて、重要伝統的建造物群保

ほ

存
ぞん

地区に選定さ
れています。
　これらの伝統文化は、住民の協力によって維持や保存、修復が進
められていて、全国から多くの観光客がおとずれています。観光の
発
はっ

展
てん

は、地域活性化に役立つだけではなく、地域の伝統文化や歴史
を見直すきっかけにもなります。

東北地方の伝
でん

統
とう

的
てき

工
こう

芸
げい

品
ひん

には、豊富な森林資
し

源
げん

を利用した木工品や漆
しっ

器
き

が数多くあります。
また、石材や砂

さ

鉄
てつ

といった鉱産資源を利用したものもみられます。
石
いしのまき

巻市雄
お

勝
がつ

町では、地元でとれる雄勝石を材料にして、硯
すずり

や屋根材
（スレート）などを作ってきました。最近では、石皿などの新しい商
品の販

はん

売
ばい

にも力を入れています。伝統的工芸品は、地域の伝統文化
に根ざした手作りのよさが見直されています。
　また、デザインのくふうなどで、輸出に力を入れている生産地も
あります。奥

おう

州
しゅう

市にある南部鉄器を製造する会社では、外国人デザ
イナーと契

けい

約
やく

して、伝統的な技術を生かしつつ、伝統にとらわれな
い新しいデザインの鉄瓶

びん

や鉄鍋
なべ

をつくったり、フライパンや調味料
入れなどの新しい製品を開発したりしています。

 　 8 9 （青森県）

P.2993

4

（宮城県）

5

（岩手県）

6

7

東北地方では、さまざまな祭りや年中行事が
長い年月にわたって受けつがれてきました。

祭りや年中行事は、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

も果たし
ています。正月をむかえるための年中行事である男

お

鹿
が

のナマハゲ、
青
あお

森
もり

県内などで行われる夏祭りのねぶた（ねぷた）などがその例です。
祭りや年中行事は、地域の歴史に基づきなが
ら、現在は観光の要素も強くなっています。

東北地方各地の夏祭りは、以前からほぼ同じ時期に行われていまし
たが、観光客が複数の祭りを見られるように開

かい

催
さい

日をずらしたり、
都市部で新しい祭りが始まったりして、現在の日程になりました。
　一方で、伝統文化を守り、育てる取り組みも盛

さか

んになっています。
東北地方の夏祭りでは、祭りが本来もつ意味を観光客に伝える取り
組みなどが行われています。また、平

ひら

泉
いずみ

町には、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、世

せ

界
かい

文
ぶん

化
か

遺
い

産
さん

に登録されています。秋
あき

保
う

の田植踊
おどり

、男鹿のナマハゲなどは、ユネスコ無
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。宿場町の景観を残す下

しも

郷
ごう

町の大
おお

内
うち

宿
じゅく

や、ひ

P.251 12

P.250 1 2 （秋田県）

1

2

（岩手県）

P.301

（宮城県） P.301

（福島県）

多
た

彩
さ い

な祭りや
年中行事

伝統文化を維
い

持
じ

する
取り組みと観光化

行事の観光化、伝統産業の発
はっ

展
てん

の面から、他
地
ち

域
いき

との結びつきの強まりに着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方

伝統文化の維
い

持
じ

と革
か く

新
し ん

3
学習課題学習課題 東

とう

北
ほ く

地方のさまざまな伝統文化や伝統産業は、どのように変化してきているのでしょうか。

伝統産業にみられる
新たな取り組み

8 夏の「こみせ」と 9 冬の「こみせ」（2022
年 青森県黒石市）　夏の日ざしや雨、冬の雪
から歩行者を守るためのひさしです。

3 東北地方の主な伝統的工芸品

東北地方の伝統文化を、以下の
単語を使って説明しましょう。
［観光　維持　地域活性化］

東北地方の祭り、年中行事、文
化遺産などの伝統文化を本文か
らぬき出しましょう。

確認確認

表現表現

二次元
コード

1 弘
ひ ろ

前
さ き

ねぷたまつり
（2022年 青

あお

森
も り

県弘前市）

2 東北地方の主な夏祭りの日程（2022年）
資料活用資料活用 地図帳を見ながら、交通機関を鉄

道・観光バスから選び、夏祭りを
三つめぐる旅行計画の日程をグ
ループで話し合いましょう。

弘前ねぷたまつりを運営している　櫻
さくら

田
だ

さんの話

　ねぷたは、弘前の地に古くから根づいて
きた文化です。ねぷたが確

か く

認
に ん

できる最も古
い資料は、約 300年前の江

え

戸
ど

時代までさか
のぼります。当時の弘前藩

は ん

の藩主が、弘前
の城

じょう

下
か

でご覧
ら ん

になった記録が残っています。
そこから青

あ お

森
も り

や黒
く ろ

石
い し

、五
ご

所
し ょ

川
が わ ら

原などに広が
り、各地に

合った形に変わっていきまし
た。ねぷたには、本来あるべ
き姿

すがた

は残しつつ、変化してき
たものもあります。ねぷたを
内部から照らす明かりは、初
めはろうそくでしたが、やが
て電球となり、今では LEDに
なってきています。

（青森県）

学び合い

7 外国人デザイナーがデザインした
南部鉄器（2017年）

4 大
お お

館
だ て

曲げわっぱ

5 雄勝硯

100km0

津
つ

軽
が る

塗
ぬ り

樺
か ば

細
ざい

工
く

会
あ い

津
づ

塗
ぬ り

天
て ん

童
どう

将
しょう

棋
ぎ

駒
ごま

6 南部鉄器

8

9

8月
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日

青あ
お

森も
り

県

岩い
わ

手て

県

宮み
や
城ぎ
県

秋あ
き

田た

県

山や
ま
形が

た
県

福ふ
く

島し
ま

県

青
あお

森
もり

ねぶた祭

弘
ひろ

前
さき

ねぷたまつり

盛
もり

岡
おか

さんさ踊
おど

り

北
きた

上
かみ

・みちのく芸
げい

能
のう

まつり

七夕絵どうろうまつり

日
県

仙
せん

台
だい

七
たなばた

夕まつり

秋
あき

田
た

竿
かん

燈
とう

まつり

福
ふく

島
しま

わらじまつり

郡
こおり

山
やま

うねめまつり

山
やま

形
がた

花
はな

笠
がさ

まつり

人々は、どのような
願いをこめて祭りに
参加しているのかな。

リンク

リンク

5地域

リンク

リンク

258 259

33
‐‐
33

東
北
地
方

東
北
地
方5

10

15

5

10

15

伝統・文化を継承する人々の取り組みを
取り上げています。

地 理 P.258

公 民 P.20

社会を形作る文化、文化の多
様性、文化の継承の観点から
教材を掲載しています。

伝統の継
け い

承
しょうアクティビティアクティビティ

諸
しょ

国
こく

に追いつこうと近代文明をとり入れました。
現代社会はグローバル化が進み、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、料理や柔
じゅう

道
どう

、アニメ・漫
まん

画
が

も世界中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、世界に日本の文化を広め、文
化の伝

でん

承
しょう

の担
にな

い手にもなっています。人類に共通して引きついでい
くべきと認

みと

められた、多くの世界文化遺
い

産
さん

や無形文化遺産もありま
す。近年では、日本に住む外国人が増えて、異

こと

なる文化をもつ人々
とともにくらすことで、多様な国の文化にふれることができます。

日本の伝統文化は、私たちの日常の生活にも
受けつがれ、息づき、現代社会を成り立たせ

ています。町工場の職人の技術、使う人への気配りがある電気製品、
時
じ

刻
こく

表通りに動く鉄道、アニメ、ファッション、音楽、いずれにも日
本の文化と日本人の感性がこめられています。これからも、私たち
が豊かな生活を実現し、次の世代に引きついでいくためには、日本
の伝統文化を土台として、現代の社会に生かすくふうをすることが
必要です。そうすることで、多くの人々に受け入れられ、普

ふ

遍
へん

的で
ありつつも、個性豊かな文化が育ちます。私たちは、グローバル化
が進む現代の社会において、文化を創造する当事者でもあるのです。

76

12

P.260

11

98

多くが温帯に属し、山地が国土面積の 4 分の

3 を占
し

め、四季の変化に富む日本には、自然
とともに生き、他人を思いやるくらし方が育ちました。お正月や七

たな

夕
ばた

、神社の秋祭りなどの年
ねん

中
ちゅう

行
ぎょう

事
じ

をはじめ、衣食住からは、更
ころも

衣
がえ

、和
食（日本料理）、日本家屋や寺社・庭園、また、能・歌

か

舞
ぶ

伎
き

・和
わ

太
だい

鼓
こ

などの芸術、春のお花見、雪国のかまくらもあります。こうした長
い歴史のなかで受けつがれてきた文化を伝

でん

統
とう

文
ぶん

化
か

といいます。
　日本では、それぞれの地

ち

域
いき

の気候や風土によって、家のつくり方、
災害への対応のしかた、料理、行事、方言などさまざまな分野で独自
の文化が育ち、多様な地域文化がはぐくまれました。このような地
域の文化の多様性によって、日本文化の豊かさは支えられています。
　歴史の面からみると、日本の文化は外国との交流と独自の発

はっ

展
てん

を
繰
く

り返してかたちづくられてきました。 6 世紀ごろには仏教文化が
伝わり、遣

けん

隋
ずい

使
し

や遣唐
とう

使を中国に派
は

遣
けん

しました。平
へい

安
あん

時代には漢字
から平仮名や片仮名をつくるなど国

こく

風
ふう

文化を発展させました。江
え

戸
ど

時代には鎖
さ

国
こく

をして再び独自の文化をはぐくみ、明
めい

治
じ

時代には欧
おう

米
べい

P.260 3

21

54

日本の伝統文化

グローバル化と
日本の文化

私たちと
文化の創

そ う

造
ぞ う

グローバル化する社会で、私たちは日本の伝統文化をどのように生かしていけばよいでしょうか。

日本の伝統文化の特色と文化の創
そ う

造
ぞ う

2
学習課題学習課題

6 アメリカのラーメン店（2015年）　ラーメ
ンは外国でも人気で、お店も増えています。

7 日本の漫画イベント（2021年、スペイン）

12 茶道で交流する日本とドイツの中学生
（2019年、奈

な

良
ら

県山
やま

添
ぞえ

村）

11 水
み ず

木
き

しげるロード（2018年、鳥
とっ

取
とり

県境
さかい

港
みなと

市）
地元出身の漫画家の妖

よう

怪
か い

のキャラクター像を
商店街などに設け、観光が活性化しました。

日本の伝統文化の具体的な内容
を本文から三つ以上あげましょう。確認確認

現代でも伝統文化を生かすくふ
うが必要な理由を説明しましょう。表現表現

　地域によって、工芸品やお祭りや踊
お ど

りなどの芸能が受
け継がれています。工芸品のなかには、国内だけでなく
海外からも高い評価を受けているものもあります。
　一方で、後

こ う

継
け い

者がいない、経
け い

済
ざ い

的な問題などの理由か
ら、伝統の継承が難

むずか

しくなっているものもあります。

私たちの生活に影
え い

響
きょう

をあたえている伝統や文化を、どのように生かしていけばよいでしょうか。第2節の問い?

3 日本の年中行事 5 国立アイヌ民族博物館（2020年、北
ほっ

海
かい

道
どう

白
しら

老
おい

町）　先住民族アイヌの歴史や文化を伝え、
未来につなげていくためにつくられました。

9 南
な ん

部
ぶ

鉄器（2019年、岩
い わ

手
て

県盛
も り

岡
おか

市）
多彩な色の商品が外国でも人気です。

10 尾
お

張
わ り

津
つ

島
しま

天
て ん

王
の う

祭に向けた練習（2022年、
愛
あ い

知
ち

県愛
あ い

西
さい

市）　地域の子どもたちが参加し、
祭りの伝統を引き継いでいます。

日本の伝統や文化はどのようなもので、どのように変化をしているでしょうか。
グローバル化が進む社会で、私たちは文化をどのようにとらえ、どのようにかかわるべきかを考えましょう。

第2節の問いに答えよう?

あなたは、四季
の行事に何を思
い浮かべるかな。

日本の文化について、地理・歴史的な視
し

点
てん

に加え、政治・経
けい

済
ざい

など多様な視点に着目
して考えましょう。

見方・考え方見方・考え方 位置 推移

学び合い

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
二
十
四
節
気

大た
い

寒か
ん

立り
っ

春し
ゅ
ん

春し
ゅ
ん

分ぶ
ん

立り
っ

夏か
夏げ

至し
大た

い

暑し
ょ

立り
っ

秋し
ゅ
う

秋し
ゅ
う

分ぶ
ん

立り
っ

冬と
う

冬と
う

至じ

年
中
行
事

初は
つ

詣も
う
で

節
分

彼ひ

岸が
ん

ひ
な
祭
り

（
灌か

ん

仏ぶ
つ

会え

）

花
祭
り

端た
ん

午ご

の
節
句

更こ
ろ
も
が
え衣
七
夕

お
盆ぼ

ん

彼
岸

お
月
見

更
衣

秋
祭
り

七
五
三

大
み
そ
か

4 首
し ゅ

里
り

城の再建（2022年、沖
おき

縄
な わ

県那
な

覇
は

市）　2019
年に焼失しましたが、沖縄の文化を象

しょう

徴
ちょう

する城とし
て、県民と県をはじめ多くの人が協力して再建に取
り組んでいます。

2 秋祭り・だんじり（2019年、大
おお

阪
さか

府岸
きし

和
わ

田
だ

市）1 田
た

植
う え

祭り（2014年、広
ひ ろ

島
しま

県庄
しょう

原
ばら

市）

二次元
コード

8 熊
くま

野
の

筆（2018年、広
ひろ

島
しま

県熊野町）　書道
筆の技術を化

け

粧
しょう

筆の生産に活かしています。

① あなたの住んでいる地域には、どのような伝統工芸や
伝統芸能が継承されているでしょうか。
② 伝統の継承が途

と

切
ぎ

れるのは、なぜ問題なのでしょうか。
③ 伝統文化を受け継

つ

いでいく方法について、グループで
話し合いましょう。

リンク

20 21

11
私
た
ち
と
現
代
社
会

私
た
ち
と
現
代
社
会

5

10

15

5

10

15

伝統・文化
かず、水が少なくやせた土地でも育つさつまいもが栽培されてきま
した。しかし、第二次世界大戦後にかんがい施設が整備され、野菜
や茶などの栽培も行われるようになりました。「かごしま茶」は、静

しず

岡
おか

茶や宇
う

治
じ

茶とならぶ茶の地
ち

域
いき

ブランドになっています。
日本では農村部で過

か

疎
そ

化が進んでいて、耕作
放
ほう

棄
き

地が増えて景観が悪くなったり、野生動
物による食害が深

しん

刻
こく

になったりしています。こうした問題の解決を
めざして、大

おお

分
いた

県では、地域の自然環境を生かした特産品を作る
「一村一品運動」を行っています。この運動からは、しいたけやかぼ
すなどの有名な特産品が生まれ、地域ブランドになりました。この
運動は過疎化になやむ全国の農村部や外国にまで広がり、大分県に
は、国内や外国から農業研修を受ける人が数多くおとずれるように
なりました。
　宮崎県の高

たか

千
ち

穂
ほ

郷
ごう

・椎
しい

葉
ば

山
やま

地域は、森林が広がり平地が少ない地
域です。人々は林業や肉牛の飼育、しいたけや茶の栽培、棚

たな

田
だ

での
稲作、焼畑農業などを組み合わせて、自然環境を維持しながら生活
してきました。このような自然環境を生かした伝統的な農法などが
評価され、この地域は20１5年に世界農業遺

い

産
さん

に登録されました。

6

P.81

7

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
では稲作が盛んで、有

あり

明
あけ

海に面した筑
つく

紫
し

平野は九州地方を代表する
米の生産地です。水田の裏

うら

作
さく

として冬に小麦、大麦などを栽
さい

培
ばい

する
二
に

毛
もう

作
さく

も盛んです。また、ビニールハウスを使って、いちごやトマ
ト、ピーマンなどの栽培も行われています。福

ふく

岡
おか

県では、県の農業
試験場などで品種改良したいちごを栽培して、東

とう

京
きょう

や大
おお

阪
さか

などの大
消費地へ出荷しており、日本有数のいちごの生産地となっています。

九州南部では、肉牛、豚
ぶた

、にわとりなどの畜
ちく

産
さん

が盛んです。個人経営の農家のほか、食料
品を作る企

き

業
ぎょう

などが牧場を経営したり農家と契
けい

約
やく

したりして、大規
き

模
ぼ

な畜産を行っています。
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

が行われて
います。ビニールハウスを使い、きゅうりやピーマンなどの農産物
の出荷時期を早める促

そく

成
せい

栽
さい

培
ばい

が盛んです。
　九州南部に広がるシラス台地は、水をためにくいので稲作には向

3

2 4

P.298

P.299 14 肉牛・豚・にわとりの県別飼育数
（「畜産統計」2022年）

九
きゅう

州
しゅう

北部の稲
い な

作
さ く

九州南部の
畜
ち く

産
さ ん

業と園芸農業

環
か ん

境
きょう

を維
い

持
じ

する
農業

気候や地形・土
ど

壌
じょう

の特色、過
か

疎
そ

化の影
えい

響
きょう

な
どに着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方

九
きゅう

州
しゅう

地方では、自然環境を生かしたり守ったりしながら、どのような農業を営んでいるのでしょうか。

自然環
か ん

境
きょう

を生かした農業3
学習課題学習課題

九州北部と九州南部の農業の特
色を、本文からぬき出しましょ
う。

九州地方の過疎地域や山間部で
行われている、自然環境や景観
を維持する農業の取り組みを説
明しましょう。

確認確認

表現表現

0％ 20 40 60 80 100

その他
48.27.3 6.7 6.5 6.4

栃木県
14.8%

とち ぎ

福岡県
ふくおか

長崎県
ながさき

静岡県
しずおか

愛知県
あい  ち

熊本県
10.1

くまもと

鹿児島県
か　ご　しま

その他
30.7

�城県
22.5%

いばら き

宮崎県
18.0

みやざき

9.0 8.8 5.95.1

岩手県
いわ て

大分県
おおいた

高知県
こう  ち

いちご
合計 16.5万t

ピーマン
合計 14.9万t

（2021年）

どうしてこの
ような農業が
行われている
のかな。

1 宮
み や

崎
ざ き

平野のビニールハウス群（2017年 宮
み や

崎
ざ き

県宮
み や

崎
ざ き

市）

地理地理
++αα

5 干潟ののりの養殖
（2022年 佐

さ

賀
が

県佐
さ

賀
が

市）

九州地方の漁業

　九州地方では、さまざまな自然環境の特色を生
かした漁業が行われています。
　九州地方の西側にある東シナ海は、大

た い

陸
り く

棚
だ な

が広
がる豊かな漁場になっています。海岸線が複雑に
入り組んだリアス海岸の長

な が

崎
さ き

県では、あじ、ぶり、
たいなどの沿

え ん

岸
が ん

漁業が盛んで、漁
ぎ ょ

獲
か く

量
りょう

は全国有数
になっています。干

ひ

潟
が た

が広がる有明海では、のり
の養殖が盛んです。
　大分県沿岸の速

は や

吸
す い

瀬
せ

戸
と

（豊
ほ う

予
よ

海
か い

峡
きょう

）は潮
し お

の流れが
速く、えさも豊富なため、身のしまった良質のあ
じやさばがとれます。これを一本づりで漁獲して
大分市佐

さ

賀
が の

関
せき

地区で水あげしたものは、「関あじ」
「関さば」とよばれています。全国的に有名で、高
い価格で取り引きされる地域ブランドになってい
ます。

5

6 九州地方の主な地域ブランド（特許庁資料など）　地域ブランド化
して商品に地域性をもたせることで、他地域の人々から注目され、地
域活性化につながります。

7 高千穂郷・
椎葉山地域で
行われる焼畑
農業の種まき
（2021年 宮崎
県椎葉村）

福
ふく

岡
おか

県 　あまおう 大分県 　大分かぼす

佐
さ

賀
が

県 　佐賀のり 宮
みや

崎
ざき

県 　宮崎牛

長
なが

崎
さき

県 　長崎ふく 宮崎県 　みやざき地
じ

頭
とっ

鶏
こ

熊
くま

本
もと

県 　くまもとあか牛 鹿
か

児
ご

島
しま

県 　かごしま茶

大
おお

分
いた

県 　関あじ・関さば 鹿児島県 かごしま黒
くろ

豚
ぶた

大分県 　大分乾
ほし

しいたけ 沖
おき

縄
なわ

県 　八
や

重
え

山
やま

かまぼこ

二次元
コード

0％ 20 40 60 80 100
肉牛
合計 
261万頭

豚
合計 
894万頭

にわとり
合計 
1億3923万羽

（2022年）

その他
44.3

その他
51.2

その他
35.3

岩手県
15.2

宮崎県
19.8

鹿児島県
20.2%

5.1

5.56.5

5.8

6.8

北海道
21.2%

ほっかいどう

宮崎県
9.7

みやざき

北海道
8.1

宮崎県
8.5

岩手県 3.4
いわ て

岩手県

長崎県 3.4
ながさき

熊本県
くまもと

千葉県
ち　ば 

群馬県
ぐん  ま

鹿児島県
12.9

か   ご  しま

鹿児島県
13.4%

北海道 3.7青森県
あおもり

ぶた

3人と自然とのかかわり

リンク

リンク

リンク

2 黒
く ろ

豚
ぶ た

の飼育（2018年 鹿
か

児
ご

島
し ま

県鹿
か の

屋
や

市）

3 いちご・ピーマンの県別生産量
（「作物統計」2021年）

178 179

33
‐‐
33

九
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九
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地
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地 理 P.179
文化財を守り伝える仕事文化財を守り伝える仕事
私たちは、どうして数百年前から千年以上も前につくられ

た文化財を目にすることができるのでしょうか。そのなぞを
解いていきましょう。

り下げるり下げる掘

1 文化財保存修復施
し

設
せ つ

2 虫食い穴
あ な

に補
ほ

修
しゅう

紙をあてる。　
3 顕

け ん

微
び

鏡
きょう

を使った調査　
4  屏

びょう

風
ぶ

装
そ う

に仕立てるため、絵の 
位置を合わせる。

5 「自
じ

心
し ん

印
いん

陀
だ

羅
ら

尼
に

経
きょう

」の修理前
（上）と 6 修理後（下）の比

ひ

較
か く

　世
界最古級の8世紀後半の印刷物
です。大きく失われた上の部分に、
新たにすいた紙で補修しています。

修理前と修理後の文化財

 ‒有形文化財（美術工芸品）の保
ほ

存
ぞ ん

修理‒

7 薬師寺東塔（保存修理後）国宝 世界遺産

8 新しくつくられた水
煙の飛天像　三次元ス
キャナを活用して正確
に創

そう

建
け ん

当初の水煙を計
測し、古代と同じ材質を
用いて、形や色も忠

ちゅう

実
じ つ

に再現されました。
※写真は、奈良県文化・教
育・くらし創造部文化財保存
課建造物係／文化財保存事
務所事業係提供

高さ
34m

二重

三重

相輪

水煙

初重

基基
きき

壇壇
だんだん

三重裳
も

階
こし

二重裳階

初重
裳階

2 3

4

5

6

�九
きゅう

州
しゅう

国立博物館の取り組みに学ぶ

　自然素材からできた日本の文化財は、少なくとも50年か
ら100年に一度は、修理が必要になります。2005（平成17）
年にできた九州国立博物館は、貴

き

重
ちょう

な文化財を展
て ん

示
じ

する一
方で、九州地方の文化財を中心に数多くの文化財の修理を
手がけてきました。
　文化財の修理とは、具体的にどのようなことをするので
しょうか。紙や絹

き ぬ

でつくられた文化財の保存修理を行う装
そ う

潢
こ う

師
し

をたばねている
国
こ く

宝
ほ う

修理装潢師連
れ ん

盟
め い

の理事にうかがいま
した。

 ‒有形文化財（建造物）の保存修理‒

�奈
な

良
ら

県文化財保存事務所の
国宝薬

や く

師
し

寺
じ

東
と う

塔
と う

の保存修理に学ぶ

　薬師寺東塔は、薬師寺のなかで、奈良時代
から伝わる唯

ゆ い

一
い つ

の建物です。三重塔ですが、
各重に裳

も

階
こ し

とよばれる飾
か ざ

り屋根がつく日本で
はほかに例のない建築形式の塔です。
　東塔は、これまでも数多くの修理を重ねて
きましたが、今回は、いったんすべての部材
を解体し、必要な修理をほどこして組み立て
直す方法がとられました。また、修理にあ
たっては、水

す い

煙
え ん

などは新たにつくり直しまし
たが、それ以外はできる限り今の材料を残し、
現状を維

い

持
じ

する方針のもと、2021（令和 3 ）年
に保存修理が完了しました。

国宝修理装潢師連盟理事の方の話
　文化財の修理は、傷

い た

んでいるところ
を徹

て っ

底
て い

的
て き

に調査することから始まり
ます。必要な修理を吟

ぎ ん

味
み

し、テストを
重ね、確信を得て初めて修理に取りか
かります。失敗は許されません。
　文化財修理には、伝統的な技術が用
いられます。九州国立博物館はそれ
だけではなく、調査段

だ ん

階
か い

で最新の機器を使用するほか、
美術史や歴史、保存科学などの研究者と修理技術者が
意見をかわし、それぞれの専

せ ん

門
も ん

知識を生かして修理に
あたることも特色です。
　私たち文化財修理技術者の仕事は、保存を第一に考
えて、50年後、100年後へと文化財を伝えていくこ
とです。手先の技術はもちろんですが、経験を重ねな
がら文化財をみる目を養い、日々同じことをくり返す
のではなく、常に自らを高めたいと思っています。

3  新しく焼いた瓦をふいてい
るようす。

1  奈良時代の基壇をおおうよ
うにつくった新しい基礎。

4  初重裳階の壁
か べ

を仕上げる前
の下

した

地
じ

をぬっています。

2  柱の傷んだところをけずり、
新しい木をあてています。

  11 保存修理のようす

3  塔の木の部材をすべて解体
していきます。

1 保存修理のため、素
す

屋
や

根
ね

で
東塔をおおいます。

4  基
き

壇
だん

の石をすべて取りはず
し、礎石だけ残した状態。

2  瓦
かわら

を一枚
ま い

一枚、すべて下ろ
します。

  10 解体のようす

1  柱を支える礎
そ

石
せ き

が、ふぞろ
いに沈

し ず

みこんでいました。
2 傷みの目立つ裳階の高

こう

欄
らん

9  修理前の状態

素屋根

SDGs 目標11「住み続けられるまちづく
りを」の達成目標のなかに、「世界の文化
遺
い

産
さ ん

や自然遺産を保護し、保っていくた
めの努力を強化する」があり、こうした
取り組みはますます重要になっています。

1． 文化財の傷んだ箇
か

所
し ょ

の調査と記録
2．修理方

ほ う

針
し ん

の検
け ん

討
と う

3．修理
4．報告書の作成

文化財修理の大きな流れと記録

修理作業の
ようす

1

　修理にともなう調査で、東塔が奈良時代から同じ場所に立っ
ていること、初

しょ

重
じゅう

の天
て ん

井
じょう

板に729年と730年に伐
ば っ

採
さ い

された木
が使われていること、裳階に古代や中世などの瓦を使っている
ことなど、さまざまなことがわかりました。

二次元
コード

動画

※写真は九州国立博物館提
てい

供
きょう

58 59
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世界をつくるために
持続可能な

体験版でデジタル教科
書の実際の動作やコンテ
ンツを体験することがで
きます。

体 験 版

基本機能からオリジナ
ルツールまでわかりやす
く紹介し、指導者用・学
習者用、それぞれの内容
にも触れています。

基本機能、ツール
の解説・紹介

教科書のポイント

『中学社会』をつくる
うえで大切にしたポイン
ト、その根幹となった考
え方について解説してい
ます。

資料ダウンロード

内容解説資料、編修趣
意書などを閲覧・ダウン
ロードいただけます。年
間指導計画案なども随時
公開予定です。

動　画

教科書や教科書QRコ
ンテンツの特色を先生か
らよくある質問と合わせ
てコンパクトに紹介して
います。

教科書QRコンテンツ

実際に教科書QRコン
テンツを閲覧できるとと
もに、コンテンツの特長
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や南ヨーロッパの出身者を受け入れるようになりました。

1970年代に入ると、経
けい

済
ざい

発
はっ

展
てん

のめざましいアジアとの結びつきを
強めるために、白豪主義を廃

はい

止
し

して、多文化主義をめざすようにな
りました。移民の入国についての審

しん

査
さ

も、民族や宗
しゅう

教
きょう

と関係のない
ものにしました。その結果、アジアやアフリカからの移民が増え、
オーストラリアは多

た

文
ぶん

化
か

社
しゃ

会
かい

として発展してきました。
アボリジニは、かつては狩

しゅ

猟
りょう

と採集を中心と
する生活を送っていました。しかし、移住し

てきた人々による迫
はく

害
がい

や抑
よく

圧
あつ

、病気の流行によって、人口は大きく
減少しました。生き残った人々も多くは土地をうばわれ、自立した
生活を続けられなくなりました。このような過去のできごとを反省
し、現在、オーストラリアでは、アボリジニとの共生を進めていま
す。アボリジニの文化を尊重し、アボリジニ保留地にある鉱産資

し

源
げん

の採
さい

掘
くつ

に対してお金を支
し

払
はら

ったり、教育や失業手当などの福
ふく

祉
し

政策
を行ったりして、生活改

かい

善
ぜん

や地位の向上に努めています。

1970年代から、オーストラリアは多文化主義の考え方に基づき、
文化的なちがいを認

みと

め合う社会をつくることを重要な課題としまし
た。そのため、法

ほう

律
りつ

で人種差別を禁止し、さまざまな言語や文化を
守るための制度を作りました。現在は、多言語放送、移民の子ども
たち向けの母国語教育の支

し

援
えん

が提供され、行政サービスを受けると
きの通

つう

訳
やく

・翻
ほん

訳
やく

も充
じゅう

実
じつ

しています。
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オセアニアの国々は、20世紀初めまでイギリ
スやフランスなどの植

しょく

民
みん

地
ち

だったことから、
ヨーロッパ文化の影

えい

響
きょう

を強く受けています。オーストラリアや
ニュージーランドの国民の多くがイギリス系

けい

で、英語を話し、キリ
スト教を信

しん

仰
こう

しているのは、イギリスの植民地だったためです。一
方、オーストラリアのアボリジニ、ニュージーランドのマオリなど
の先住民も、独自の言語・文化を保っています。さらに、オースト
ラリアやニュージーランドでは、イギリス以外のさまざまな国から
も移

い

民
みん

を受け入れるようになり、多
た

民
みん

族
ぞく

国
こっ

家
か

となっています。

18世紀にオーストラリアがイギリスの植民地
になると、イギリス人の移住が始まりました。

その後、金の鉱山の発見をきっかけにヨーロッパの国々や中国から
の移民が増え、イギリス系の人々による中国系の人々に対する排

はい

斥
せき

運動が起こりました。オーストラリアは、20世紀初めに独立すると、
アジア系の人々への入国制限を強め、イギリス系の移民を優

ゆう

遇
ぐう

する
白
はく

豪
ごう

主
しゅ

義
ぎ

とよばれる政
せい

策
さく

を進めました。第二次世界大戦後も白豪主
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P.299 P.300
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多民族化する
オセアニア

白
は く

豪
ご う

主義から
多文化社会へ

オセアニアが多文化社会へと変わっていっ
た流れに着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方

多様性を尊
そ ん

重
ちょう

する社会づくりを進めるオセアニア2
学習課題学習課題 オセアニアでは、なぜ多様性を尊重する社会づくりが進められてきたのでしょうか。

多様な民族の共生

6 アボリジニの民族旗 オーストラリアが多
文化社会になってアボリジニの自覚も高まり、
民族旗を作って掲

かか

げるなどの動きもあります。
黄色は太陽、黒色はアボリジニ、赤色は大地
をあらわします。

5 オーストラリアの貿易相手国
（UN Comtradeほか）

人々の生活・文化の変化につい
て、他地域の人々との交流に着
目して説明しましょう。

オセアニアで進められてきた多
文化社会の実現に向けた取り組
みを本文からぬき出しましょう。

確認確認

表現表現
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1 ヨーロッパからの移民がつくった市街地（2021年 オーストラリア／メルボルン）
イギリスの植民地だった時代の街なみが残されています。

2 シドニーのチャイナタウン（2022年 オーストラリ
ア）　オーストラリアには多くの華

か

人
じ ん

（P.53）が住んで
いて、各地にチャイナタウンがあります。
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（Australian Bureau of Statistics）　

資料活用資料活用 ヨーロッパからの移民数とアジア
からの移民数を年ごとに比べましょう。

7 アボリジニ保留地

資料活用資料活用 P.28の 1 を見て保留地の気候を、
P.120の 2 を見て保留地の人口密
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度
ど

を読み
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世界では、さまざまな宗教が信仰されていま
す。仏

ぶっ

教
きょう

は、南アジアのインドでおこりまし
た。その後、東南アジアや東アジアに広まりました。日本には6世
紀に伝わり、多くの僧

そう

侶
りょ

が中国にわたって教えを学びました。キリ
スト教

きょう

は、西アジアのパレスチナ地方でおこりました。現在は世界
各地に広がっています。これは、ヨーロッパに伝わったキリスト教
が、ヨーロッパの国々の植民地だった地

ち

域
いき

を中心に、移民や布教に
よって広まったためです。イスラム教

きょう

は、西アジアのアラビア半島
でおこりました。その後、アフリカや南アジア、東南アジアに広ま
りました。これらの宗教は、最初におこった地域やそこに住んでい
た民族をこえて、世界じゅうで多くの人々に信仰されています。そ
のため、これらの宗教は、世界の三

さん

大
だい

宗
しゅう

教
きょう

とよばれています。
　一方、インドを中心に信仰されているヒンドゥー教

きょう

のように、特
定の地域や民族に信仰されている宗教もあります。
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主な宗教の分布と、その場所での人々の生
活に着目しましょう。
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と人々の生活7
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2場所

世界の人々は、どのような宗教を信
しん

仰
こ う

しているのでしょうか。
宗教は、人々の生活とさまざまな形で結びつ
いています。信仰のあつい人にとっては、宗

教の教えが日常生活のよりどころになります。
　仏教が広く信仰されているタイでは、ふだんから寄付など、善

よ

い
行いをしなければならないとされています。仏教徒の男性は、一生
に一度は僧侶になって修行をすることが習慣になっています。
　イスラム教徒は、一

いっ

般
ぱん

的に酒や豚
ぶた

肉
にく

を口にせず、1日に ５回、聖
せい

地
ち

であるメッカの方角を向いてお祈
いの

りをします。また、年に約1か
月のあいだ、昼間の断

だん

食
じき

を実行します。女性は髪
かみ

や手足が見えない
ような服

ふく

装
そう

をします。
　科学技術の進歩や社会の近代化・国際化は、宗教に大きな影

えい

響
きょう

を
あたえています。イスラム教が社会に強い影響力をもち、教えを厳

げん

格
かく

に守る人が多いサウジアラビアでは、女性に自動車の運転免
めん

許
きょ

証
しょう

が交付されませんでした。しかし、近年、女性が運転する権
けん

利
り

を求
める活動が行われて、運転が認

みと

められるようになるなど、社会の変
化がみられます。

4 ヒンドゥー教徒の沐
も く

浴
よ く

（2019年 インド）　
聖なる川とされるガンジス川で体を清めて

います。

7 神社への初
は つ

詣
もうで

（伊
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勢
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神宮／2015年 三
み

重
え

県
伊勢市） 日本でも、宗教は日常生活と結び
ついています。日本のさまざまな行事は、ど
のような宗教とかかわりがあるのでしょうか。
・年中行事…お盆

ぼ ん

、クリスマス
・人生の節目の行事…結

け っ

婚
こん

式、葬
そ う

儀
ぎ

3 修行をする仏教の僧
そ う

侶
り ょ

に寄付をする人々
（2023年 タイ）

それぞれの宗
しゅう

教
きょう

には、
どんな特色があるの
かな。

1 キリスト教の教会での祈
い の

り
（2022年ドイツ）

2 イスラム教のモスク（礼
れ い

拝
は い

堂）
での祈り（2022年 イラク）

世界の三大宗教

人々の生活に
結びつく宗教

5を見て、世界の主な宗教の分
布を確認しましょう。

世界の主な宗教と結びついた生
活のようすを説明しましょう。
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か

となっています。

18世紀にオーストラリアがイギリスの植民地
になると、イギリス人の移住が始まりました。

その後、金の鉱山の発見をきっかけにヨーロッパの国々や中国から
の移民が増え、イギリス系の人々による中国系の人々に対する排

はい

斥
せき

運動が起こりました。オーストラリアは、20世紀初めに独立すると、
アジア系の人々への入国制限を強め、イギリス系の移民を優

ゆう

遇
ぐう

する
白
はく

豪
ごう

主
しゅ

義
ぎ

とよばれる政
せい

策
さく

を進めました。第二次世界大戦後も白豪主

P.300

1

P.299 P.300

2

多民族化する
オセアニア

白
は く

豪
ご う

主義から
多文化社会へ

オセアニアが多文化社会へと変わっていっ
た流れに着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方

多様性を尊
そ ん

重
ちょう

する社会づくりを進めるオセアニア2
学習課題学習課題 オセアニアでは、なぜ多様性を尊重する社会づくりが進められてきたのでしょうか。

多様な民族の共生

6 アボリジニの民族旗 オーストラリアが多
文化社会になってアボリジニの自覚も高まり、
民族旗を作って掲

かか

げるなどの動きもあります。
黄色は太陽、黒色はアボリジニ、赤色は大地
をあらわします。

5 オーストラリアの貿易相手国
（UN Comtradeほか）

人々の生活・文化の変化につい
て、他地域の人々との交流に着
目して説明しましょう。

オセアニアで進められてきた多
文化社会の実現に向けた取り組
みを本文からぬき出しましょう。

確認確認

表現表現

二次元
コード

1 ヨーロッパからの移民がつくった市街地（2021年 オーストラリア／メルボルン）
イギリスの植民地だった時代の街なみが残されています。

2 シドニーのチャイナタウン（2022年 オーストラリ
ア）　オーストラリアには多くの華

か

人
じ ん

（P.53）が住んで
いて、各地にチャイナタウンがあります。

4地域どうしのつながり

イギリス
31.3%

その他
36.7

その他
46.0

その他
51.0

その他
46.2

アメリカ
13.4
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日本
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アメリカ
15.2

日本
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中国
31.4%
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かんこく ニュージーランド 4.8

日本 7.6
アメリカ 6.2 韓国 5.3

インド 3.3

（2017年） 1960年
合計45億ドル

1980年
合計445億ドル

2000年
合計1353億ドル

2021年
合計6036億ドル

注)輸出入の合計額

3 オーストラリアに住む移民の出身地
（Australian Bureau of Statistics）　

資料活用資料活用 ヨーロッパからの移民数とアジア
からの移民数を年ごとに比べましょう。

7 アボリジニ保留地

資料活用資料活用 P.28の 1 を見て保留地の気候を、
P.120の 2 を見て保留地の人口密

みつ

度
ど

を読み
取りましょう。気候・人口密度から、なぜ保
留地がこのような場所につくられたのかを予
想し、自分の考えをまとめましょう。

アジア ヨーロッパ オセアニア アフリカ 北アメリカ
南アメリカ

不明

0

100

200

300

400

500

600

700

800

202120011981196119331901年

万人

どうしてこのような街
なみになったのかな。

124 125

22
‐‐
22

オ
セ
ア
ニ
ア
州

オ
セ
ア
ニ
ア
州

5

10

15

5

10

15

20

リンク

世界では、さまざまな宗教が信仰されていま
す。仏

ぶっ

教
きょう

は、南アジアのインドでおこりまし
た。その後、東南アジアや東アジアに広まりました。日本には6世
紀に伝わり、多くの僧

そう

侶
りょ

が中国にわたって教えを学びました。キリ
スト教

きょう

は、西アジアのパレスチナ地方でおこりました。現在は世界
各地に広がっています。これは、ヨーロッパに伝わったキリスト教
が、ヨーロッパの国々の植民地だった地

ち

域
いき

を中心に、移民や布教に
よって広まったためです。イスラム教

きょう

は、西アジアのアラビア半島
でおこりました。その後、アフリカや南アジア、東南アジアに広ま
りました。これらの宗教は、最初におこった地域やそこに住んでい
た民族をこえて、世界じゅうで多くの人々に信仰されています。そ
のため、これらの宗教は、世界の三

さん

大
だい

宗
しゅう

教
きょう

とよばれています。
　一方、インドを中心に信仰されているヒンドゥー教

きょう

のように、特
定の地域や民族に信仰されている宗教もあります。

5 3

1

2

6

4

主な宗教の分布と、その場所での人々の生
活に着目しましょう。

見方・考え方見方・考え方

さまざまな宗
しゅう

教
きょう

と人々の生活7
学習課題学習課題

2場所

世界の人々は、どのような宗教を信
しん

仰
こ う

しているのでしょうか。
宗教は、人々の生活とさまざまな形で結びつ
いています。信仰のあつい人にとっては、宗

教の教えが日常生活のよりどころになります。
　仏教が広く信仰されているタイでは、ふだんから寄付など、善

よ

い
行いをしなければならないとされています。仏教徒の男性は、一生
に一度は僧侶になって修行をすることが習慣になっています。
　イスラム教徒は、一

いっ

般
ぱん

的に酒や豚
ぶた

肉
にく

を口にせず、1日に ５回、聖
せい

地
ち

であるメッカの方角を向いてお祈
いの

りをします。また、年に約1か
月のあいだ、昼間の断

だん

食
じき

を実行します。女性は髪
かみ

や手足が見えない
ような服

ふく

装
そう

をします。
　科学技術の進歩や社会の近代化・国際化は、宗教に大きな影

えい

響
きょう

を
あたえています。イスラム教が社会に強い影響力をもち、教えを厳

げん

格
かく

に守る人が多いサウジアラビアでは、女性に自動車の運転免
めん

許
きょ

証
しょう

が交付されませんでした。しかし、近年、女性が運転する権
けん

利
り

を求
める活動が行われて、運転が認

みと

められるようになるなど、社会の変
化がみられます。

4 ヒンドゥー教徒の沐
も く

浴
よ く

（2019年 インド）　
聖なる川とされるガンジス川で体を清めて

います。

7 神社への初
は つ

詣
もうで

（伊
い

勢
せ

神宮／2015年 三
み

重
え

県
伊勢市） 日本でも、宗教は日常生活と結び
ついています。日本のさまざまな行事は、ど
のような宗教とかかわりがあるのでしょうか。
・年中行事…お盆

ぼ ん

、クリスマス
・人生の節目の行事…結

け っ

婚
こん

式、葬
そ う

儀
ぎ

3 修行をする仏教の僧
そ う

侶
り ょ

に寄付をする人々
（2023年 タイ）

それぞれの宗
しゅう

教
きょう

には、
どんな特色があるの
かな。

1 キリスト教の教会での祈
い の

り
（2022年ドイツ）

2 イスラム教のモスク（礼
れ い

拝
は い

堂）
での祈り（2022年 イラク）

世界の三大宗教

人々の生活に
結びつく宗教

5を見て、世界の主な宗教の分
布を確認しましょう。

世界の主な宗教と結びついた生
活のようすを説明しましょう。

確認確認

表現表現

※色、前年のママにする指示あり
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