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地域事例一覧地域事例一覧

新潟県   共生のまちづくり条例（新潟市、P.121）  
学校で期日前投票する高校生（柏崎市、P.90）

石川県   フェアトレードのチョコレートの販売（金沢市、巻頭2）
福井県   福井藩藩札（P.133）
山梨県   実験走行をするリニア中央新幹線（都留市、巻末5）
長野県   市町村合併の住民投票（平谷村、P.121）
静岡県   水素エンジンで走るレーシングカー（小山町、巻頭2） 

日本の自衛隊とアメリカ軍の共同訓練の記者会見のよ
うす（御殿場市、P.76）  
輸入食料品が並ぶ店（浜松市、P.150）

愛知県   尾張津島天王祭に向けた練習（愛西市、P.21）↑写真   
外国人児童対象の読み書き教室（豊橋市、P.55）  
トマトで健康づくり条例（東海市、P.117）

三重県   AIによる高齢者の健康の見守り（東員町、P.16）  
1960年ごろと現在の四日市市（四日市市、P.175）  
玉丸城太鼓（尾鷲市、P.222）

滋賀県   淡水魚の稚魚の放流（近江八幡市、巻頭1）  
コロナ禍で外国人を支援する多言語対応の相談員（甲賀
市、P.13）

京都府   夜間中学（京都市、P.58）　  
京都市の景観とまちづくり（京都市、P.70）  
文化庁の京都移転（京都市、P.101）

大阪府   2025年の大阪・関西万博（予定）（大阪市、P.15） 
↓写真   

まちのバリアフリーを探そう -大阪府堺市 -（堺市、
P.56-57）  
若者の投票率向上の取り組み（高槻市、P.90）  
地方議会（八尾市、P.116）  
千里キャンドルロード（吹田市・豊中市、P.115）

兵庫県   有機農産物を使った給食の実現を求める請願（丹波市、
P.60）  
地方公共団体の仕事（加古川市、P.116）  
リゾート施設を再利用した社屋（淡路市、P.159）

奈良県   中学生の授業（奈良市、P.10）  
茶道で交流する日本とドイツの中学生（山添村、P.21）

和歌山県   車いすバスケット
ボール体験（和歌
山市、巻頭1）  
ロケット発射場の
誘 致（串 本 町、
P.115）

福岡県   パートナーシップ制度（P.54）  
指さしコミュニケーションボード 
（糸島市、P.55）  
自衛隊による被災者の救助活動
（大牟田市、P.77）

佐賀県   市役所の生活保護相談窓口（佐賀
市、P.179）

長崎県   長崎平和祈念式典に参加した中学
生（長崎市、巻頭1）

鳥取県   水木しげるロード（境港市、P.21）↑ 写真

岡山県   公共冷蔵庫（岡山市、P.16）  
バイオマス発電（真庭市、P.212）

広島県   田植祭り（庄原市、P.20）  
広島平和記念式典（広島市、P.74）  
福山市ばらのまち条例（福山市、P.117）

山口県   米軍空母艦載機受け入れの住民投票（岩国市、P.121）

熊本県   避難所を訪問するご当地キャラク
ター（熊本市、P.114）

大分県   地熱発電（九重町、P.212）
宮崎県   ドローンの宅配実験（延岡市、P.11） 

宮崎県の畜産業の復興（P.115） 
↓ 写真

鹿児島県   消費者ホットラインの広報資料 
（P.136）

沖縄県   首里城の再建（那覇市、P.20）  
アメリカ軍基地（宜野湾市、P.77）

徳島県   吉野川可動堰の建設住民投票（徳島市、P.121）  
エシカル消費の普及に取り組む高校生（那賀町、巻末3）

香川県   香川県・香川人権啓発推進会議のポスター（P.52）  
災害時の連携協定（高松市、土庄町、小豆島町、P.103）

愛媛県   道後温泉の外国人観光客対象の避難訓練（松山市、P.12）  
ヤングケアラーについての広報資料（P.179）  
太陽光発電（西条市、P.212）

高知県   性別にかかわらず選べるようになった中学生の制服（高知市、P.54）

北海道   国立アイヌ民族博物館（白老町、P.20）→写真   
アイヌ語弁論大会 イタカン ロー（千歳市、P.53）  
共創のまちぐらし推進プロジェクト（函館市、
P.115）  
クラウドファンディングを活用した取り組み（夕張
市、P.118）

岩手県   津波から逃げる目印をつける中学生（釡石市、巻頭1）  
南部鉄器（盛岡市、P.21）  
日本中から集まったボランティアと援助物資（釡石市、P.102）

宮城県   東日本大震災遺構・伝承館でガイドをする中学生（気仙沼市、P.14）↓写真  
被爆体験を中学生に絵で伝える取り組み（仙台市、P.207）  
大谷海岸の保全（気仙沼市、P.224）

秋田県   洋上風力発電（能代市、P.212）
山形県   ふるさと定住いいですね条例

（飯豊町、P.117）  
鶴岡サイエンスパークの取り
組み（鶴岡市、P.145）

福島県   福島第一原子力発電所（大熊
町、P.213）

茨城県   eスポーツの高校選手権（水戸市、P.10）  
持ち運びを補助するロボットスーツを着用する人（つくば市、巻末4）

栃木県   環境に配慮した交通の整備(LRT)（宇都宮市、P.66）  
とちぎ観光おもてなし条例（P.11７）  
渡良瀬遊水地の外来生物の調査（小山市、P.222）

群馬県   ブラジルの食品を扱うスーパーマーケット（大泉町、P.19）
埼玉県   歩きエスカレーター禁止条例（P.126）  

AIカメラでの画像分析（川口市、P.145）
千葉県   盲導犬を用いた鉄道会社の講習（印西市、P.55）  

まちづくりに参加しよう-千葉県船橋市「こども未来会議室」-（船橋市、P.122-123）
↓写真

東京都   漫画を題材とした博物館（豊島区、P.114）  
東京都足立区の住民参加－ビューティフル・ウィンドウズ運動－（足立区、P.120） 
NPOによる地域の清掃（渋谷区、P.26）　 結核研究所の活動（清瀬市、P.209）  
脱炭素社会の実現へ（板橋区、P.217）

神奈川県   エネルギーの地産地消（小田原市、P.17）  
歩きスマホ禁止条例（大和市、P.126）  
働く人へのインタビュー　～JAXA 津田雄一さん～（相模原市、P.155）  
プラスチックの海洋汚染（P.217）

中部地方中部地方

北海道地方北海道地方近畿地方近畿地方

九州地方九州地方

中国・四国地方中国・四国地方

東北地方東北地方

関東地方関東地方

地域事例②デジタルへの対応 ③主権者の育成 ④わくわくする教科書 学習上の配慮 分野・教科間連携 資料編①指導と評価
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められます。
　地

ち

方
ほう

分
ぶん

権
けん

も地方自治に必要な要素です。地方分権とは、国が地方
公共団体の活動を必要以上に制約しないで、地域の実情にあった取
り組みを行えるようにすることです。国が防衛や外交、年金の管理
など国民全体にかかわる仕事を行い、地

ち

方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

は住民のくらし
に密

み っ

着
ちゃく

した仕事を行うといった適切な仕事の分
ぶ ん

担
た ん

も含まれます。
　住民自治と地方分権を柱として、地方自治は成り立っています。
地域の人々が直接に参加しながら、地域のことを合意して決めてい
く経験を積めるので、地方自治は「民

みん

主
しゅ

主
しゅ

義
ぎ

の学
がっ

校
こう

」といわれます。
国にすべての権力を集中させないことにもなるので、地方自治には
権力分立の側面もあります。このような政治の重要なしくみとして、
日本国憲

け ん

法
ぽ う

では、地方自治に関する規定が設けられています。
地方自治の重要性が典型的にあらわれるのが
災害への対応です。災害にあった人々の救助

を行い、避
ひ

難
な ん

所
じ ょ

を開設・運営し、災害からの復旧・復興を行ってい
くなどの一連の課題に取り組むのは、地方自治の役

や く

割
わ り

です。また、
防災においても、地方自治が重要です。どのような自然災害が発生
しやすいのか、どのようなそなえが有効なのかを知るのは国ではな
く、それぞれの地域だからです。

8

日本のそれぞれの地域には多様な特
と く

徴
ちょう

があり
ます。そのため、生活を成り立たせる上で必

要なこともちがいます。北
ほ っ

海
か い

道
ど う

では除
じ ょ

雪
せ つ

をしなければ冬の移動は困
こ ん

難
な ん

になりますし、沖
お き

縄
な わ

では台風へのそなえが欠かせません。高
こ う

齢
れ い

化
が進む地域では医

い

療
りょう

や介
か い

護
ご

が必要なのに対し、子育てをしている
人々が多い地域では保育所の整備などの子育て支

し

援
え ん

が求められます。
地域はそれぞれに異

こ と

なる歴史をあゆみ、気候、産業、人口などに
よって、地域がかかえる課題は異なります。

地
ち

方
ほう

自
じ

治
ち

とは、それぞれの地域の住民が自分
たちで自分たちの課題に取り組むことを尊

そ ん

重
ちょう

しようという考え方です。他の地域と共通の課題であっても、望ま
しい解決策

さ く

は地域により異なるという考え方も含
ふ く

まれます。
　地方自治の考え方を具体化するには、まず、住民自治が必要にな
ります。住

じゅう

民
みん

自
じ

治
ち

とは、地域の人々みんなの手で自分たちの地域の
課題の解決に取り組んでいくことです。地域のなかの一部の人に課
題解決を任せてしまうのではなく、地域の一人一人のかかわりが求

1～ 7

P.248　地方自治法

地
方
自
治
に
お
い
て
、私
た
ち
住
民
は
ど
の
よ
う
な
役や

く

割わ
り

を

果
た
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

私たちの住む地
ち

域
い き

地方自治とは

災害と地方自治

地方自治とはどのようなものでしょうか。なぜ必要とされるのでしょうか。

私たちのくらしと地方自治1
学習課題学習課題

第
３
節
の
問
い

?

第
　
　
　節

く
ら
し
を
支
え
る
地
方
自
治

く
ら
し
を
支
え
る
地
方
自
治

33

地方自治とはどのような考え方
か、本文からぬき出しましょう。確認確認

地方自治が「民主主義の学校」
といわれる理由を説明しましょ
う。

表現表現

地方自治の意義と役割について、個
人の尊

そん

重
ちょう

と民主主義に着目して理解
しましょう。

見方・考え方見方・考え方 個人の尊重 民主主義
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地
域
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担
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手
の
育
成
・

確
保

コ
ミ
�
ニ
テ
�
バ
ス
な
ど

の
移
動
手
段
の
確
保

福
祉
施
設
の
整
備

こ

ふ
く

よ
う

し
食
品
や
日
用
品
な
ど
の

移
動
販
売
の
支
援

（2020年）
（複数回答）

人口20万人以上
人口20万人未満

　こうしたご当地キャラクターは、まちおこしや広報などを
目的に地方の歴史や名産品などに基づいて日本各地でつく
られています。

　著
ちょ

名
めい

な漫画家が多数住んでいた
アパートを再現した博物館をつくり、
観光資

し

源
げん

としています。

　地域がロケットの発射に適してい
たことから、宇

う

宙
ちゅう

関連産業や観光業
の振

しん

興
こう

を期待し企
き

業
ぎょう

を誘致しました。

　日本有数の肉牛産地である宮崎県は、
2010年に口

こう

蹄
てい

疫
えき

という伝
でん

染
せん

病で大きな被
ひ

害
がい

を受けました。しかし、農家の努力と地方公
共団体の支援により復興し、畜

ちく

産
さん

業は県の重
要な産業として成長しています。

函館市では、「共
きょう

創
そう

のまちぐらし推
すい

進
しん

プロジェ
クト」という地区再整備事業を行っています。
写真は、市民と市が連

れん

携
けい

して開
かい

催
さい

したイベン
トです。

　子どもたちが千里ニュータウンを故
こ

郷
きょう

と思い、住民
のきずなをはぐくむ目的で、大阪府吹田市と豊中市で
毎年交

こう

互
ご

に開
かい

催
さい

しています。学校などでキャンドルの
コップに絵をかき、ボランティアがキャンドルをなら
べて火を灯します。

それぞれの地
域が課題に取
り組む目的は
何だろうか。

1 避難所を訪
ほ う

問
も ん

するご当地キャラクター
（2016年、熊

く ま

本
も と

県熊本市）
2 漫

ま ん

画
が

を題材とした博物館
（2022年、東

と う

京
きょう

都豊
と

島
し ま

区）
4 ロケット発

は っ

射
し ゃ

場の誘
ゆ う

致
ち

（2022年、和
わ

歌
か

山
やま

県串
くし

本
も と

町）

5 千里キャンドルロード（2022年、大
お お

阪
さ か

府吹
す い

田
た

市・
豊
と よ

中
なか

市）

6 和牛の品評会で日本一となった宮
み や

崎
ざ き

県の
牛（2022年）

3 地域における生活環境に関して行
政が力を入れるべき施

し

策
さ く

（「地域社会
の暮

く

らしに関する世
よ

論
ろ ん

調査」2020年）

8 火
か

山
ざ ん

灰
ば い

専
せ ん

用
よ う

の集積所（2022年、鹿
か

児
ご

島
し ま

県
鹿児島市）

7 函
はこ

館
だて

カレーフェス（2022年、北
ほっ

海
かい

道
どう

函館市）

二次元
コード

二次元
コード

地
ち

域
い き

の特色ある取り組み

リンク

日本の各地域のくらし方にどのようなちがいがあったかを思い出しましょう。 関連資料地理114 115
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私
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私
た
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現
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万博からみる社会の課題
公民公民
++αα

私たちの社会は、少子高
こ う

齢
れ い

化、情報化、グ
ローバル化といった特色をもちつつ、日々変

化し、新たな課題が生まれています。また、世界には、地球環
か ん

境
きょう

問
題、人口増加と高齢化、地

ち

域
い き

による貧
ひ ん

富
ぷ

の格差、男女間の格差、感
か ん

染
せ ん

症
しょう

の世界的な流行、紛
ふ ん

争
そ う

、巨
き ょ

大
だ い

災害などの課題があります。私た
ちが大人になっても、このような変化は続き、これらの課題に取り
組まなければなりません。こうした課題を解決するためには、私た
ち現在の世代の幸福をみたしながらも、私たちの子孫である将

しょう

来
ら い

の
世代の幸福をみたすような持

じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な社
しゃ

会
かい

をつくる必要があります。
歴史をふり返ると、工業化が進む以前の社会
では、ものの欠

け つ

乏
ぼ う

など、生きるために必要な
物資が不足し、つねにその問題の解決が求められていました。18世
紀に始まった産業革

か く

命
め い

以
い

降
こ う

は、資
し

源
げ ん

を効率よく使って同じ製品を決
まった工程で大量に生産できるようになりました。生産の増加にと
もない、もの不足が解消され、20世紀には、人間の生活する環境は

10

巻頭 1-2、P.191、216

1

現代社会のさまざまな課題を、持続可能性
という観点から考えてみましょう。

見方・考え方見方・考え方

持続可能な社会と私たち4
学習課題学習課題

持続可能な社会
とは

大量生産の社会と
豊かになった社会

劇
げ き

的
て き

に改
か い

善
ぜ ん

され、寿
じ ゅ

命
みょう

も大きくのびました。一方で、工業化は大
たい

量
りょう

消
しょう

費
ひ

社
しゃ

会
かい

を生み出しました。その結果、食品ロスの問題や、ごみや
廃
は い

棄
き

物を生み出す社会をまねき、地球環境問題につながっています。
豊かな社会をめざして、発

は っ

展
て ん

途
と

上
じょう

国
こ く

をはじめ
世界の国々は現在も、工業化による発展を続

けています。しかし、工業社会の考え方だけにたよらない社会のあ
り方を考えたときに、持続可能な社会をどのように実現するのかと
いうことが、21世紀の課題です。国際連合は、国際社会で共通に取
り組むべき持

じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な開
かい

発
はつ

目
もく

標
ひょう

（SDGs）を定めています。
　すでに見てきた、日本における持続可能な社会をつくるための課
題には、出産や育児があっても男女が働きやすい法

ほ う

律
り つ

やしくみをつ
くること、医

い

療
りょう

や介
か い

護
ご

にかかるお金が増えていくという問題の解決、
情報通信技術（ICT）を活用してよりよい社会をきずくこと、多様な
文化をもつ人たちとの共存などがあります。これまでも、私たち人
間は、社会の変化や自然環境の変化によって問題が起こっても、そ
れを解決する方法を考え、よりよい社会のしくみをつくってきまし
た。持続可能な社会を実現するために、私たち一人一人が社会の一
員であることを自覚して、社

しゃ

会
かい

参
さん

画
かく

をすることが大切です。

5

9

9

P.199

1～ 4 11

持続可能な社会を
つくるために

持続可能性

5 電気製品の普
ふ

及
きゅう

率の推
す い

移
い

（「消費動向調査」内
ない

閣
か く

府）

持続可能な社会を実現するために、私たちはどのような視
し

点
て ん

をもつことが大切でしょうか。

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?

1 ウクライナへの募
ぼ

金
き ん

活動
をする中学生（2022年、大

お お

阪
さ か

府箕
み の

面
お

市）
2 東日本大震

し ん

災
さ い

遺
い

構
こ う

・伝
で ん

承
しょう

館でガイドをする中学生
（2019年、宮

み や

城
ぎ

県気
け

仙
せ ん

沼
ぬ ま

市） 6 1970年の大阪万博　「人類の進歩と
調和」をテーマに、人々の所得が増え、
生活が豊かになる高度経

け い

済
ざ い

成長期に開
かい

催
さ い

されました。

7 2005年の愛・地球博　「自然の叡
え い

智
ち

」をテーマに、地球環境問題の解決な
ど、世界の国が協力して、未来の社会
の創

そ う

造
ぞ う

に向けて開催されました。

8 2025年の大阪・関西万博（予定）　「いのち輝
かがや

く未来社会のデザイン」をテーマに、人々の健康
と持続可能な社会をつくるという人類共通の課題
解決に取り組みます。

10 主な国の1人あたり国民総所得（GNI）と平
均寿

じ ゅ

命
みょう

（「世界国勢図会」2022年）

11 社会のために貢
こ う

献
け ん

したい内容
（「社会意識に関する世

よ

論
ろ ん

調査」2022年）

3 カフェで働く分身ロボット
（2022年、東

と う

京
きょう

都中
ちゅう

央
お う

区）　
障
しょう

害
が い

のある人などが遠
え ん

隔
か く

で操
そ う

作
さ

して働きます。
4 再開された朝

ちょう

鮮
せ ん

通信使の
再現行列（2021年、岡

おか

山
やま

県瀬
せ

戸
と

内
うち

市）新型コロナウイルス感
染症の影

えい

響
きょう

で中断していまし
たが、2年ぶりに再開されました。

それぞれど
のような社
会参画の取
り組みだろ
うか。

 20世紀初め、アメリカのフォード社の自
動車製造工場は世界で初めて、流れ作業によ
る自動車の大量生産を実現しました。

1

白黒テレビ

0

20

1960年 70 80 90 10 222000

40

60

80

100
%

電子レンジ

パソコン

エアコン

薄型テレビ

冷
蔵
庫

カラーテレビ

洗
濯
機

うすがた

現代にいたるまでに、社会ではどのような変化が起こったでしょうか。また、その変化によってどのよう
な影

え い

響
きょう

が生じているでしょうか。それらをふまえ現代社会の特色を考えましょう。
第１節の問いに答えよう?
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（2021年）

社会福祉に
関する活動
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に関する活動

かんきょう

自主防災活動や
災害援助活動

えんじょ

41.3%

38.2

31.4
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持続可能な社会はどのような社
会か本文からぬき出しましょう。

なぜ持続可能な社会の実現に社会
参画が大切かを説明しましょう。

確認確認

表現表現

二次元
コード

1

3 4

2

　ものの欠乏など、生き
るために必要な物資が
不足していました。

　産業革命以降、大量に商品を生産する工業社会に
なり、もの不足は解消されましたが、地球環境やエ
ネルギー問題が認

にん

識
しき

され始めました。

　世界の多様な地域の人々や、未来に生きる人々が、
豊かで幸せにくらせるよう、持続可能な社会をつく
ることが求められています。

20世紀　工業社会が世界に広がる
（大量生産・大量消費・大量廃

はい

棄
き

の社会）
21世紀　持続可能な社会をめざす

19世紀まで
工業化が進む以前の社会

9 社会の変化

動画

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
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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。
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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。
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多くが温帯に属し、山地が国土面積の 4 分の

3 を占
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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
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夕
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中
ちゅう

行
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事
じ
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、和
食（日本料理）、日本家屋や寺社・庭園、また、能・歌
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舞
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伎
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わ
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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
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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
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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
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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
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使
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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。
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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

まちづくりに参加しよう
‒千

ち

葉
ば

県船
ふ な

橋
ば し

市「こども未来会議室」‒
　船橋市の中学生の取り組みを参考に、私たちの住むまちの課題を
考え、政策の実現をめざして、まちづくりに参加しましょう。

1 船橋市の
地図

2 潮
し お

干
ひ

狩
が

りでにぎわう三
さ ん

番
ば ん

瀬
ぜ

　三番瀬は現在も東
と う

京
きょう

に
「江戸前」の魚介類を供

きょう

給
きゅう

する拠
き ょ

点
て ん

です。のりの養
よ う

殖
しょく

も
さかんです。

3 ふなばしアンデルセン
公園

4 事前学習のようす

白井市

習志野市

千葉市

八
千
代
市

鎌ケ谷市

市川市

ふ
な
ば
し

ふなばし
アンデルセン公園

船　橋　市

東京湾

三番瀬

しろ

かまが や

いち

ち ば

かわ

浦安市
うらやす

ふな

ならし の

や
ち

よ

ばし

い

2km0

とうきょうわん

さんばん

海
老
川

え

び

ぜ

市役所
J     R
私　鉄
高速道路

写真は、どのような政
せ い

策
さ く

と関係しているのかな。

課題を見出す

調べる

まとめあげる

深める

福
ふ く

祉
し

や教育、
交通の面か
らも調べて
みたいな。

　船橋市には、「こども未来会議室」という、各中学校の代
表者2名が市役所で、直接市長に提案する取り組みがあり
ます。提案に向けての事前学習では、船橋市の取り組みを
調べます。取り組みについての話し合いを行い、意見が出
ると、付

ふ

箋
せ ん

を使ってグループ分けをしながら、提案として
まとめていきました。

　各クラスで各班
は ん

に分かれて、調査する内容の現状や取り
組みについて資料を集めて調べました。各班で話し合い、
クラスとしての提案をまとめました。各クラスの代表が「私
たちが市長になったら○○します！」をテーマにまとめて発
表し、学校代表の2名を決めました。そして、市長へのプ
レゼンテーションの方法を検

け ん

討
と う

し、練習しました。

　今回の取り組みを通じて、船橋市のまちづくりを考える
ことができました。他校の意見や発表方法は参考になり、
学校で紹介しました。
　「こども未来会議室」では、これまでに生徒が提案したな
かで実現した政策がいくつもあり、以下はその例です。

●市長への意見発表
　生徒から、船橋市の文化や魅

み

力
りょく

をPRするための提案や、
まちの安心安全に関わる提案など、多くの提案が出されま
した。
　市長はすべての提案について、市の現状と今後の取り組
みを説明しました。

●市長室見学ツアー　
　市長から、市長室の案内と市長がどのような仕事をして
いるのかの説明がありました。

 船橋市からいただいた、市を紹
しょう

介
か い

する動画をみ
んなで見てみよう。

 三
さ ん

番
ば ん

瀬
ぜ

は、昔は、のりや魚
ぎ ょ

介
か い

類が豊富で漁も盛
さ か

んだったんだね。

 ふなばしアンデルセン公園は人気があり、全国
からも多くの人が訪れているよ。

 船橋市のよいところや課題について、出し合お
うよ。

 私たちは、牛乳パックのリサイクルの提案をし
ます。

 市役所やNPOなどの方々のお話もうかがって、
視
し

野
や

が広がりました。

 今回はスライドを作成して、市長に説明しよう
と思います。

 意見発表後の話し合いでは、市長、市民団体や
市の職員の方々と具体的な話ができました。

 市のさまざまなことを決定する「決
け っ

裁
さ い

」につい
て市長から説明がありました。

船橋市のよいところや課題を考える

私たちが市長になったら○○します！

まとめとこれまでに実現した政策の例

「こども未来会議室」への参加

　私たちは道路環
か ん

境
きょう

の改
か い

善
ぜ ん

について調べました。取材で、
第二次世界大戦の空

く う

襲
しゅう

でまちが焼けず、また、1970年頃の
人口急増で学校の建設にお金を使ったので、せまい道路が
残ったことがわかりました。まずは少しでも安全を確保でき
るように、歩道やガードレールの新設を行っているそうです。

市役所の職員に取材した生徒の話

　自分たちの意見を実現するためにどのように考えて提案
するべきかを学ぶことができて、とてもよい経験になりまし
た。地域を大切にするきっかけになりましたし、将来のまち
づくりに関心をもって船橋市でくらしていきたいと思います。

参加した生徒の感想

客観的な事実に基づいた意
見になっているかや、効率
と公正、個人の尊

そ ん

重
ちょう

や民主
主義といった見方・考え方
に着目して、提案を見直し
てみましょう。

5 市長への意見発表

6 他の学校の生徒との意見交換

7 学校で音声翻訳機を使用するようす

8 「なしフェスティバル」のようす

●中学校を今よりグローバルな場にします！
　日本語に不安を抱

か か

えている外国人の生徒が、学校生活で
の不安の解消、また、生徒同士のコミュニケーションツー
ルとして使用できるよう、市立の小学校、中学校及び特別
支
し

援
え ん

学校の全学校に多言語に対応した音声翻
ほ ん

訳
や く

機を導入
しました。
●「なしフェスティバル」を開催します！
　「船橋の梨

な し

をもっとＰＲしたい」との提案から、毎年実施
している梨のコンテストに、さまざまなイベントを加えて開
催しました。
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万博からみる社会の課題
公民公民
++αα

私たちの社会は、少子高
こ う

齢
れ い

化、情報化、グ
ローバル化といった特色をもちつつ、日々変

化し、新たな課題が生まれています。また、世界には、地球環
か ん

境
きょう

問
題、人口増加と高齢化、地

ち

域
い き

による貧
ひ ん

富
ぷ

の格差、男女間の格差、感
か ん

染
せ ん

症
しょう

の世界的な流行、紛
ふ ん

争
そ う

、巨
き ょ

大
だ い

災害などの課題があります。私た
ちが大人になっても、このような変化は続き、これらの課題に取り
組まなければなりません。こうした課題を解決するためには、私た
ち現在の世代の幸福をみたしながらも、私たちの子孫である将

しょう

来
ら い

の
世代の幸福をみたすような持

じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な社
しゃ

会
かい

をつくる必要があります。
歴史をふり返ると、工業化が進む以前の社会
では、ものの欠

け つ

乏
ぼ う

など、生きるために必要な
物資が不足し、つねにその問題の解決が求められていました。18世
紀に始まった産業革

か く

命
め い

以
い

降
こ う

は、資
し

源
げ ん

を効率よく使って同じ製品を決
まった工程で大量に生産できるようになりました。生産の増加にと
もない、もの不足が解消され、20世紀には、人間の生活する環境は

10

巻頭 1-2、P.191、216

1

現代社会のさまざまな課題を、持続可能性
という観点から考えてみましょう。

見方・考え方見方・考え方

持続可能な社会と私たち4
学習課題学習課題

持続可能な社会
とは

大量生産の社会と
豊かになった社会

劇
げ き

的
て き

に改
か い

善
ぜ ん

され、寿
じ ゅ

命
みょう

も大きくのびました。一方で、工業化は大
たい

量
りょう

消
しょう

費
ひ

社
しゃ

会
かい

を生み出しました。その結果、食品ロスの問題や、ごみや
廃
は い

棄
き

物を生み出す社会をまねき、地球環境問題につながっています。
豊かな社会をめざして、発

は っ

展
て ん

途
と

上
じょう

国
こ く

をはじめ
世界の国々は現在も、工業化による発展を続

けています。しかし、工業社会の考え方だけにたよらない社会のあ
り方を考えたときに、持続可能な社会をどのように実現するのかと
いうことが、21世紀の課題です。国際連合は、国際社会で共通に取
り組むべき持

じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な開
かい

発
はつ

目
もく

標
ひょう

（SDGs）を定めています。
　すでに見てきた、日本における持続可能な社会をつくるための課
題には、出産や育児があっても男女が働きやすい法

ほ う

律
り つ

やしくみをつ
くること、医

い

療
りょう

や介
か い

護
ご

にかかるお金が増えていくという問題の解決、
情報通信技術（ICT）を活用してよりよい社会をきずくこと、多様な
文化をもつ人たちとの共存などがあります。これまでも、私たち人
間は、社会の変化や自然環境の変化によって問題が起こっても、そ
れを解決する方法を考え、よりよい社会のしくみをつくってきまし
た。持続可能な社会を実現するために、私たち一人一人が社会の一
員であることを自覚して、社

しゃ

会
かい

参
さん

画
かく

をすることが大切です。

5

9

9

P.199

1～ 4 11

持続可能な社会を
つくるために

持続可能性

5 電気製品の普
ふ

及
きゅう

率の推
す い

移
い

（「消費動向調査」内
ない

閣
か く

府）

持続可能な社会を実現するために、私たちはどのような視
し

点
て ん

をもつことが大切でしょうか。

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?

1 ウクライナへの募
ぼ

金
き ん

活動
をする中学生（2022年、大

お お

阪
さ か

府箕
み の

面
お

市）
2 東日本大震

し ん

災
さ い

遺
い

構
こ う

・伝
で ん

承
しょう

館でガイドをする中学生
（2019年、宮

み や

城
ぎ

県気
け

仙
せ ん

沼
ぬ ま

市） 6 1970年の大阪万博　「人類の進歩と
調和」をテーマに、人々の所得が増え、
生活が豊かになる高度経

け い

済
ざ い

成長期に開
かい

催
さ い

されました。

7 2005年の愛・地球博　「自然の叡
え い

智
ち

」をテーマに、地球環境問題の解決な
ど、世界の国が協力して、未来の社会
の創

そ う

造
ぞ う

に向けて開催されました。

8 2025年の大阪・関西万博（予定）　「いのち輝
かがや

く未来社会のデザイン」をテーマに、人々の健康
と持続可能な社会をつくるという人類共通の課題
解決に取り組みます。

10 主な国の1人あたり国民総所得（GNI）と平
均寿

じ ゅ

命
みょう

（「世界国勢図会」2022年）

11 社会のために貢
こ う

献
け ん

したい内容
（「社会意識に関する世

よ

論
ろ ん

調査」2022年）

3 カフェで働く分身ロボット
（2022年、東

と う

京
きょう

都中
ちゅう

央
お う

区）　
障
しょう

害
が い

のある人などが遠
え ん

隔
か く

で操
そ う

作
さ

して働きます。
4 再開された朝

ちょう

鮮
せ ん

通信使の
再現行列（2021年、岡

おか

山
やま

県瀬
せ

戸
と

内
うち

市）新型コロナウイルス感
染症の影

えい

響
きょう

で中断していまし
たが、2年ぶりに再開されました。

それぞれど
のような社
会参画の取
り組みだろ
うか。

 20世紀初め、アメリカのフォード社の自
動車製造工場は世界で初めて、流れ作業によ
る自動車の大量生産を実現しました。

1
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現代にいたるまでに、社会ではどのような変化が起こったでしょうか。また、その変化によってどのよう
な影

え い

響
きょう

が生じているでしょうか。それらをふまえ現代社会の特色を考えましょう。
第１節の問いに答えよう?

モザンビーク
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万ドル

0 50 60 8070 90歳

（2019年）

さい

かんこく

0 10 20 30 40%
自分の職業を
通して

（複数回答）
（2021年）

社会福祉に
関する活動

ふくし

自然・環境保護
に関する活動

かんきょう

自主防災活動や
災害援助活動

えんじょ

41.3%

38.2

31.4

27.0

持続可能な社会はどのような社
会か本文からぬき出しましょう。

なぜ持続可能な社会の実現に社会
参画が大切かを説明しましょう。

確認確認

表現表現

二次元
コード

1

3 4

2

　ものの欠乏など、生き
るために必要な物資が
不足していました。

　産業革命以降、大量に商品を生産する工業社会に
なり、もの不足は解消されましたが、地球環境やエ
ネルギー問題が認

にん

識
しき

され始めました。

　世界の多様な地域の人々や、未来に生きる人々が、
豊かで幸せにくらせるよう、持続可能な社会をつく
ることが求められています。

20世紀　工業社会が世界に広がる
（大量生産・大量消費・大量廃

はい

棄
き

の社会）
21世紀　持続可能な社会をめざす

19世紀まで
工業化が進む以前の社会

9 社会の変化

動画

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。
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万博からみる社会の課題
公民公民
++αα

私たちの社会は、少子高
こ う

齢
れ い

化、情報化、グ
ローバル化といった特色をもちつつ、日々変

化し、新たな課題が生まれています。また、世界には、地球環
か ん

境
きょう

問
題、人口増加と高齢化、地

ち

域
い き

による貧
ひ ん

富
ぷ

の格差、男女間の格差、感
か ん

染
せ ん

症
しょう

の世界的な流行、紛
ふ ん

争
そ う

、巨
き ょ

大
だ い

災害などの課題があります。私た
ちが大人になっても、このような変化は続き、これらの課題に取り
組まなければなりません。こうした課題を解決するためには、私た
ち現在の世代の幸福をみたしながらも、私たちの子孫である将

しょう

来
ら い

の
世代の幸福をみたすような持

じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な社
しゃ

会
かい

をつくる必要があります。
歴史をふり返ると、工業化が進む以前の社会
では、ものの欠

け つ

乏
ぼ う

など、生きるために必要な
物資が不足し、つねにその問題の解決が求められていました。18世
紀に始まった産業革

か く

命
め い

以
い

降
こ う

は、資
し

源
げ ん

を効率よく使って同じ製品を決
まった工程で大量に生産できるようになりました。生産の増加にと
もない、もの不足が解消され、20世紀には、人間の生活する環境は

10

巻頭 1-2、P.191、216

1

現代社会のさまざまな課題を、持続可能性
という観点から考えてみましょう。

見方・考え方見方・考え方

持続可能な社会と私たち4
学習課題学習課題

持続可能な社会
とは

大量生産の社会と
豊かになった社会

劇
げ き

的
て き

に改
か い

善
ぜ ん

され、寿
じ ゅ

命
みょう

も大きくのびました。一方で、工業化は大
たい

量
りょう

消
しょう

費
ひ

社
しゃ

会
かい

を生み出しました。その結果、食品ロスの問題や、ごみや
廃
は い

棄
き

物を生み出す社会をまねき、地球環境問題につながっています。
豊かな社会をめざして、発

は っ

展
て ん

途
と

上
じょう

国
こ く

をはじめ
世界の国々は現在も、工業化による発展を続

けています。しかし、工業社会の考え方だけにたよらない社会のあ
り方を考えたときに、持続可能な社会をどのように実現するのかと
いうことが、21世紀の課題です。国際連合は、国際社会で共通に取
り組むべき持

じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な開
かい

発
はつ

目
もく

標
ひょう

（SDGs）を定めています。
　すでに見てきた、日本における持続可能な社会をつくるための課
題には、出産や育児があっても男女が働きやすい法

ほ う

律
り つ

やしくみをつ
くること、医

い

療
りょう

や介
か い

護
ご

にかかるお金が増えていくという問題の解決、
情報通信技術（ICT）を活用してよりよい社会をきずくこと、多様な
文化をもつ人たちとの共存などがあります。これまでも、私たち人
間は、社会の変化や自然環境の変化によって問題が起こっても、そ
れを解決する方法を考え、よりよい社会のしくみをつくってきまし
た。持続可能な社会を実現するために、私たち一人一人が社会の一
員であることを自覚して、社

しゃ

会
かい

参
さん

画
かく

をすることが大切です。

5

9

9

P.199

1～ 4 11

持続可能な社会を
つくるために

持続可能性

5 電気製品の普
ふ

及
きゅう

率の推
す い

移
い

（「消費動向調査」内
ない

閣
か く

府）

持続可能な社会を実現するために、私たちはどのような視
し

点
て ん

をもつことが大切でしょうか。

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?

1 ウクライナへの募
ぼ

金
き ん

活動
をする中学生（2022年、大

お お

阪
さ か

府箕
み の

面
お

市）
2 東日本大震

し ん

災
さ い

遺
い

構
こ う

・伝
で ん

承
しょう

館でガイドをする中学生
（2019年、宮

み や

城
ぎ

県気
け

仙
せ ん

沼
ぬ ま

市） 6 1970年の大阪万博　「人類の進歩と
調和」をテーマに、人々の所得が増え、
生活が豊かになる高度経

け い

済
ざ い

成長期に開
かい

催
さ い

されました。

7 2005年の愛・地球博　「自然の叡
え い

智
ち

」をテーマに、地球環境問題の解決な
ど、世界の国が協力して、未来の社会
の創

そ う

造
ぞ う

に向けて開催されました。

8 2025年の大阪・関西万博（予定）　「いのち輝
かがや

く未来社会のデザイン」をテーマに、人々の健康
と持続可能な社会をつくるという人類共通の課題
解決に取り組みます。

10 主な国の1人あたり国民総所得（GNI）と平
均寿

じ ゅ

命
みょう

（「世界国勢図会」2022年）

11 社会のために貢
こ う

献
け ん

したい内容
（「社会意識に関する世

よ

論
ろ ん

調査」2022年）

3 カフェで働く分身ロボット
（2022年、東

と う

京
きょう

都中
ちゅう

央
お う

区）　
障
しょう

害
が い

のある人などが遠
え ん

隔
か く

で操
そ う

作
さ

して働きます。
4 再開された朝

ちょう

鮮
せ ん

通信使の
再現行列（2021年、岡

おか

山
やま

県瀬
せ

戸
と

内
うち

市）新型コロナウイルス感
染症の影

えい

響
きょう

で中断していまし
たが、2年ぶりに再開されました。

それぞれど
のような社
会参画の取
り組みだろ
うか。

 20世紀初め、アメリカのフォード社の自
動車製造工場は世界で初めて、流れ作業によ
る自動車の大量生産を実現しました。

1

白黒テレビ

0

20

1960年 70 80 90 10 222000

40

60

80

100
%

電子レンジ

パソコン

エアコン

薄型テレビ

冷
蔵
庫

カラーテレビ

洗
濯
機
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現代にいたるまでに、社会ではどのような変化が起こったでしょうか。また、その変化によってどのよう
な影

え い

響
きょう

が生じているでしょうか。それらをふまえ現代社会の特色を考えましょう。
第１節の問いに答えよう?

モザンビーク

ロシア

ブラジル
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日本
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（2019年）

さい

かんこく

0 10 20 30 40%
自分の職業を
通して

（複数回答）
（2021年）

社会福祉に
関する活動

ふくし

自然・環境保護
に関する活動

かんきょう

自主防災活動や
災害援助活動

えんじょ

41.3%

38.2

31.4

27.0

持続可能な社会はどのような社
会か本文からぬき出しましょう。

なぜ持続可能な社会の実現に社会
参画が大切かを説明しましょう。

確認確認

表現表現

二次元
コード

1

3 4

2

　ものの欠乏など、生き
るために必要な物資が
不足していました。

　産業革命以降、大量に商品を生産する工業社会に
なり、もの不足は解消されましたが、地球環境やエ
ネルギー問題が認

にん

識
しき

され始めました。

　世界の多様な地域の人々や、未来に生きる人々が、
豊かで幸せにくらせるよう、持続可能な社会をつく
ることが求められています。

20世紀　工業社会が世界に広がる
（大量生産・大量消費・大量廃

はい

棄
き

の社会）
21世紀　持続可能な社会をめざす

19世紀まで
工業化が進む以前の社会

9 社会の変化

動画
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