
政治参加の大切さを実感できる工夫
社会参画への意識を高める内容❷

特色

小学校⃝地理⃝歴史との関連 政治に参加する権利（小），選挙権（小・歴）
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学習
課題

私
わたし
たちは，どのような方法で政

せい
治
じ
に参加することができるのだろ

うか。私
わたし

たちと政
せい

治
じ

参加4
これまで，国や地方の政治と私たちの関わ
りについて学んできました。しかし近年，若

者の間で政治に対する無関心が広がっているといわれます。近年の
選挙では，若

わか

い世代の投票率
りつ

が他の世代より低い傾
けい

向
こう

が続いていま
す。若者の多くが投票を棄

き

権
けん

していると，政治家は投票する人の多
い年長の世代が抱

かか

える問題を優
ゆう

先
せん

して取り組むようになるかもしれ
ません。近年急速に進む少子高

こう

齢
れい

化によって，日本の人口に占
し

める
若者の割

わり

合
あい

は減
へ

り続けています。若者の意見を政治に反
はん

映
えい

していく
ためには，今まで以上に積極的な政

せい

治
じ

参加が求められています。そ
うしたなか，2015（平

へい

成
せい

27）年 6月に公
こう

職
しょく

選挙法が改正され，選
挙権

けん

年
ねん

齢
れい

が20歳
さい

以上から18歳以上に引き下げられました。
みなさんは，たった一人の意見では政治に影

えい

響
きょう

がないと思うかもしれません。日本の若者は
世界の若者と比

くら

べて，政治に対する関心が低いという調
ちょう

査
さ

もありま
す。しかし民主政治の下

もと

では，世
せ（よ）

論
ろん

の支
し

持
じ

がなければ政治を行うこ
とはできません。2009 年と12 年の衆

しゅう

議
ぎ

院
いん

議員選挙では，有
ゆう

権
けん

者
の選択によって，政

せい

権
けん

が交代しました。また，中学生の請
せい

願
がん

活動に

若
わか

者
もの

の政治離
ばな

れは
なぜ問題か

～5 7

↓p.7

12

↓p.54, 76

有
ゆう

権
けん

者の選
せん

択
たく

で
政治は変わる

4 ↓p.69

↓p.74

8 製
せい
作
さく
したベンチの設

せっ
置
ち
（2017年）2

8 少年議会の様子（2017 年） まちづくり企画のためのワークショップ，ベンチの製
せい
作
さく
・

設
せっ
置
ち
，フォトコンテストなどの政

せい
策
さく
を実
じつ
現
げん
しました。

1

少年議会（山形県遊
ゆ
佐
ざ
町）

山形県遊佐町では，若
わか
者
もの
の力によるま

ちづくりを目指し，2003 年度から少年
議会が開

かい
催
さい
されています。遊佐町在

ざい
住
じゅう
・

在学の中高生から「少年町長」1名と「少
年議員」10名が，町内の中高生による投
票で選ばれます。議員たちは定期的に議
会を開き，45万円の独

どく
自
じ
予算を持ち，

提
てい
言
げん
をまちの政

せい
策
さく
に反

はん
映
えい
させることがで

きます。

日 本

ド イ ツ

韓 国

アメリカ

イギリス

かん こく

関心がある 50.1％ 関心がない 42.6

わからない 7.3

4.2

4.8

5.1

1.4

61.5 34.3

59.4 35.8

55.8 39.1

69.0 29.6

8 さまざまな政
せい
治
じ
参加の方法3

8 若
わか
者
もの
の政
せい
治
じ
に対する関心度（2013年）

〈内閣府資料〉
4

資料活用 …少年議会は，若
わか
者
もの
の政

せい
治
じ
参加においてどのような意味があるのだ

ろうか。

制
せい
度
ど
あり 制度なし

間
かん
接
せつ
的・選挙（→p.75） ・圧

あつ
力
りょく
団
だん
体
たい
（→ p.74）

直
ちょく
接
せつ
的

・国民審
しん
査
さ
（→ p.60,88）

・憲
けん
法
ぽう
改正の国民投

票（→p.62）
・直接請

せい
求
きゅう
権
けん

（→ p.96）

・住民運動（→p.96）
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地方自治や民主政
せい
治
じ
を発

はっ
展
てん
させるために，私

わたし
たちがすべき政治参加について，今できることと，将

しょう

来
らい
すべきことに分けて構

こう
想
そう
してみよう。

第3節の問いを振り返ろう
p.93~100

民
主
政
治

2
章

5

10

15
若
わか
者
もの
の多くが投票を棄

き
権
けん
するとど

うなることが予想されるかを，本
文から書き出してみよう。

若
わか
者
もの
の政

せい
治
じ
参加が必要な理由を，

説明してみよう。

確認
しよう

説明
しよう

よって路上喫
きつ

煙
えん

禁
きん

止
し

条
じょう

例
れい

が制
せい

定
てい

された例や，市町村合
がっ

併
ぺい

の是
ぜ

非
ひ

を問
う住民投票に中学生も投票したという例もあります。私たちが積極
的に政治参加することによって，社会を変えていく力があることを
自覚しましょう。

民主主
しゅ

義
ぎ

においては，選挙の日に一票を投じ
ることはもちろん，これまで学んださまざまな

方法で，主
しゅ

権
けん

者としての意思を政治に反映できます。
中学生にとっては，今すぐ政治に参加し，取り組める場面は少な
いかもしれません。しかし，私たちの身の回りには，意見が対立す
る社会的な問題が多く存

そん

在
ざい

しています。私たちは個
こ

人
じん

の尊
そん

重
ちょう

や法の
支
し

配
はい

といった考え方を大切にしながら，こうした対立を調整して合
意を作り，問題を解

かい

決
けつ

していくことが求められています。これから
の将

しょう

来
らい

を見
み

据
す

え，よりよい社会をつくり出していくためにも，私た
ち一人一人が積極的に社会づくりに参

さん

画
かく

していくことが大切です。
日本の政治の未来は，私たち自身の意思決定によって決まります。
よりよい社会を実

じつ

現
げん

していくための政治の在
あ

り方やしくみ，また私
たち自身がどのように政治に参加していくべきなのかについて，学
習してきたことを基

もと

にしながら，自分なりに考えてみましょう。

8

私たちが決める
これからの政治

↓p.30

3 ↓p.38, 61

↓p.18 ↓p.41

↓p.32

8 投票に行かなかった理由（2017年）〈明るい選挙推進協会資料〉6

8 衆
しゅう
議
ぎ
院
いん
議員選挙の年代別投票率

りつ
〈明るい選挙推進協会資料〉5

87有
ゆう
権
けん
者および実

じっ
際
さい
に投票した人の年代別割

わり
合
あい
（2017 年）〈総務

省資料〉 資料活用 割
わり
合
あい
が異
こと
なるのはなぜだろうか。

88中学生も投票した住民投票（2003 年） 長
野県平

ひら
谷
や
村では，他市町村との合

がっ
併
ぺい
を巡
めぐ
って，

全国で初めて中学生以上の村民を対
たい
象
しょう
とした住

民投票が行われました。
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3636
3838

4747

3636

4646

4949

3838

3333 3434

4040

60歳代
さい

40歳代

全体

10歳代20歳代

選挙にあまり関心がなかったから

適当な候補者も政党もなかったから

仕事があったから
政党の政策や候補者の人物像など，
違いがよく分からなかったから
選挙によって政治はよくならないと思ったから

％300 10 20

20.4

12.4

20.2

18.9

12.9

てき とう こう ほ せい とう

せい じ

せい さく ぞうせい とう

ちが

（複数回答）

0 20 40 60 80 100

実際に投票した人

％1000 20 40 60 80

有 権 者 60歳以上
42.0

40～50歳代
31.1

20～30歳代
24.3

17.2

1.9
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18～19歳
2.6％

さい
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政治単元の最後の見開きでは，政治参加の大切さについて本文で解説することで，
社会参画の大切さを考えられるようにしています。

p.99-100 

ポイント
中学生も参加する「少年議
会」の事例を紹介し，政治
参加への関心を高められ
るようにしています。

ポイント
グラフから若者の投票率低下を読
み取ることで，若者の政治的無関
心が現実の政治に与える影響につ
いて考えることを促せます。

原寸大

ポイント
社会参画や政治参加に
ついて，自分なりに考え
ることの大切さを語り
かけています。

ポイント
若者が投票を棄権すれば
若者の声が政治に反映さ
れにくくなることから，
若者の政治参加が大切な
ことを解説しています。

特
色 

❷
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アクティブ

公民
自分が住むまちのまちづくりを考えよう
～よりよいまちづくりを，効

こう
率
りつ
，公正から考える～

　第 3節では，地方自治の役
やく
割
わり
や地方公共団

だん
体
たい
の仕事や財

ざい
政
せい
を学習し

てきました。ここでは，自分が住むまちをよりよくするために，どのよ
うなまちづくりが必要かを考えてみよう。

学習
課題

 関連ページ  
対立，合意→ p.18
効
こう

率
りつ

，公正→ p.19 ～ 20
地方公共団

だん

体
たい

の仕事→ p.93 ～ 96
地方公共団体の財

ざい

政
せい

→ p.97 ～ 98

　「自分が住むまちをよりよくするために，どのようなまちづくりが必要か」という課題について，KJ 法を使って考
えてみよう。

よりよいまちにする方法をカードで整理しよう1

1．思いつくまま自由に話し合おう
　自分が住むまちの課題について考え，まちをよ
りよくする方法を自由に話し合ってみよう。話し
合いでは，他人の意見を批

ひ

判
はん

したり否
ひ

定
てい

したりし
てはいけません。一人一人が，思い浮

う

かんだこと
を自由に発言できる雰

ふん

囲
い

気
き

を作ろう。

2．意見をカードに書こう
　これまで出た意見を思い起こして，名

めい

刺
し

ぐらい
の大きさのカードや付せんに，１項

こう

目
もく

ずつ書こう。

3．同じ内容のカードをまとめて，タイトルを付
けよう
　同じ内容や関連のあるカードごとにまとめ，そ
の内容をひとまとめに表現するタイトルカードを
作ろう。

4．内容を考
こう

慮
りょ

して模
も

造
ぞう

紙
し

に貼
は

ろう
　グループになったカードを，内容の関係性

せい

を考
えて，模造紙に貼ろう。

5．グループごとの関係性
せい

が一目で分かる表現に
しよう
　模造紙上のカードをグループごとに〈関連〉〈対
立〉〈原

げん

因
いん

と結果〉など，関係性が一目で分かるよ
うに，表現を工

く

夫
ふう

して配置しよう。それによって，
テーマの全体構

こう

造
ぞう

が浮かび上がってくるようにす
ることがポイントです。

やってみよう 1

保育所をつくる 豊かな森林を守る

橋や道路などの
耐震化

広い自動
車道路

をつくる
保育所をつくる

高齢者福祉施設を
建設する

対立

せい

そう

野鳥が住める湿地を保全する
ボランティアで
定期的に川の清
掃活動を行う

バスの段差
を

少なくする

対立

関連

関連

まちをよりよくするために

関連

豊かな森
林を守るショッピ

ングセン

ターをつ
くる

ショッピングセンターをつくる

交通 福祉

産業 環境・自然

橋や道路などの
耐震化

ＩＴ企業をまち
に誘致する

高齢者福祉施設を
建設する

地
じ
震
しん
に強いまちにす

るために，橋や道路
などの耐

たい
震
しん
化を優

ゆう
先
せん

してほしいな。

高
こう
齢
れい
者が安心して暮

く

らせるための，高齢
者福

ふく
祉
し
施
し
設
せつ
を充

じゅう
実
じつ
し

てほしいな。

課題を考える際
さい
には，

自分の経
けい
験
けん
だけでな

く，身近な大人にも
聞いてみましょう。

8　 KJ 法でまとめた例1
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それぞれの単元で社会参画を追究
社会参画への意識を高める内容❷

特色

民
主
政
治

2
章

5

10

15

ればなりません。これら自主財源以外の財源を依
い

存
そん

財源とよびます。
地方財政が健全な運営を続けていくため
には，歳入と歳出とのバランスをとること

が必要です。また，収
しゅう

支
し

のバランスが大きく崩
くず

れ，借金を返しきれ
ずに財政が破

は

綻
たん

した地方公共団体は，国の監
かん

督
とく

の下
もと

で，財政の立て
直しを図

はか

らなければならなくなります。
自立した地方財政を実

じつ

現
げん

するために，財源を国から地方へ移
うつ

し，
歳入を安定させる税

ぜい

源
げん

移
い

譲
じょう

などの財政改
かい

革
かく

が進められてきました。
さらに地方公共団体は，限られた財源の中で，無

む

駄
だ

を省く努力をし
ながら効

こう

率
りつ

的で持続可能な行
ぎょう

政
せい

を目指しています。私
わたし

たちは，納
おさ

め
た税金がどのように使われるかを監

かん

視
し

することが大切です。行政の
監視のためにオンブズマンが活動している地

ち

域
いき

もあります。
近年，少子高齢化や大都市への人口流出などに
よって，税

ぜい

収
しゅう

が落ち込
こ

み，活力が失われつつある
地方公共団体が増

ふ

えており，大きな課題となっています。
それぞれの地方公共団体は，将来にわたって持続可能なまちを目
指して，子育ての支

し

援
えん

や高齢者向けの福祉を充
じゅう

実
じつ

させたり，防
ぼう

災
さい

や
減
げん

災
さい

に取り組んだりすることによって，住民がいきいきと安心して
暮
く

らせるまちづくりを進めることが求められています。

持続可
か

能
のう

な地方財政
を目指して

2

解説

社会の変化と
地方自治

↓p.7

↓p.8

15

自主財
ざい
源
げん
と依

い
存
そん
財源に当たる項

こう
目
もく

を，本文から書き出してみよう。

持続可
か
能
のう
な地方財

ざい
政
せい
に必要な条

じょう
件
けん

を説明してみよう。

確認
しよう

説明
しよう

85「ゆるキャラ」で地
ち
域
いき
を活

かっ
性
せい
化 地域の歴

れき

史
し
や特産品などを元にしたキャラクターで，地
域の知名度をおし上げて活性化につなげている
地方公共団

だん
体
たい
もあります。

解 説 オンブズマン
住民からの要求を受けて，税

ぜい
金
きん
の使い方や行

ぎょう

政
せい
の不正などを調

ちょう
査
さ
・監
かん
視
し
し，地方公共団

だん
体
たい
に

改
かい
善
ぜん
を勧
かん
告
こく
する人のことです。スウェーデン語

の「代理人」を語
ご
源
げん
としています。日本で最初

の公的なオンブズマン制
せい
度
ど
は，1990 年に神奈

川県川
かわ
崎
さき
市において作られました。近年は，オ

ンブズパーソンとよばれることもあります。

83地方公共団
だん
体
たい
の歳
さい
出
しゅつ
（左）と歳

さい
入
にゅう
（右）〈地方財政白書 平成 30年版〉

84地方公共団
だん
体
たい
の借金〈地方財政白書 平成

30年版，ほか〉
資料活用 地方公共団

だん
体
たい
の借金にはどのような

傾
けい
向
こう
があるのだろうか。

2 2007 年には国によって自治体財
ざい

政
せい

健全化
法が制

せい

定
てい

され，財政状
じょう

態
たい

の悪い地方公共団
だん

体
たい

の
立て直しも進められています。

歳出 歳入

総額
98兆1415億円
（2016年度）

そうがく
総額

101兆4598億円
（2016年度）

ひ

こうさい

そう む

えいせい

民生費
26.8％

教育費
17.1

公債費
12.8

土木費
12.2

総務費
9.1

衛生費
6.4

その他
15.6

決
が

ま
っ
て
い
る
財
源

い
方

使

一

般

財

源

ざ
い

ぜ
い

ぱ
ん

い
っ

げ
ん

自

主

財

源
財

源

依

そ
ん

い

存 38.8
％

地方交付税
17.0

国庫
支出金
15.5

地方債
10.2

その他
16.1

地方譲与税 2.3地方特例交付金 0.1 じょう よ

し しゅつ

さい

地
方

税

〈歳出の内容〉
民 生 費…児童，高

こう
齢
れい
者，障

しょう
がい者の福

ふく
祉
し
施
し
設
せつ
を整備・運

うん
営
えい
する費用など。

教 育 費…学校教育や，図書館・博物館などに使われる費用。
公 債 費…地方債を返

へん
済
さい
するための費用。

土 木 費…道路，河
か
川
せん
，住宅，公園などの公共施設を建設・整備する費用。

総 務 費…地方公共団
だん
体
たい
職
しょく
員
いん
の給

きゅう
与
よ
などの費用。

衛 生 費…医
い
療
りょう
，ごみの収

しゅう
集
しゅう
・処

しょ
理
り
などの費用。

〈歳入の内容〉
地方交付税
…地方交付税交付
金を地方公共団体
側からみた呼

よ
び名。

使い方は限
げん
定
てい
され

ていない。

0

30

60

90

120

150

0

10

20

30

40

50

地
方
債
現
在
高

ち
ほ
う
さ
い
げ
ん
ざ
い

地
方
債
現
在
高
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
占
め
る
割
合

し

わ
り
あ
い

1985 90 95 2000 05 10 15 16年度

90

60

30

0

120

150
兆円 ％

50

40

30

20

10

0

144.9

26.926.9
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現
代
社
会
を
と
ら
え
る
枠
組
み

2
章

5

10

15

20

25

30

対立が起こる理由を，本文から書
き出してみよう。

対立を解
かい
消
しょう
するためにはどうすれ

ばよいか，「合意」という言葉を
用いて説明してみよう。

確認
しよう

説明
しよう

私たちは，かけがえのない一人の人間です
が，一人では生きていけません。家族や地

ち

域
いき

社会，国，世界などさまざまな社会集
しゅう

団
だん

の中で人々とつながり，助
け合い，互

たが

いを尊
そん

重
ちょう

しながら共に生きています。このようなことか
ら，人間は社会的存

そん

在
ざい

といわれています。
私たちにとって家族とは，最も基

き

礎
そ

的な社会
集団です。私たちは家族との「団

だん

らん」のなか
で「休息や安らぎ」を得

え

て，明
あ

日
す

への活動の精
せい

神
しん

的な力を養ってい
ます。また，言葉や社会習

しゅう

慣
かん

，社会のルールを学び，愛
あい

情
じょう

や道徳な
ど人間の在

あ

り方を身につけます。家事，育児，家族の看
かん

病
びょう

や介
かい

護
ご

と
いったものも，互いの存在を大切なものとして支

ささ

え合うという大切
な家族の役

やく

割
わり

です。こうして，家族という集団は，個
こ

人
じん

が社会の一
員として成長していくために大きな役割を果たしています。
また，私たちは，住民どうしが協力し合いながら生活する地

ち

域
いき

社

会の中でも暮
く

らしています。地域社会を支える自治会や消
しょう

防
ぼう

団
だん

，子
ども会などの組

そ

織
しき

は地域住民によって運
うん

営
えい

され，防
ぼう

災
さい

など私たちの
社会生活をよりよいものにするための重要な活動を行っています。

社会的存在としての私たちは，直
ちょく

接
せつ

あるいは間
かん

接
せつ

的
に，ほかの人々と関わり合いながら，共に暮らしてい

ます。あなたが住む地域でも，職
しょく

業
ぎょう

，生活スタイルや年
ねん

齢
れい

，家族構
こう

成
せい

も異
こと

なる多様な人々が生活をしています。人はそれぞれの考え方
や利害を持っているので，意見の違

ちが

いから人々の間に問題や争いと
いった「対立」が起きてしまいます。
しかし，問題を残して対立したままでは，共に生活していくこと
が難

むずか

しくなり，私たちの社会はうまくいかなくなってしまいます。
左ページの地域の人々も，意見の違いから起こる対立を解

かい

消
しょう

し，互
いがよりよい生活を送れるようにするためには，互いの言いたい点
をよく理

り

解
かい

したうえで「折り合い」をつけなければなりません。私
たちは，話し合いや交

こう

渉
しょう

などを通じて決定を行い，「合意」を作り
出すことで問題を解

かい

決
けつ

し，社会を動かしていくことが必要です。

社会的存在として
の私たち

4

私たちと家族・
地域社会

5，↓p.7

3

対立から
合意へ

12

6

学習
課題

私
わたし
たちが生きていくうえで，意見が対立した場合，どのように解

かい

決
けつ
すればよいのだろうか。社会的存

そん

在
ざい

として
生きる私

わたし

たち1

ち いき

家族

世界
国

地域

学校

自分

親
の
世
話
を
す
る
場

子
ど
も
を
し
つ
け
る
場

子
ど
も
を
生
み
、
育
て
る
場

夫
婦
の
愛
情
を
育
む
場

親
子
が
共
に
成
長
す
る
場

家
族
の
き
ず
な
を
強
め
る
場

休
息
・
安
ら
ぎ
の
場

家
族
の
団
ら
ん
の
場

70
60
50
40
30
20
10
0

％

だ
ん

ふ
う

ふ

（複数回答）
64.9 64.4

54.3

39.3
29.2 28.4

16.4 14.7

部屋の掃
そう
除
じ
より

料理がしたいな。

じゃあ料理を
するよ。

私は料理より
掃除がしたい。

私は
掃除を。

①

③ ●④

②

84社会集団の例

85家族の役
やく
割
わり
〈国民生活に関する世論調査

平成 30年〉

86家事分
ぶん
担
たん
での「win-win の関係」の例

利害が対立する両者が共に利
り
益
えき
を得

え
ることを

「win（勝つ）-win（勝つ）の関係」といいます。
どちらか一方だけでなく両者が利益を得ること
で，良好な関係を築

きず
くことが期待できます。

18
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▶家族や地域社会の役割をしっかり解説す
ることで，人間は一人では生きていけな
い「社会的存在」であることを理解する
ことで、家族や地域社会を構成する一個
人としての社会参画への意識を育める
ようにしています。

▶社会の変化をふまえて，自分の住むまちをより
よくする方法を考えることで，住民としてまち
づくりへの参画意識を高められるようにして
います。

▶働くことの意義の解説や，障がいのある人も
得意分野を生かして働いている事例を通じ
て，自分の将来の職業生活を考えることで，
社会参画への意識を高められるようにして
います。

▶国連で採択された持続可能な開発目標（SDGs）と私
たちとの関わりを解説することで，「持続可能な社
会」の実現に向けた社会参画への意識を高められる
ようにしています。

5

10

15

私
わたし

たちは働くことでお金を稼
かせ

ぎ，自分や家族
の生活を支

ささ

えます。しかし，それだけが働くこ
との意義ではありません。例えば，バスを運転する人がいることで
私たちがバスを利用できるように，それぞれの職業で働く人が分業
することで，社会が成り立っています。社会とつながり，社会の支
え手になることは，私たちの生きがいや充

じゅう

実
じつ

感にもつながります。
企業にとって労働者は，生産を行ううえで欠か
せないものです。優

ゆう

秀
しゅう

な労働者の確
かく

保
ほ

は，企業が
売り上げや利

り

益
えき

を上げていくことにもつながります。企業にとって
は，労働者はできるだけ安い賃

ちん

金
ぎん

で長時間働いてもらえればよいか
もしれません。しかしそれでは，労働者の権利が守られません。
そこで日本国憲

けん

法
ぽう

では，労働基
き

本
ほん

権
けん

（労働三権）が保
ほ

障
しょう

されていま
す。労働基本権を具体的に保障する法

ほう

律
りつ

として，労働条
じょう

件
けん

（賃金・
労働時間など）の最低基

き

準
じゅん

が労働基
き

準
じゅん

法で定められています。労働
者が使用者（経

けい

営
えい

者）と労働条件を交
こう

渉
しょう

するために，労働組合を結成
する権利は，労働組合法で認

みと

められています。労働者と使用者の対
立を予

よ

防
ぼう

・解
かい

決
けつ

するために，労働関係調整法も定められています。

働くことの意義

↓p.109

企
き

業
ぎょう

と労働者

↓p.36 ↓p.52

，2 ↓p.230

3

↓p.230

資料活用 …あなたは将
しょう
来
らい
何を重

じゅう
視
し
して働きたいだろうか。

学習
課題

私
わたし
たちがよりよい生活を実

じつ
現
げん
するために，労働者の権

けん
利
り
は法

ほう
律
りつ
に

よってどのように保
ほ
障
しょう
されているのだろうか。働くことの意

い

義
ぎ

と
労働者の権

けん

利
り5

雇
用
者
数

こ
よ
う

組
合
組
織
率

労
働
組
合
員
数

1970 75 80 85 90 95 2000 05 10 15 17 年

千万人 ％
6

5

4

3

2

1

0

60

50

40

30

20

10

0

35.4％35.4％

17.1％17.1％

8 働く高
こう
齢
れい
者 今日では，一

いっ
般
ぱん
的に定年（仕事を退

たい
職
しょく
する年

ねん
齢
れい
）となる 60歳

さい
を過

す
ぎても，生きがいを持って働く高齢者が多くいます。1

83労働組合の組
そ
織
しき
率
りつ
〈労働統計要覧 平成

29年度，ほか〉

82労働基
き
準
じゅん
法の主な内

ない
容
よう

労働条
じょう
件
けん 労働条件の決定では，労働者と使用者は

対等（2条）

賃
ちん
金
ぎん 男女同一賃金の原則（4条）

労働時間
・休日

労働時間は週 40時間，1日 8時間以内
（32条）
毎週少なくとも 1日の休日（35条）

最低年
ねん
齢
れい 15 歳

さい
未満の児童を使用してはならない

（56条）

出産
・育児

産前 6週間（請
せい
求
きゅう
があった場合），産後

8週間は働かせてはならない（65条）
生後 1年間は 1日 2回各 30分以上の
育児時間を請求できる（67条）
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市
場
経
済

1
章

労働者の権
けん
利
り
を保

ほ
障
しょう
している三つ

の法
ほう
律
りつ
を，本文から書き出してみ

よう。

働くことの意
い
義
ぎ
について，「分業」

「社会」という言葉を用いて説明
してみよう。

確認
しよう

説明
しよう

5

10

15

すべての人が生きがいを持って働けるよう，
働く意

い

欲
よく

のある人々には，性
せい

別
べつ

・年
ねん

齢
れい

・障
しょう

がい
の有無などを問わず，働く機会が広く提供されることが重要です。
しかし，日本では，女

じょ

性
せい

の労働力率が欧
おう

米
べい

諸
しょ

国
こく

に比
くら

べて低い水
すい

準
じゅん

にとどまってきました。そこで1986（昭和 61）年には男女雇
こ

用
よう

機会

均
きん

等
とう

法が施
し

行
こう

され，職場での男女平等が定められました。また高齢
者の雇用については，希望者全員が65歳まで働くことができる制

せい

度
ど

を整えることが法律で企業に義
ぎ

務
む

づけられています。そして障が
いのある人の雇用についても，一定の従

じゅう

業
ぎょう

員
いん

数以上の企業には，一
定の割

わり

合
あい

以上雇用することが法律で義務づけられています。
今日では，外国人労働者を積極的に雇用する企業も増

ふ

えています。
しかし，外国人であることだけで労働条件で不利な扱

あつか

いを受けるな
どの問題も起きています。近年では，人手不足が続く介

かい

護
ご

や建
けん

設
せつ

，
農業などの分野における外国人労働者の受け入れ拡

かく

大
だい

と，それに伴
ともな

う受け入れ体
たい

制
せい

の整備が進められています。

働く機会の提
てい

供
きょう

5

→p.46, 227

1

4

6
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〜
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35
〜
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40
〜
44
歳

45
〜
49
歳
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〜
54
歳

55
〜
59
歳

60
〜
64
歳

＊

さ
い

日本（2016年）

スウェーデン

ドイツ

アメリカ

日本（1985年）

（2016年）

＊アメリカのみ「16～19歳」

85女
じょ
性
せい
の労働力率

りつ
〈厚生労働省資料，ほか〉

資料活用 日本の数
すう
値
ち
の変化に着目しよう。

未来に向けて

障
しょう

がいがあっても働ける場を（神奈川県川
かわ

崎
さき

市）人権
学校で使うチョークなどを製

せい
造
ぞう
・販
はん
売
ばい
するＮ社は，従

じゅう
業
ぎょう
員
いん
の 7割

わり
以上が知

的障
しょう
がいのある人です。Ｎ社ではそれぞれの理

り
解
かい
力に合わせて，作業工

こう
程
てい
を

工
く
夫
ふう
・改
かい
善
ぜん
しています。例えば，チョークを入れるだけで品

ひん
質
しつ
検
けん
査
さ
が可

か
能
のう
な

器具を用いるなどして，社員の能
のう
力
りょく
を引き出す環

かん
境
きょう
づくりに努めています。

84Ｎ社の職場の様子 知的障
しょう
がいのある社員

が，生産ラインのほとんどを担
にな
っています。

パン屋を起業しよう⑤ ～人手不足にどう対
たい

応
おう

する？～
企
き
業
ぎょう
が大きくな

るなかで，パン
職
しょく
人
にん
が足りず，

新たに人材を募
ぼ
集
しゅう
することになり

ました。どうやって人材を募集す
るのがよいでしょうか。
あなたの選

せん
択
たく
とその理由は？

選
択
肢

A：求人サイトや新聞・情
じょう

報
ほう

誌
し

などで募集する
B：人材紹

しょう

介
かい

会社や人材派
は

遣
けん

会社を活用する
C：SNS を活用して欲

ほ

しい人材を直
ちょく

接
せつ

スカウト
する

D：その他

ヒ
ン
ト

Cの場合
長所：欲しい人材を確

かく

保
ほ

できる可
か

能
のう

性
せい

が高まる
短所：みずから人材を探

さが

す必要があり，人とな
りも保

ほ

障
しょう

されていない

知的障がいのある社員がいつも高いレベルで安定した仕事をしているの
で，1日平

へい
均
きん
12 万本ものチョークの生産が可

か
能
のう
になっています。人には，

得
とく
意
い
分野・不得意分野があります。仮

かり
にできないことがあったなら，できる

人が代わりにやればよいのです。一人一人にできることがあるということが
伝われば，障がい者雇用も広がっていくと思います。

障
しょう
がい者雇

こ
用
よう
を促
そく
進
しん
する経

けい
営
えい
者の声

万人
250

200

150

100

50

0
2000 05 10 1516年

カナダ

アメリカ

イギリス
日本

ドイツ

フランス

＊

＊90日以上在留予定の外国人

86先進国における移
い
住
じゅう
した外国人の推

すい
移
い

〈OECD資料〉

p.107-108「学習の前に」を振り返る▶外国人労働者（A-3，B-1），働く高齢者（B-3 など） 138
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小学校⃝地理⃝歴史との関連

5

10

15

持続可能な開発目標（SDGs）（地），非政府組織（NGO）（小）

資料活用 …あなたがSDGsの中で一番取り組みたい目標を，理由とともに挙げてみよう。

学習
課題

「誰
だれ
一人取り残さない」社会を実

じつ
現
げん
していくために，国

こく
際
さい
社会は

どのような取り組みをすべきなのだろうか。国
こく

際
さい

社会の
よりよい発

はっ

展
てん4

これまで学習してきたように，世界には
貧
ひん

困
こん

や紛
ふん

争
そう

，地球環
かん

境
きょう

問題など，さまざま
な課題があります。こうした諸

しょ

課題に取り組み，将
しょう

来
らい

の世代を含
ふく

む
すべての人々が質

しつ

の高い生活を維
い

持
じ

できるようにすることで，社会
の持続可能性

せい

を高めていくこと，つまり「持続可能な社会」の実
じつ

現
げん

が求められています。
そのために，2015 年に国連で，持続可

か

能
のう

な開発目標（SDGs）が採
さい

択
たく

されました。このSDGsでは，「誰
だれ

一人取り残さない」ことが理
り

念
ねん

に掲
かか

げられ，30年までに達成すべき17の目標が設
せっ

定
てい

されました。
中には，所

しょ

得
とく

格
かく

差
さ

の解
かい

消
しょう

，廃
はい

棄
き

物の削
さく

減
げん

，地球温
おん

暖
だん

化への対
たい

策
さく

など，
先進国自身が取り組むべき目標も含まれており，すべての国が取り
組む世界共通の目標となっています。
日本は国際協調の理念として，一人一人の生活を守る「人間の安

全保
ほ

障
しょう

」の推
すい

進
しん

を掲げています。SDGsにはこの「人間の安全保
障」の考え方も反

はん

映
えい

されています。
SDGsはその目標が多

た

岐
き

にわたることから，
国連などの国際機関や各国の政

せい

府
ふ

，非
ひ

政
せい

府
ふ

組
そ

持続可
か

能
のう

な開発目標
（SDGs）とは

↓p.189 ↓p.179 ↓p.191

↓p.203

解説 12，

解説

求められる
協調した取り組み

8 国連で採
さい
択
たく
された持続可

か
能
のう
な開発目標（SDGs）の 17の目標1

解 説 人間の安全保
ほ
障
しょう

国連開発計画（UNDP）が 1994 年の報
ほう
告
こく
書

で打ち出した概
がい
念
ねん
です。それまで軍事力により

国家の安全保障を維
い
持
じ
してきた方

ほう
針
しん
を，一人一

人の生活を守るという発想に転
てん
換
かん
し，貧

ひん
困
こん
，飢

き

餓
が
，病気，人

じん
権
けん
侵
しん
害
がい
，紛

ふん
争
そう
，環

かん
境
きょう
破
は
壊
かい
などの脅

きょう

威
い
から人々を守るという概念です。

解 説 持続可
か
能
のう
な開発目標（SDGs）

英語名はSustainable Development Goals
で，2015 年の国連サミットで採

さい
択
たく
された「持

続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に
記
き
載
さい
された，2016 年から 30年までの国

こく
際
さい
目

標です。持続可能な
社会を実

じつ
現
げん
するため

の17の目標と169
の具体目標から構

こう
成
せい

されています。

62持続可
か
能
のう
な開発

目標（SDGs）がライ
トアップされた国連
本部ビル（2015年）
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地
ち
球
きゅう
規
き
模
ぼ
の社会的課題を解

かい
決
けつ
していくために，どのような国

こく
際
さい
協調が求められているか，「持続可

か
能
のう

性
せい
」という言葉を用いて説明してみよう。

第2節の問いを振り返ろう
p.189~196

5

10

15

国
際
社
会

1
章

SDGs が採
さい
択
たく
された背

はい
景
けい
を，本文

から書き出してみよう。

SDGs を達成して「持続可
か
能
のう
な社

会」を実
じつ
現
げん
していくために，あな

たができることを，現
げん
在
ざい
と将

しょう
来
らい
に

分けて説明してみよう。

確認
しよう

説明
しよう

織
しき

（NGO），民間企
き

業
ぎょう

などさまざまな立場から協調して取り組むこ
とが重要です。NGOは，人々の暮

く

らしを支
ささ

えるために活動してお
り，政府の行う援

えん

助
じょ

よりもさらに深く人々と関わり，現
げん

地
ち

の生活に
根ざした協力を進めているところも多くあります。そのため，政府
も政府開発援

えん

助
じょ

（ODA）などの取り組みにおいて，NGOとの連
れん

携
けい

を強化しています。
また，民間企業の中にも，SDGsを経

けい

営
えい

方針の一つに据
す

え，目標
の実現に向けて取り組むところも出てきています。

この教科書の第 2部では，男女の平等や教
育を受ける権

けん

利
り

などについて学習してきました。
第 3部では，労働者の権利や技

ぎ

術
じゅつ

革
かく

新
しん

（イノベーション）の推進な
どについて学習してきました。これらもSDGsに含まれています。
SDGsの達成には，私たち自身の取り組みも重要です。よりよい

国際社会を実現するためには，まず世界の諸課題の現
げん

状
じょう

や背
はい

景
けい

を知
り，関心を持ち続けることが大切です。中学生の今できることは限

かぎ

られていても，将来取り組めることもあるでしょう。SDGsを達成
して「持続可能な社会」を実現していくために，今できること，将
来してみたいことを，自分なりに考えてみましょう。

↓p.6, 178

↓p.179, 186, 190

SDGs と私
わたし

たち ↓p.46

，3 ↓p.52

↓p.137 ↓p.127

4

未来に向けて

8 みずからの寄
き
付
ふ
で開校した女

じょ
性
せい
のための学校の教室で，出

で
迎
むか
えを

受けるマララ・ユスフザイさん（レバノン，2015年）
3

8 携
けい
帯
たい
電話などの小

こ
型
がた
家電を回

かい
収
しゅう
する様子

（2019年） 携帯電話などの小型家電から，金
や銀などを取り出し，東京オリンピック・パラ
リンピックのメダルを製

せい
作
さく
する取り組みが行わ

れました。小型家電のリサイクルは，SDGsの
「12 つくる責

せき
任
にん
，つかう責任」にも貢

こう
献
けん
する

内
ない
容
よう
です。

4

パキスタンでは，女
じょ
性
せい
が教育を受けたり，社会進出した

りすることを否
ひ
定
てい
する人々の影

えい
響
きょう
により，女性の就

しゅう
学
がく
率
りつ
が

世界的にも低い状
じょう
況
きょう
にありました。こうしたなか，マララ・

ユスフザイさんは，女性が教育を受ける権
けん
利
り
を求めました。

しかし，2012 年，15歳
さい
のときに頭を銃

じゅう
で撃

う
たれて大

けがを負いました。その後マララさんは けが から回
かい
復
ふく
し，

国連総
そう
会
かい
（→ p.178）ですべての子どもが教育を受ける権利

を得
え
られるよう演

えん
説
ぜつ
を行いました。この演説は大きな反

はん
響
きょう

をよび，マララさんは 14年にノーベル平和賞
しょう
を受賞しま

した。その後 15年にはみずからの寄
き
付
ふ
でレバノンにある

シリア難
なん
民
みん
キャンプに学校を造

つく
り，18年には故

こ
郷
きょう
パキス

タンにも造りました。

マララさんが訴
うった

える子どもたちの
「教育を受ける権

けん

利
り

」

人権

すべての子どもたちに「教育を受ける権
けん
利
り
」を保

ほ
障
しょう
し

てください。1人の子ども，1人の教
きょう
師
し
，1 冊

さつ
の本，1

本のペンでも世界は変えられます。無学，貧
ひん
困
こん
，テロリ

ズムと戦いましょう。教育こそがただ一つの解
かい
決
けつ
策
さく
です。

マララさんの訴
うった
え
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現
代
社
会
を
と
ら
え
る
枠
組
み

2
章

5

10

15

20

25

30

対立が起こる理由を，本文から書
き出してみよう。

対立を解
かい
消
しょう
するためにはどうすれ

ばよいか，「合意」という言葉を
用いて説明してみよう。

確認
しよう

説明
しよう

私たちは，かけがえのない一人の人間です
が，一人では生きていけません。家族や地

ち

域
いき

社会，国，世界などさまざまな社会集
しゅう

団
だん

の中で人々とつながり，助
け合い，互

たが

いを尊
そん

重
ちょう

しながら共に生きています。このようなことか
ら，人間は社会的存

そん

在
ざい

といわれています。
私たちにとって家族とは，最も基

き

礎
そ

的な社会
集団です。私たちは家族との「団

だん

らん」のなか
で「休息や安らぎ」を得

え

て，明
あ

日
す

への活動の精
せい

神
しん

的な力を養ってい
ます。また，言葉や社会習

しゅう

慣
かん

，社会のルールを学び，愛
あい

情
じょう

や道徳な
ど人間の在

あ

り方を身につけます。家事，育児，家族の看
かん

病
びょう

や介
かい

護
ご

と
いったものも，互いの存在を大切なものとして支

ささ

え合うという大切
な家族の役

やく

割
わり

です。こうして，家族という集団は，個
こ

人
じん

が社会の一
員として成長していくために大きな役割を果たしています。
また，私たちは，住民どうしが協力し合いながら生活する地

ち

域
いき

社

会の中でも暮
く

らしています。地域社会を支える自治会や消
しょう

防
ぼう

団
だん

，子
ども会などの組

そ

織
しき

は地域住民によって運
うん

営
えい

され，防
ぼう

災
さい

など私たちの
社会生活をよりよいものにするための重要な活動を行っています。

社会的存在としての私たちは，直
ちょく

接
せつ

あるいは間
かん

接
せつ

的
に，ほかの人々と関わり合いながら，共に暮らしてい

ます。あなたが住む地域でも，職
しょく

業
ぎょう

，生活スタイルや年
ねん

齢
れい

，家族構
こう

成
せい

も異
こと

なる多様な人々が生活をしています。人はそれぞれの考え方
や利害を持っているので，意見の違

ちが

いから人々の間に問題や争いと
いった「対立」が起きてしまいます。
しかし，問題を残して対立したままでは，共に生活していくこと
が難

むずか

しくなり，私たちの社会はうまくいかなくなってしまいます。
左ページの地域の人々も，意見の違いから起こる対立を解

かい

消
しょう

し，互
いがよりよい生活を送れるようにするためには，互いの言いたい点
をよく理

り

解
かい

したうえで「折り合い」をつけなければなりません。私
たちは，話し合いや交

こう

渉
しょう

などを通じて決定を行い，「合意」を作り
出すことで問題を解

かい

決
けつ

し，社会を動かしていくことが必要です。

社会的存在として
の私たち

4

私たちと家族・
地域社会

5，↓p.7

3

対立から
合意へ

12

6

学習
課題

私
わたし
たちが生きていくうえで，意見が対立した場合，どのように解

かい

決
けつ
すればよいのだろうか。社会的存

そん

在
ざい

として
生きる私

わたし

たち1

ち いき

家族

世界
国

地域

学校

自分

親
の
世
話
を
す
る
場

子
ど
も
を
し
つ
け
る
場

子
ど
も
を
生
み
、
育
て
る
場

夫
婦
の
愛
情
を
育
む
場

親
子
が
共
に
成
長
す
る
場

家
族
の
き
ず
な
を
強
め
る
場

休
息
・
安
ら
ぎ
の
場

家
族
の
団
ら
ん
の
場

70
60
50
40
30
20
10
0

％

だ
ん

ふ
う

ふ

（複数回答）
64.9 64.4

54.3

39.3
29.2 28.4

16.4 14.7

部屋の掃
そう
除
じ
より

料理がしたいな。

じゃあ料理を
するよ。

私は料理より
掃除がしたい。

私は
掃除を。

①

③ ●④

②

84社会集団の例

85家族の役
やく
割
わり
〈国民生活に関する世論調査

平成 30年〉

86家事分
ぶん
担
たん
での「win-win の関係」の例

利害が対立する両者が共に利
り
益
えき
を得

え
ることを

「win（勝つ）-win（勝つ）の関係」といいます。
どちらか一方だけでなく両者が利益を得ること
で，良好な関係を築

きず
くことが期待できます。
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第１部「現代社会」では

第２部「政治」では

第３部「経済」では

第４部「国際」では

1

2

3

4p.18 社会集団の例

p.98

p.18

p.137

p.196

p.195 国連で採択された
持続可能な開発目標（SDGs）
の17の目標

p.138

p.101 KJ法でまとめた例

特
色 

❷
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社会参画への意識を高める内容❷

特色

地
ち
球
きゅう
規
き
模
ぼ
の社会的課題を解

かい
決
けつ
していくために，どのような国

こく
際
さい
協調が求められているか，「持続可

か
能
のう

性
せい
」という言葉を用いて説明してみよう。

第2節の問いを振り返ろう
p.189~196
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SDGs が採
さい
択
たく
された背

はい
景
けい
を，本文

から書き出してみよう。

SDGs を達成して「持続可
か
能
のう
な社

会」を実
じつ
現
げん
していくために，あな

たができることを，現
げん
在
ざい
と将

しょう
来
らい
に

分けて説明してみよう。

確認
しよう

説明
しよう

織
しき

（NGO），民間企
き

業
ぎょう

などさまざまな立場から協調して取り組むこ
とが重要です。NGOは，人々の暮

く

らしを支
ささ

えるために活動してお
り，政府の行う援

えん

助
じょ

よりもさらに深く人々と関わり，現
げん

地
ち

の生活に
根ざした協力を進めているところも多くあります。そのため，政府
も政府開発援

えん

助
じょ

（ODA）などの取り組みにおいて，NGOとの連
れん

携
けい

を強化しています。
また，民間企業の中にも，SDGsを経

けい

営
えい

方針の一つに据
す

え，目標
の実現に向けて取り組むところも出てきています。

この教科書の第 2部では，男女の平等や教
育を受ける権

けん

利
り

などについて学習してきました。
第 3部では，労働者の権利や技

ぎ

術
じゅつ

革
かく

新
しん

（イノベーション）の推進な
どについて学習してきました。これらもSDGsに含まれています。
SDGsの達成には，私たち自身の取り組みも重要です。よりよい
国際社会を実現するためには，まず世界の諸課題の現

げん

状
じょう

や背
はい

景
けい

を知
り，関心を持ち続けることが大切です。中学生の今できることは限

かぎ

られていても，将来取り組めることもあるでしょう。SDGsを達成
して「持続可能な社会」を実現していくために，今できること，将
来してみたいことを，自分なりに考えてみましょう。

↓p.6, 178

↓p.179, 186, 190

SDGs と私
わたし

たち ↓p.46

，3 ↓p.52

↓p.137 ↓p.127

4

未来に向けて

8 みずからの寄
き
付
ふ
で開校した女

じょ
性
せい
のための学校の教室で，出

で
迎
むか
えを

受けるマララ・ユスフザイさん（レバノン，2015年）
3

8 携
けい
帯
たい
電話などの小

こ
型
がた
家電を回

かい
収
しゅう
する様子

（2019年） 携帯電話などの小型家電から，金
や銀などを取り出し，東京オリンピック・パラ
リンピックのメダルを製

せい
作
さく
する取り組みが行わ

れました。小型家電のリサイクルは，SDGsの
「12 つくる責

せき
任
にん
，つかう責任」にも貢

こう
献
けん
する

内
ない
容
よう
です。

4

パキスタンでは，女
じょ
性
せい
が教育を受けたり，社会進出した

りすることを否
ひ
定
てい
する人々の影

えい
響
きょう
により，女性の就

しゅう
学
がく
率
りつ
が

世界的にも低い状
じょう
況
きょう
にありました。こうしたなか，マララ・

ユスフザイさんは，女性が教育を受ける権
けん
利
り
を求めました。

しかし，2012 年，15歳
さい
のときに頭を銃

じゅう
で撃

う
たれて大

けがを負いました。その後マララさんは けが から回
かい
復
ふく
し，

国連総
そう
会
かい
（→ p.178）ですべての子どもが教育を受ける権利

を得
え
られるよう演

えん
説
ぜつ
を行いました。この演説は大きな反

はん
響
きょう

をよび，マララさんは 14年にノーベル平和賞
しょう
を受賞しま

した。その後 15年にはみずからの寄
き
付
ふ
でレバノンにある

シリア難
なん
民
みん
キャンプに学校を造

つく
り，18年には故

こ
郷
きょう
パキス

タンにも造りました。

マララさんが訴
うった

える子どもたちの
「教育を受ける権

けん

利
り

」

人権

すべての子どもたちに「教育を受ける権
けん
利
り
」を保

ほ
障
しょう
し

てください。1人の子ども，1人の教
きょう
師
し
，1 冊

さつ
の本，1

本のペンでも世界は変えられます。無学，貧
ひん
困
こん
，テロリ

ズムと戦いましょう。教育こそがただ一つの解
かい
決
けつ
策
さく
です。

マララさんの訴
うった
え
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よりよい
を目指して
よりよい社会 地球環

かん

境
きょう

問題，資
し

源
げん

・エネルギー問題の解
かい

決
けつ

に向けて
～「持続可

か
能
のう
な社会」の実

じつ
現
げん
に向けた地方公共団

だん
体
たい
の取り組み～

A　新たなエネルギー社会に向けた取り組み（福島県）

B　多
た

摩
ま

川流
りゅう

域
いき

での環
かん

境
きょう

への取り組み（東京都・神奈川県）

　福島県では，県全体で再
さい
生
せい
可
か
能
のう
エネルギーを推

すい
進
しん
し，エネルギー分野から復

ふっ
興
こう
を後

あと
押
お
しする「福島新エネ社会構

こう
想
そう
」を

掲
かか
げています。また，相

そう
馬
ま
市など県沿

えん
岸
がん
部の 5市町村や，会

あい
津
づ
若
わか
松
まつ
市では，情

じょう
報
ほう
通信技

ぎ
術
じゅつ
（ICT）を活用して，再生可能エ

ネルギーや水
すい
素
そ
エネルギーを地

ち
域
いき
で有

ゆう
効
こう
に活用する「スマートコミュニティ」の構

こう
築
ちく
にも取り組んでいます。

　東京都と神奈川県の境
さかい
を流れる多摩川は，漁業や物

ぶっ
資
し
の運

うん
搬
ぱん
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先輩たちの選択
ジャーナリスト

池
い け

上
が み

彰
あきら

さん

民主主
しゅ
義
ぎ
の実現

民主主義を広めるために
世の中の現

げ ん

状
じょう

を伝えたい
6　池

いけ
上
がみ
彰
あきら
さん　1950年，長野県出身1

　小学校 6年生のときに，地方で働く新聞記者についてのド
キュメントの本を小

こ
遣
づか
いで買って読んで，おもしろそうだなと。

こうやって，日本の各地を回りながら，そこで何が起きている
のかっていうことを伝える。そういう仕事ってとってもおもし
ろいなって思ったんです。

　民主主義の基
き
礎
そ
を支

ささ
えているのは，ジャーナリズムだという

ふうに思うんです。健全なジャーナリズムがあって，人々が，
今，何が起きてるのかってことを知り，政

せい
治
じ
がおかしいんだと

思えば，次の選挙でこれを変えさせようということを考えるこ
とができるわけですよね。健全なジャーナリズムがあってこそ
健全な民主主義が築

きず
かれるんだ，ジャーナリズムの仕事ってい

うのは，そういう民主主義を支える仕事のお手伝いができてい
ると思うことがやりがいです。

Q なぜジャーナリストという職
しょく
業
ぎょう
を選択したので

すか？

Q 民主社会におけるジャーナリストの役
やく
割
わり
や，や

りがいはどのようなものだと考えていますか？

　池
いけ
上
がみ
彰
あきら
さんはジャーナリストとして，国内だけではなく，

ときには危
き
険
けん
な紛
ふん
争
そう
地
ち
域
いき
でも取材を行い，現

げん
地
ち
のありのま

まの様子を私
わたし
たちに伝えています。そこには，人々が正し

い判
はん
断
だん
ができるようなさまざまな情

じょう
報
ほう
を発信し，民主主義

を少しでも広げ，確
かく
立
りつ
する一助になればとの思いがありま

す。そのような池上さんに，インタビューしました。

8　取材でバングラデシュの爆
ばく
発
はつ
現
げん
場
ば
に遭

そう
遇
ぐう
　紛

ふん
争
そう
地帯に行くこ

ともあり，その場合，自分の身を守るためにどうしたらよいか考
える苦労があるそうです。

2

　ただ民主的な選挙があれば
それで民主主義ってなるわけ
ではない。選挙は大事なんだ
けど，常

つね
に，人々があらゆる

情報をきちっと得
え
ることがで

きて，一人一人の人が自分の
頭で考えて，判断することが
できる。そういう人たちがい
てこそ民主主義っていうのは
成り立つのかな。

　事実を伝えるということです。その後
あと
，それを材料に，視

し
聴
ちょう

者に判断してもらうということです。当然のことながら，対象
者のことを考えて，分かりやすく解説をするわけです。

　何かネットでびっくりするような話があったら，ちょっと待
てよと。これが本当であれば，ほかのテレビや新聞も伝えるだ
ろう。でも，それが伝えないってことは，これが事実として怪

あや

しいんじゃないか。そういう観点で見ることがとても大事なん
だと思いますよ。
　あるいは，幅

はば
広
ひろ
い常

じょう
識
しき
を持つってことが大事なんですね。（幅

広い常識があれば，）こんなニュースはうそだってすぐ気が付く
ということです。

　今から，君たちが若
わか
い力で政治を動かすことができるんだっ

てことを示
しめ
せば，政治家たちも君たちのほうを振

ふ
り向いてくれ

る。そのための力を付けましょう。
　もう一つは，世の中のことに関心を持ち，政治について関心
を持つことで，自分はどう生きるべきかっていうことを考える。
そのきっかけにしてください。

Q 民主主義はどういうものと考えていますか？

Q 情報を伝える際
さい
に，どのような点に注意してい

ますか？

最近はインターネットによるフェイクニュース
の拡

かく
散
さん
なども問題になっています。だまされな

いようにするにはどうしたらよいですか？
Q

Q 18 歳
さい
で選挙権

けん
を持つ中学生にメッセージをお

願いします。

8　テレビ番組でニュースを解
かい
説
せつ

する池上さん
3
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「よりよい社会を目指して」

「未来に向けて」

A

B

p.196

p.197 稲 城 市
による多摩川清掃
活動

観点 タイトル 教科書
掲載ページ

グローバル化 外国人と共に生きる社会 p.6

少子高齢化
子どもと高齢者が共に過ごす p.8

「長寿と健康」による医療費の削減 p.166

人権

中学生が実践した民主主義 p.30
アイヌ語への思い p.48
肝炎患者を救うために p.68
障がいがあっても働ける場を p.138
水俣病患者としての認定を求めて p.162
マララさんが訴える子どもたちの
「教育を受ける権利」 p.196

情報化
政治の動きを伝えるために p.70
家計簿アプリでお金を「見える化」 p.132
ビッグデータを生かした経営戦略 p.136

「未来に向けて」掲載箇所一覧（12テーマ）

分野 タイトル 掲載している地域 教科書掲載ページ

巻頭 よりよい社会を目指して 熊本県益城町，沖縄県那覇市，神奈川県相模原市，宮城県岩沼市 巻頭1-2

政治 偏見や差別をなくすために 愛知県一宮市，東京都東村山市 p.49-50

経済 日本経済の発展に必要なこと 石川県小松市，大阪府東大阪市 p.153

国際 地球環境問題，資源・エネルギー問題の解決に向けて 福島県，東京都・神奈川県，神奈川県横浜市，沖縄県宮古島市 p.197-198

巻末 防災・減災を通じた社会参画 兵庫県神戸市 巻末2-3

「よりよい社会を目指して」掲載箇所一覧（５テーマ）

国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」
に関連が深いテーマには，タイトルに
　　マークを付けています。

▶人権保障や環境保全，防災など，
日本各地で行われている社会の
課題への取り組みを紹介し，生徒
が社会参画について具体的にイ
メージできるようにしています。

▶これからの社会が直面する課題を考える際の参
考になる，「グローバル化」「少子高齢化」「人権」
「情報化」に関する取り組みを紹介しています。

「先輩たちの選択」C

p.104 ジャーナリスト 池上彰さん

単元 職業 お名前
（敬称略） タイトル 教科書

掲載ページ

現代
社会 狂言師 野村萬斎 伝統を受け継ぎアップデー

トしていく p.13-14

政治
国会議員 （Ａ議員） 企業経営の経験を生かし日

本の政治を変えていきたい p.85-86

ジャーナ
リスト 池上彰 民主主義を広めるために世

の中の現状を伝えたい p.104

経済 酪農家 石田陽一 おいしい牛乳を作ってみん
なを喜ばせたい p.154

国際
国連職員 焼家直絵 「本物の国連職員」として飢

餓のない世界をつくりたい p.199

NGO
職員 宮原麻季 「誰も取り残さない」社会を

つくりたい p.200

「先輩たちの選択」掲載箇所一覧（６テーマ）

6　野
の
村
むら
萬
まん
斎
さい
さん　1966年，東京都出身1

　野
の
村
むら
萬
まん
斎
さい
さんは代々続く狂

きょう
言
げん
師
し
の家に生まれ，3歳

さい
から

国内外で多数の狂言・能
のう
の公

こう
演
えん
に参加しています。また，

現
げん
代
だい
劇
げき
や映
えい
画
が
・テレビドラマの主

しゅ
演
えん
，舞

ぶ
台
たい
の演
えん
出
しゅつ
，子ども

向けテレビ番組に出
しゅつ
演
えん
するなど幅

はば
広い分野で活

かつ
躍
やく
していま

す。さらには，東京 2020 オリンピック・パラリンピッ
ク競

きょう
技
ぎ
大会の開閉

へい
会
かい
式で演出のチーフ・エグゼクティブ・

クリエーティブ・ディレクターに就
しゅう
任
にん
しています。あらゆ

る活動を通して狂言の在
あ
り方を問い，その普

ふ
及
きゅう
に大きく貢

こう

献
けん
している野村さんに，文化を継

けい
承
しょう
し，創

そう
造
ぞう
することの意

い

義
ぎ
についてインタビューしました。

　例えば，狂言師のような専
せん
門
もん
家になるには，技

ぎ
術
じゅつ
を身につけ

るのに数年かかったりします。それを身につけるためには，先
人たちが作り上げてきた型

かた
，方法論

ろん
というものに，自分が入っ

ていく必要があるわけです。まさしく「型にはまる」というこ
とです。

　でも，中学生ぐらいの
ときには，好き放題やり
たいですよね。せっかく
自
じ
我
が
も芽生えて，自分の

やりたいことや好きなこ
とはこうだとか思ってい
るときに，「先

せん
祖
ぞ
代々の

これをやりなさい」と言
われると，つらいですよ
ね。
　だけれども，僕

ぼく
の場合，

技術を身につけたお父さ
んやおじいさんが，世界
中の人を喜

よろこ
ばせたり，幸

せにしていたりするのを
間近で見たときに，やっ
ぱりすばらしいな，尊

そん
敬
けい

できるなと感じました。
そのときに，狂言という
家業をやっている意味が
あるんだな，と強く思い
ました。

代々続く狂
きょう
言
げん
師
し
の家に生まれ，それを継

つ
ぐとい

うことに，中学生の頃
ころ
はどのような思いがあっ

たのですか？
Q

　もちろん，伝統は大事なんだけれども，時代に合わなくなっ
たら，廃

すた
れてしまうかもしれない。伝統というのは，昔のこと

をそのままやるのではなくて，昔も今も通ずることをずっと洗
せん

練
れん
してきた道のようなものです。いわば「線」のようなもので

す。そのいちばん新しいところに僕らがいるわけです。伝統を
そのまま受け継ぐだけでなく，その時代に合わせられるように，
さらにアップデートするという役目を，僕らは負っているのか
もしれません。
　といっても，何でもいいから現

げん
代
だい
に合わせてしまうと，もと

もと築
きず
いてきた大事なところまで曲げてしまうかもしれませ

ん。そういう意味でいうと，何を守るべきで，何を変えてい
くべきかを考えることも重要です。パソコンやスマホでも全部
丸っきしアップデートして，元の基

き
本
ほん
的なデータが飛んじゃっ

たら困
こま
りますよね。クラウディング（保

ほ
存
ぞん
）しておく部分も大

事です。

Q 伝統を受け継ぐとはどういうことでしょうか？

8　父の野
の
村
むら
万
まん
作
さく
さんとの稽

けい
古
こ

（1983年頃
ごろ
）

2
4　父（中央）と息

むす
子
こ
の野

の
村
むら
裕
ゆう
基
き
さん（右）と演

えん
じる狂

言『成
なり
上
あが
り』（2014 年）　最近は 3代で舞

ぶ
台
たい
に立つ

機会も増
ふ
え，技

ぎ
術
じゅつ
が世代を超

こ
えて継

けい
承
しょう
されています。

3

先輩たちの選択
狂
きょう
言
げん
師
し

野
の

村
む ら

萬
ま ん

斎
さ い

さん

文化の継
けい

承
しょう

と創
そう

造
ぞう

の意
い

義
ぎ

伝
で ん

統
と う

を受け継
つ

ぎ
アップデートしていく
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　伝統を受け継いで，専門的な技術を学ぶということが，プロ
になるためのまず第一歩なんだけれども，先祖伝来の技術をプ
ログラミングして，間

ま
違
ちが
いなくそれができるようになるという

のは，まるでコンピュータみたいだよね。でも，われわれは人
間であり，現代に個

こ
性
せい
を持って生きているわけですから，現代

の人たちの感覚に沿
そ
うためにはどうしたらよいかを考えるの

は，伝統を受け継ぐ人間の役
やく
割
わり
で，まさしくその人の個性が生

きる部分です。それは，専門性の部分ではなくて，個
こ
人
じん
の感覚

です。
　例えば，お父さんやお母さんの世代では成

せい
功
こう
していることで

も，時代はどんどん進んでいる。そのときに，何が頼
たよ
りになる

かというと，今を生きている自分の感覚です。ですから，技術
的専門性と，個人の感

かん
性
せい
をうまくアレンジして，自分の芸とい

うか，自分なりの
何かを出せるとい
いと思います。

　　　　 僕の場合，そう
したことは生きが
いです。その生き
がいが社会に貢献
できて，自分が生
きている存

そん
在
ざい
意義

を感じられたらよ
いですね。

　狂言には「このあたりのものでござる」という，とても重要な
台
せり
詞
ふ
があります。お客さんを前にしてこの台詞を言うと，「この

あたりってどこだ？」「ここにいるあなたは，このあたりのもの
じゃないの？」ってことになる。そうして，結局，「私

わたし
たちはみ

んなこのあたりの人ですね」ということを何となく共有すること
になる。まさしく「われわれは公

おおやけ
の民
たみ
だよね」ということですね。

　世の中，いろいろな職業や役
やく
職
しょく
があるけれども，狂言では全

員「このあたりの人」。名前も名乗らないし，職業もあまり言
わない。だからみんなすごくフラット。狂言は，例えば，ちょっ
とケーキを食べたいなとか，ちょっとのぞいてみたいなとか，
偉
えら
い人も偉くない人も，人間なら誰

だれ
しもが考えそうなことを描

えが

いて，笑い飛ばします。狂言には，人間は平等で，生きるとい
うことはみんな平等なんだよ，という目線があります。人間の
存在は，ある意味滑

こっ
稽
けい
で，失敗ばかりするけれど，それこそが

人間ですよね。明日も失敗するかもしれないけれど，いいこと
もあるかもしれないし，みんな許

ゆる
してくれるよ，生きているこ

となんてそんなことさ，というように，すべてを笑い飛ばすよ
うな余

よ
裕
ゆう
を持ちましょう，という世界観があります。それは現

代の，こういう複
ふく
雑
ざつ
になった世界でこそ重要かなと思います。

Q 伝統を受け継ぐなかで，創
そう
造
ぞう
性
せい
とはどのような

ところにあるのでしょうか？

Q 狂言は，人間や社会をどのようにとらえている
のでしょうか？

　（皆
みな
さんの中には）スマートフォンを持っている方もいると思

います。自分が好きな情
じょう
報
ほう
はすぐに入ってくるけれども，自分に

はあまり関係のない情報は逆
ぎゃく
に入ってきませんね。でも生きる

ということは，自分だけじゃなくて，自分と違
ちが
う人がたくさん集

まって，それこそ「このあたり」を作っているわけです。他人の
ことに興

きょう
味
み
を持つというか，ある意味，みんな社会の中で生き

ているということを意
い
識
しき
しないといけないですよね。その中で

は，もちろん個人の楽しみもあるけれども，独
ひと
り善

よ
がりではなく，

みんなでこの社会に生きていくためにはどうしたらいいか。
　私もその中に入っていきますけれども，お年

とし
寄
よ
りが増

ふ
えて，

日本という国も地球という星も
年をとってくる可

か
能
のう
性
せい
がある。

そういう社会で，皆さんがどう
いうふうに力を発

はっ
揮
き
していただ

けるかと期待したいし，お願い
したい。何か若返る活力という
か，皆さんが地球にも，日本の
国にも栄養を与えてほしい。世
界中にももっと栄養が必要かな
という気がします。

Q 中学生にメッセージをお願いします。

8　インタビューの様子（2018年）6

8　東京 2020 オリンピック・パラリン
ピック開閉

へい
会
かい
式の演

えん
出
しゅつ
のチーフ・エグゼク

ティブ・クリエーティブ・ディレクターに
就
しゅう
任
にん
した際

さい
の記者会見（2018年）

4 8　狂
きょう
言
げん
『柑

こう
子
じ
』で太

た
郎
ろう
冠
か
者
じゃ
を演

えん
じる（2018年）5
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p.13-14 狂言師 野村萬斎さん

▶さまざまな分野で活躍する「先輩たち」からのメッセージを取り上げています。自分自身の将来進むべ
き道を考えるきっかけとなるようにしています。

先輩たちの選択
シャプラニール＝市民による海外協力の会

宮
み や

原
は ら

麻
ま

季
き

さん

よりよい国
こく

際
さい

社会の実
じつ

現
げん

「誰
だ れ

も取り残さない」
社会をつくりたい

6　宮
みや
原
はら
麻
ま
季
き
さん　埼玉県出身1

　いろいろなものが大量生産で作られているなかで，フェアト
レードの商品にはそれぞれの「ストーリー」があります。例え
ば，このうさぎのペンケースのしっぽ（ひも）の部分は目の見え
ない人が編

あ
んでいて，手の部分は足に障

しょう
がいのある人が鍵

かぎ
編み

をしています。障がいのある人たちも
できる仕事を作るような，商品開発を
しています。つまり，自分たちが今あ
る状

じょう
況
きょう

から何とかして抜
ぬ

け出たいとい
う強い思いがあれば，それをかなえら
れる土

ど
壌
じょう

を提
てい

供
きょう

できることがフェアト
レードのすばらしさだと思っています。
　その一方で，フェアトレードの商品
は，作る人の賃

ちん
金
ぎん
を適

てき
正
せい
に支払っているので，比

ひ
較
かく
的価

か
格
かく
が高

くなってしまいます。多くの人に手にとってもらえるように工
く
夫
ふう

するのも仕事の一つです。

　「すべての人が持つ豊
ゆた

かな可
か

能
のう

性
せい

が開花する社会」をつくり
たいです。そのために，貧困を解決
し，SDGs の理念に通じる「誰も取
り残さない」ことを使命に活動して
います。学校建

けん
設
せつ
や井戸掘

ほ
りなど，

別の分野で深い知
ち
識
しき
を持っている他

のNGOや市民団
だん
体
たい
などと情

じょう
報
ほう
を共

有したり，行
ぎょう
政
せい
を巻

ま
き込

こ
んで一緒に

取り組んでもらったりすることも，
目標を達成するうえでは大事なこと
だと考えています。

　世界はとっても広いです。ぜひいろんな国に行ってみたり，
もしくは行かなくても，自分の身近にいる外国の方と接

せっ
してみ

たりして，自分と違うということをまず分かってほしいと思い
ます。分かったうえで，「違うから嫌

いや
だ」とか「違うから話し

たくない」とか「違うから私
わたし
たちのほうがすごい」とか思わず

に，「へえ違うんだ，それってどうして」と思うようになって
ほしいです。ぜひ違うことを楽しんでほしいし，そのことがそ
の人が住む国やその人自身を知ることにもつながると思います。

Q フェアトレードの活動について具体的に教えて
ください。

Q シャプラニールでのお仕事を通じて，どういっ
た社会を実

じつ
現
げん
していきたいとお考えですか？

Q 中学生にメッセージをお願いします。

　子どもの頃
ころ
に「アフリカの子どもが飢

き
餓
が
で苦しんでいます」

というテレビのCMを見たときに，「なぜこの子はご飯が食べ
られないんだろう」というところから，自分と違

ちが
う世界に住ん

でいる人たちがいることに気がつきました。そこから，世界の
ために何かできるような大人になりたいと思いました。
　そして高校生のとき，留

りゅう
学
がく
でオーストラリアに行き，「世界

を股
また
にかけるような仕事をしたい」と思うようになりました。

大学では国
こく
際
さい
政
せい
治
じ
を勉強し，いったんは民間企

き
業
ぎょう
にも就

しゅう
職
しょく
しま

した。貧
ひん
困
こん
を解

かい
決
けつ
するために，政治も大事だけれど人が変わっ

ていくことも大事なんだと気づき，会社を辞
や
めて青年海外協力

隊に入ってネパールに行きました。そこで，全く自分とは違う
環
かん
境
きょう
の中で生きてきた人たちと出会って，一

いっ
緒
しょ
に活動したこと

が楽しくて。これを自分の仕事にできたらいいなと思いシャプ
ラニールに入りました。

　クラフトリンクというフェアトレード部門で仕事をしていま
す。バングラデシュとネパールの女

じょ
性
せい
たちが生活向上のために

作った手工芸品を通じて，日本の方々に現
げん
地
ち
の伝

でん
統
とう
を紹

しょう
介
かい
しつ

つ，現地の女性たちの生活の厳
きび
しさやフェアトレードの意

い
義
ぎ
な

どについて知ってもらえるよう活動しています。

Q なぜNGO職
しょく
員
いん
として働こうと思ったのですか？

Q シャプラニールの中でどんな仕事をしていますか？

　NPO 法人シャプラニール＝市民による海外協力の会
は，南アジアの貧

まず
しい人々の生活上の問題解

かい
決
けつ

に向けて，
1972 年より活動している NGO です。宮

みや
原
はら

麻
ま

季
き

さんは，
2012 年にシャプラニールに入り， 現

げん
在
ざい

はフェアトレード
に関する取り組みを進めています。そこには，「誰

だれ
も取り残

さない」との思いがあります。そのような宮原さんにイン
タビューしました。

8　手すき紙を作る女
じょ
性
せい

4

4　洪
こう
水
ずい
による被

ひ
害
がい
を

予
よ
測
そく
したハザードマッ

プ作り（ネパール，
2014 年）　宮原さん
は2012～16年の間，
ネパールでこうした防

ぼう

災
さい
事業のほか，児童労

働の削
さく
減
げん
，ネパール大

地
じ
震
しん
（15 年）の救

きゅう
援
えん
・

復
ふっ
興
こう
活動などに取り組

みました。

2

8　うさぎのペンケース3
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レードの商品にはそれぞれの「ストーリー」があります。例え
ば，このうさぎのペンケースのしっぽ（ひも）の部分は目の見え
ない人が編

あ
んでいて，手の部分は足に障

しょう
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できる仕事を作るような，商品開発を
しています。つまり，自分たちが今あ
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から何とかして抜
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う強い思いがあれば，それをかなえら
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ど
壌
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金
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するのも仕事の一つです。
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能
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たいです。そのために，貧困を解決
し，SDGs の理念に通じる「誰も取
り残さない」ことを使命に活動して
います。学校建
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設
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ほ
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体
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などと情
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報
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を共

有したり，行
ぎょう
政
せい
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ま
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んで一緒に

取り組んでもらったりすることも，
目標を達成するうえでは大事なこと
だと考えています。

　世界はとっても広いです。ぜひいろんな国に行ってみたり，
もしくは行かなくても，自分の身近にいる外国の方と接

せっ
してみ

たりして，自分と違うということをまず分かってほしいと思い
ます。分かったうえで，「違うから嫌

いや
だ」とか「違うから話し

たくない」とか「違うから私
わたし
たちのほうがすごい」とか思わず

に，「へえ違うんだ，それってどうして」と思うようになって
ほしいです。ぜひ違うことを楽しんでほしいし，そのことがそ
の人が住む国やその人自身を知ることにもつながると思います。

Q フェアトレードの活動について具体的に教えて
ください。

Q シャプラニールでのお仕事を通じて，どういっ
た社会を実
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現
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　子どもの頃
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に「アフリカの子どもが飢

き
餓
が
で苦しんでいます」
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られないんだろう」というところから，自分と違

ちが
う世界に住ん

でいる人たちがいることに気がつきました。そこから，世界の
ために何かできるような大人になりたいと思いました。
　そして高校生のとき，留

りゅう
学
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でオーストラリアに行き，「世界

を股
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にかけるような仕事をしたい」と思うようになりました。
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政
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じ
を勉強し，いったんは民間企
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にも就
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を解

かい
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けつ
するために，政治も大事だけれど人が変わっ

ていくことも大事なんだと気づき，会社を辞
や
めて青年海外協力

隊に入ってネパールに行きました。そこで，全く自分とは違う
環
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きょう
の中で生きてきた人たちと出会って，一

いっ
緒
しょ
に活動したこと

が楽しくて。これを自分の仕事にできたらいいなと思いシャプ
ラニールに入りました。

　クラフトリンクというフェアトレード部門で仕事をしていま
す。バングラデシュとネパールの女

じょ
性
せい
たちが生活向上のために

作った手工芸品を通じて，日本の方々に現
げん
地
ち
の伝

でん
統
とう
を紹

しょう
介
かい
しつ

つ，現地の女性たちの生活の厳
きび
しさやフェアトレードの意

い
義
ぎ
な

どについて知ってもらえるよう活動しています。

Q なぜNGO職
しょく
員
いん
として働こうと思ったのですか？

Q シャプラニールの中でどんな仕事をしていますか？

　NPO 法人シャプラニール＝市民による海外協力の会
は，南アジアの貧

まず
しい人々の生活上の問題解

かい
決
けつ

に向けて，
1972 年より活動している NGO です。宮

みや
原
はら

麻
ま

季
き

さんは，
2012 年にシャプラニールに入り， 現

げん
在
ざい

はフェアトレード
に関する取り組みを進めています。そこには，「誰

だれ
も取り残

さない」との思いがあります。そのような宮原さんにイン
タビューしました。

8　手すき紙を作る女
じょ
性
せい

4

4　洪
こう
水
ずい
による被

ひ
害
がい
を

予
よ
測
そく
したハザードマッ

プ作り（ネパール，
2014 年）　宮原さん
は2012～16年の間，
ネパールでこうした防

ぼう

災
さい
事業のほか，児童労

働の削
さく
減
げん
，ネパール大

地
じ
震
しん
（15 年）の救

きゅう
援
えん
・

復
ふっ
興
こう
活動などに取り組

みました。
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