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編 　 修 　 趣 　 意 　 書
（教育基本法との対照表）

※ 受 理 番 号 学 　 校 教 　 科 種 　 目 学 　 年

106-90 高等学校 公民科 公  共

※ 発 行 者 の
番 号 ・ 略 号

※ 教 科 書 の
記 号 ・ 番 号  ※教　科　書　名

35
清水

公 共 
035-902 改訂版　私たちの公共

 編修の基本方針１
本書は，教育基本法第２条に示された教育の目標を達成するため，平成 30年３月に改訂された
高等学校学習指導要領の趣旨に則り，また学校教育法の規定などをふまえて，以下の基本方針に
基づき編修しました。

▶学習指導要領の趣旨に基づき，中学校社会科及び道徳並びに公民科に属する他の科目，地理歴史科，
家庭科，情報科及び特別活動などとの関連を図るとともに，項目相互の関連に留意しながら，全体と
してのまとまりを工夫し，特定の事項だけに偏らないようにすることに留意して全体を構成しました。

▶生徒が生きている現在の社会について，「倫理」「法」「政治」「経済」それぞれの分野から記述し，生
徒が公共的な空間における主体として，社会参画できるよう，課題を示しました。記述については，
高校の第１学年を想定し，中学校で学んだ「社会科（地理・歴史・公民）」の内容をふまえつつ，文
脈をきちんと読み取れるよう配慮して編修しました。

▶第１部においては，青年期の課題，社会や共同体のあり方，文化，宗教・思想の基礎知識，公共的な
空間における基本的原理などを学びます。公共的な選択・判断を行うための見方・考え方として，権
利と義務，正義・平等・公正などについて考え，活用できるよう配慮しています。

　　・�イラストと会話文などを用いて，テーマや課題についての事例や問いかけ，さまざまな考え方を
示し，生徒の関心や考察を深めます。

▶第２部においては，現代社会における法・政治・経済・国際関係についての現状や諸課題を，生徒の
日常生活と関連づけて考えさせることができるよう記述しています。課題に対して，生徒がみずから
考え，追究し，行動できる態度を育むことができるよう工夫しました。

　　・写真や図版などをできるだけ大きく示し，学習の参考となるよう配慮しました。
▶第３部では，現代の課題である「地域の活性化」「少子高齢社会」「情報社会」「資源・エネルギー」「地
球温暖化対策への国際社会の取り組み」について，具体的な事例・課題追究の方法とともに取り上げ，
主体的に考察します。
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▶本文として設定された項目と関連して，学習指導要領で示された大項目Aで取り組むべき 2テーマ
および大項目 Bで設定された 13テーマの多くを，特設ページ「公共ステップアップ」で扱い，生徒
の主体的な学びをうながす配慮をしています。

▶地球規模の課題の解決と人類の福祉の増大，世界平和の実現に向けて，市民の一人として主体的に取
り組んでいく姿勢を培うよう配慮しました。未来を拓き持続可能な社会を形成することが，生徒の日
常生活とも深いつながりをもつことを理解させ，興味・関心を高めるために，本文や各種の特設ペー
ジなどで身近な生活に即した題材を多く取り上げました。

▶国際化の進む現代社会で，各国の伝統や文化を尊重し，また，日本という国や郷土への愛情をもって
学習を進められるよう配慮しました。さらに多文化共生の観点からも考察を深められるよう，資料な
どを配慮しました。

 対照表２

図書の
構成・内容 特に意を用いた点や特色 該当箇所

第１部
　第１部「『公共』とはなんだろう」は，「社会で生きるということ」，「みんなが
幸せな社会とは？」，「ルールや法はなんのため」の３つの章で構成し，それぞれ
の項目において，「公共」について丁寧に記述・解説し，生徒のより深い理解と
多角的な考察をうながすことに意を用いました。	 （第１号）

第１部すべて

　法の意義と役割について丁寧に記述し，社会人として身につけるべき道徳観に
も配慮しました。個人と社会とのかかわりなどにおける法意識，ルールやマナー
なども取り上げて，生徒が理解を深め，主体的に考察できるように記述しました。
	 （第１号・第２号）

44～ 51ページ

　法の概念・制度とともに，倫理の面からも正義と責任について考えさせ，どの
ように平等な社会を実現できるか考えさせるよう留意しました。	 （第３号）

44～ 47ページ

　「生命倫理」や「環境保護」についての課題を具体的に扱い，追究したり，解
決をめざしたりする考察を進める中で，自らの考えや意見について根拠や論拠を
もって表明できる力を習得できるよう意を用いました。	 （第４号）

38～ 43ページ

　日本で育まれてきた伝統的な文化と，今の日本で見られる文化の諸相を記述し，
国際化の進む現代社会で，日本という国や郷土への愛情をもって学習を進められ
るよう配慮しました。	 （第５号）

24～ 25ページ
32～ 33ページ

第２部
第１章

　第２部「現代社会のしくみと課題」は「私たちの社会と憲法」，「私たちの生活
と政治」，「平和主義と日本」，「私たちの生活と経済」，「国際政治・経済と日本」
の５つの章で構成しています。それぞれの項目において丁寧に記述・解説し，生
徒のより深い理解と多角的な考察を促すことに意を用いました。	 （第１号）

第２部すべて

　個人の尊重と社会の関係，民主主義と立憲主義についてふまえた上で，日本国
憲法にある基本的人権について理解し，具体的に考えられるように記述しました。
	 （第１・３号）

54～ 73ページ

第２部
第２章

・
第３章

　「私たちの生活と政治」，「平和主義と日本」の章では，それぞれの項目におい
て基礎・基本について丁寧に記述・解説しました。具体的な場面と生徒の生活が
結びつけられ，より深い理解と多角的な考察を促すことができるよう，配慮して
記述しました。	 （第１号）

第２部の２章と３
章すべて
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図書の
構成・内容 特に意を用いた点や特色 該当箇所

　政治機構と国民生活とのかかわりなどについて，資料や図解などを用いながら，
丁寧に解説しました。司法制度への参加や主権者意識について理解を深められる
よう，課題を設定しています。課題を追究したり解決したりする活動を通して，
生徒が主体的に考察できるように工夫して記述しました。	 （第２号）

74～ 99ページ

　行政の役割や地方自治の役割などを丁寧に記述しました。公共の精神にもとづ
き，主体的に社会（政治）に参加することなどについて，写真や資料などから具
体的に考えられるよう工夫しました。また，情報社会における行動とその影響に
ついても，意識して記述しました。	 （第３号）

74～ 99ページ

　「平和主義と日本」では，日本がこれまで国際社会の平和に寄与してきたこと
などを整理して記述し，これからの国際社会でどのような役割を果たしていけば
良いのかを多角的な視点から考察しました。	 （第４・５号）

100～ 105ページ

第２部
第４章

　「私たちの生活と経済」では，社会生活における経済の基礎・基本について丁
寧に記述・解説しました。特設ページにおいて多様な課題を設定し，具体的な話
題を豊富に示して，経済をより身近に考えられるよう工夫しました。
	 （第１・２号）

第２部４章すべて

　市場など経済の基本的なしくみについて，基礎・基本を押さえて記述し，経済
のしくみや企業や労働問題，消費者問題などに関心をもたせ，産業や職業と自分
の生活を関連させてとらえられるように留意しました。また，経済活動における
契約についても取りあげました。	 （第２号）

第２部４章すべて

　現代の日本社会における金融や財政，経済における政府の役割などを整理して
記述しました。働くことの意味や社会とのかかわりの記述を充実させ，起業など
にもふれ，自主・自立の精神と勤労を重んじる態度が養えるよう配慮しました。
	 （第２・３号）

120～ 143ページ

　財政と社会保障など，経済に関する問題をどのように解決したら良いか，課題
を設定し追究したり考察したりする活動から，持続可能なより良い社会の形成に
向けた考えを深められるよう，工夫しています。	 （第３号）

128～ 149ページ

第２部
第５章

　「国際政治・経済と日本」では，国際間におけるルールの基本的な考え方や成
り立ち，現代の国際政治のしくみや現状などの基礎的な内容を，丁寧に記述して
います。課題の設定では，国際的な視野を育み課題解決に向けて取り組めるよう
意を用いました。
　グローバル化の進む世界経済のしくみや現状について，資料などから読み取っ
て学習を深められるよう，意を用いました。	 （第１・５号）

第２部５章すべて

第３部
　「私たちが創る持続可能な社会」では，５つの現代の課題について解説すると
ともに，具体的な事例を示しました。地域社会の活性化，少子高齢社会への対応，
情報社会における問題点の検証，資源・エネルギー利用の問題，地球温暖化に対
する国際社会の取り組みを扱っています。それぞれの項目で，生徒の主体的な課
題探究に役立つさまざまな手法を事例とともに紹介し，「課題探究のスキル」を
活用できるよう関連付けました。	 （第１～５号）

第３部すべて

　地域の活性化については，課題解決をめざす社会的企業の考え方を示し，実際
に起業して取り組む若者の例を紹介しました。	 （第２号・第３号）

180～ 181ページ

　少子高齢社会の問題を考察する項目では，どのような取り組みが行われている
か，また基礎的な資料を示して現状を把握し，主体的に社会の形成に参画するこ
とを考えられるよう記述しました。	 （第３号）

182～ 183ページ

　資源・エネルギーや地球温暖化対策の取り組みについては，持続可能な社会の
形成のために，他国と協力し国際社会の発展に主体的に参加することを考えられ
るよう，意識して記述しました。	 （第５号）

186～187ページ
188～189ページ
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 上記の記載事項以外に特に意を用いた点や特色３
本書は，上記以外に，以下のような教育的な配慮をほどこしました。

▶世界地図・日本地図の掲載
　・国際協調の精神を養う契機となるよう，前見返しには世界地図を掲げました。
　・�前見返しの裏には，日本地図と，日本や郷土の歴史と文化，伝統への生徒の親近感を高める国内の
世界遺産の位置や写真を掲載しました。

▶記述・体裁上の配慮
　・本文はつとめて平易・簡明としながら，重要なポイントは確実におさえられるように記述しました。
　・重要な語句にはゴシック体を用いて，わかりやすくしました。
　・�活字にはユニバーサルデザイン・フォントを使用し，できる限り多くの生徒にとって読み取りやす
い教科書となるよう配慮を行いました。

　・図版・地図などは読み取りやすい配色を心がけました。
▶巻末資料
　・学習の利便性を考え，巻末に憲法や法律の条文を掲載しました。
▶二次元コードからアクセスできる参照資料
　・�授業や自主学習において活用できる，教科書の内容と関連した事項や資料などを，ウェブ参照資料
として用意しました。

　・該当ページに二次元コードを掲載し，参照資料にアクセスできるようにしています。
　・参照資料の内容については，付録に一覧表を示しました。
▶多彩なテーマの特設ページ
　・�「公共」について，本文とは異なる角度から考察する特設ページで，生徒の興味・関心を引き出し，
主体的な思考を育みます。

　「公共ステップアップ」：
　・�本文と関連するさまざまなテーマについて，問いを設け，資料を見ながら，主体的に考えていきま
す。本文と関連する随所に，配置しています。

　・�イラストを用いて，生徒が身近に感じられるように工夫しています。高校卒業後に進学・就職する
ことや，18歳での成年，社会で生きていることをみすえ，実務的な知識についても考えます。

　「オピニオン」：
　・�議論のあるテーマについて学んだ上で課題を設け，本文ページの学習で習得した知識や，公共的な
見方・考え方を活用して，自分自身の意見の形成や，さまざまな意見にふれて考えを深めることを
めざします。
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編 　 修 　 趣 　 意 　 書
（学習指導要領との対照表，配当授業時数表）

※ 受 理 番 号 学 　 校 教 　 科 種 　 目 学 　 年

106-90 高等学校 公民科 公  共

※ 発 行 者 の
番 号 ・ 略 号

※ 教 科 書 の
記 号 ・ 番 号  ※教　科　書　名

35
清水

公 共 
035-902 改訂版　私たちの公共

 編修上特に意を用いた点や特色１

　 授業のしやすさに配慮したページ構成   ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●

▶原則，見開き２ページで１つのテーマを設定。本文は，文章の内容を読み取りやすいように配慮して
記述しました。

▶導入部に「この項目の学習」をおき，テーマの学習内容が明確になるように配慮しました。側注「キー
ワード」では，本文を読み取るうえで大切な用語や補足的な内容を解説しました。

▶図版や写真を大きく配置して，生徒の興味・関心や学習への意欲を高め，テーマの内容を具体的に考
えられるよう配慮しました。また，図表・資料などを活用しながら授業が展開できるように図番号を
付すなど，本文と図版との関連を重視しました。

①

第２部 ◆ 現代社会のしくみと課題54
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などによる差別を受けることがあってはならない。すべての人が等し

く，異なった個性をもった個人として尊重される。これが個人の尊
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いう，近代社会においてもっとも重要な原理である。

　こうした考えのもと，近代社会では，一人ひとりが国家や権力者から

の支配や干
かん

渉
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を受けずに生きる，「～からの自由」というべき権利が認

められた。これに加えて現在では，自分自身が主体的に行動し，自分の

したいことができる，なりたいものになれる，「～への自由」というべ

き権利も認められている。他者の支配や干渉から免
まぬか

れるだけでなく，自

分の考えや意思のままに行動する自由である。

　日本国憲法第 13 条は，個人の尊重とともに，「生命，自由及び幸福
追求に対する国民の権利」の尊重を明記しており，憲法によって自由を

保障している。

日本国憲法第 13 条には，「公共の福
ふく
祉
し

に反しな

い限り」という文言もある。自由は，自分だけの

ものではない。他者の自由や他者との協
きょう

働
どう

をそこなわない範
はん

囲
い

内で尊重

されるのである。

　19 世紀のイギリスの哲学者，J.S. ミルは著書『自由論』において，

自由が認められた社会のなかで，個人が幸福を追求することが近代国家

個人の尊重と
自由

自由と責任，
他者との協働

（ p.35）

個人の尊重と
社会1

Check
 Box
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ボックス

考えてみよう 考えてみよう

経済 QA

アプローチ

&&

キーワード
❶性別による差別
日本では，男女が社会の対等な構成員と
して，みずからの意思によってあらゆる
分野における活動に参画する機会が保障
されている。男女は政治・経済・社会や
文化などの利益を享受することができ，
共に責任を担

にな
う社会（男女共同参画社

会）がめざされている。
❷障がいによる差別
日本では，すべての国民が，障がいの有
無にかかわらず，等しく基本的人権を享
有するかけがえのない個人として尊重さ
れる。この理念にのっとり，障がいの有
無によって分け隔てられることなく，相
互に人格と個性を尊重し合いながら共生
する社会の実現がめざされている。Check

 Box
チェック

ボックス

考えてみよう 考えてみよう

経済 QA

アプローチ

&&

キーワード

自由な生き方・考え方ができる社会
について考えよう。自由と権利・責
任，社会秩序と権力などの意義を理
解しよう。

この項目
の学習

2　国連でスピーチするマララ =ユスフザイさん　母国パキスタンで女性の教育に
否
ひ
定
てい
的な勢力が学校を破壊したことについてブログを記したマララさんは，15歳

のときこの勢力から銃
じゅう
撃
げき
を受けた。その翌年彼女は国連で，子どもが教育を受ける

権利を訴
うった
えるスピーチを行った。

1　民衆をひきいる自由の女神（ドラクロア筆）　1830
年にフランスで起きた 7月革命を主題として描かれたも
の。この革命は，国王による言論弾圧や選挙法の改悪など
に対して，パリの市民が抵抗したものであった。
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をあたえてしまったとしたら，私たちはその理由を説明する責任

がある。その意味で，自由には責任がともなうのである。

　他者とは，他者もまた独自の個性や考え方・生き方をもつかけがえの

ない存在であること，自由に生きる権利をもっていることを，たがいに

承
しょう

認
にん

しあうことが必要となる。そのために欠かせないのが，他者との真
しん

摯
し

な対話である。そうした対話の過程を通じて，他者と協
きょう

働
どう

する関係が

形成されていくといえるだろう。

人びとが自分の自由な考え方・生き方を追求する

には，社会に秩
ちつ

序
じょ

があり，ある程度安定している

ことが前
ぜん

提
てい

となる。しかし，多様な考え方・生き方をもつ人びとが協働

する社会では，利
り

害
がい

や見解の対立が生じる。そうした対立を調整し，利

害のなかから共通の利益を見いだして追求し，社会の一体性と秩序を形

成することが現代の政治（権力）の役割とされている。政治権力が組織 

され
❸

，人びとに対してそれが実際に行
こう

使
し

されることによって，社会秩序
がつくり出され，維

い
持
じ

されるのである。

（ p.35）

社会秩序と権力

あなたの生活や考え方・生き方の追
求は，他者との協働によってどのよ
うに支えられているだろうか。

Check
 Box

チェック

ボックス

考えてみよう 考えてみよう

経済 QA

アプローチ

&&

キーワード

思考実験 4　問題を解決するためには，他者とどう協働すればよいでしょうか？
　�　　　町内の学生アパートに住むA君は，早起き
が面
めん

倒
どう

なため，早朝のゴミ収集時刻にゴミ出しをせ
ず，ゴミ収集の前日の夜に以前からゴミを出してい
た。それを知って，同じアパートに住むBさんや
C君も，前日の夜からゴミを出すようになった。

　�　ゴミ収集場所がカラスに荒
あ

らされ近所の人たちは
困っているが，本人たちはそれが楽なので素

そ

知
し

らぬ
ふりをしている。

　�　　　何人かですき焼きを食べに行った。自分が肉
に十分火が通るのを待っている間に，一緒の席の人
たちに肉を食べられてしまうのは悔

くや

しいので，少し
生煮えでもよいから他の人に食べられる前に箸

はし

を出
すことにした。

　�　しかし，だれもがそう考えて生
なま

煮
に

えの肉に箸を出
した結果，全員が生煮えの肉を食べなければならな
くなってしまった。

事例 1

事例 2

Check
 Box

チェック

ボックス

考えてみよう 考えてみよう

経済 QA

アプローチ

&&

キーワード

11

自由な生活を過ごす権利もあるよ！　
休みの日は寝

ね
てたいし。

でも他の人に迷
めい
惑
わく
をかけているのよ！

守らなければいけないルールはやは
り守るべきでしょう？

に
つ
い
て

事
例
1

抜
ぬ
け駆

が
けをしないとか，友達どうし

のルールがないのね。

やっぱり肉を食べたいからね！　も
う少し話し合えばよかったんだよ，
一人何枚とかさ

に
つ
い
て

事
例
2

3　『リヴァイアサン』　17 世紀の思想家であ
るホッブズは，人間のつくりだした政治権力
を『旧約聖書』に登場する怪物（リヴァイア
サン）にたとえた。「権力」は怪物に等しいも
のなのだろうか。

Check
 Box

チェック

ボックス

考えてみよう 考えてみよう

経済 QA

アプローチ

&&

キーワード
❸政治権力の組織のあり方
政治権力が一人の支配者により担われる
形態（君主制），少数の者により担われ
る形態（貴族制），民衆により担われる
形態（民主制）などがあるとされてきた。

Check
 Box

チェック

ボックス

考えてみよう 考えてみよう

経済 QA

アプローチ

&&

キーワード

第
２
部

第
１
章

憲
法

QR

052-059_第2部-1_CC2024.indd   55052-059_第2部-1_CC2024.indd   55 2025/03/18   14:39:272025/03/18   14:39:27



- 2 -

　 多角的・多面的視点からアプローチする特設ページ   ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●

▶学習指導要領に即して，課題を設定して探究する取り組みを，15 テーマ「公共ステップアップ」と
して設けました。また，公共的な見方・考え方を意識しながらテーマについて考察し，自分の意見を
考える 3テーマ「オピニオン」を設けています。

▶「第１部『公共』とはなんだろう」や「第２部　現代社会のしくみと課題」の本文ページで学習した
社会的事象や現代的課題について，さらに多面的・多角的に考察できるよう工夫しました。

②

公共ステップアップ　15テーマ

１ 欲求と葛藤

２ 生命と科学技術の問題と倫理

３ 環境問題と人間の活動

４ 社会のルールをどうつくる？

５ 政治に参加する方法

６ あなたも法廷に？　裁判員制度

７ 情報発信のしかたに注意！

８ くらしの中の金融と社会

９ 職業の選択

10 労働契約と労働法

11 契約と消費者問題

12 くらしの中の社会保障

13 平和を構築するには

14 経済のグローバル化と相互依存

15 日本の国際貢献を考える

オピニオン　３テーマ
１ アファーマティブ -アクション

不利な立場を考慮する措置は必要？　
それとも「逆差別」？	

２ 日本国憲法　
改正は必要？　必要ではないか？

３ 国際的な人権
共通の価値観を形成・合意できる？
できない？

ヴィジュアルヴィジュアル
資料室

公共公共
ステップアップステップアップステップアップステップアップステップアップステップアップ 12

　　　　生活のどんな状況でどんな公的社会保障が使われているか，調べてみよう。ＳＱ 1

　　　　�租
そ

税
ぜい

と社会保険料を確認してみよう。
　　　　�給

きゅう

与
よ

を受け取っている労働者の多くは，
賃
ちん

金
ぎん

から租税と社会保険料を払っている。
　　　　下の例から読み取ってみよう。

ＳＱ 2

　　　　�日本の財政のあり方を考察しよう。ＳＱ 3

3　どんな社会が望ましいだろうか　財政や社会保障を持続可能な
状態とするには，負担と給付とのバランスを考えながら，政府や社
会のあり方を考えることも大切です。

1　正
せい
規
き
職員の給与明細の例 ■2　社会保障給付費と社会保険料収入の推移

病気で病院で診療を
受けました。受付に
保険証を出しました。

退職して次の職が
見つかるまで，
失業手当で生活が
助かりました。

小学生・中学生の
子どもがいます。
児童手当が支給
されています。

ひとり親家庭です。
児童扶養手当の
支給があります。

けがで障害の
状態になりました。
障害年金を
受けています。

高齢の親が介護保険で
デイサービスを
利用しています。

病気で介護保険を利用
しています。65歳未満
でも使える場合がある
んですね。

しんりょう

ふ よう

かい ご

ろうさい

職場で業務中に
ケガを負いました。
治療費は労災保険で
すみました。

せいけい

生計のおもな
部分は年金です。

病気で働けず
困窮した時，
生活保護の給付を
受けました。

こんきゅう

高齢者の給付を引き下げる？ 現役世代の保険料を
増額する？

少子化対策を行う？ 経済を活性化し，税や保険料
をもっと払えるようにする？

他の予算項目との
バランスを調整する？ 他には？

給付費
121.5 兆円

社会保障制度を通じて，
国民に給付される金銭・
サービスの合計額
例）年金の受給額 ,
　  医療・介護の給付額
　  （自己負担見合いを除く）

1980 90 2000 05 10 159585

(兆円)

18
0

120

借
金
や
税
収
で
補
て
ん

社会保険料収入

社会保障給付費

72.6
兆円

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

自助低負担
低福祉

高負担
高福祉

個人個人が自ら将来の費用を準備して対応

大
き
な
政
府

・経済的な政策充実
・市場のはたらき
・現役の働き手を活性化

・国民負担：低い
・給 付 費：少ない
・将来のリスクは
　個人が負う

・社会保障充実
・国民負担：高い
・給 付 費：多い
・政府の手厚い福祉政策に
　よって生活を保障

・地域での助け合い
・地域・家族でのつながり
　から福祉を負う

共助・公助
国・地方など

小
さ
な
政
府

（
政
府
の
関
わ
り
が
大
き
い
）

（
政
府
の
関
わ
り
が
小
さ
い
）

互助
家族・地域など

社会的な協力で対応

QQ 私の生活の中にどんな社会保障制度があるのだろうか。

くらしの中の社会保障

　個人で預
よ
貯
ちょ
金
きん
や民

みん
間
かん
の保険で備

そな
える選択も

あるのに，なぜ国全体で保険を運
うん
営
えい
したりす

るのだろう。国民一人一人が人間らしく生き
る権利を保障すると同時に，人びとが安心し
て生活できることで，社会や経済の安定を図
ることもめざしているのである。
　一方，その財

ざい
源
げん
をどうするか，どう配

はい
分
ぶん
す

るかは，政
せい
策
さく
や法律によって決めていくこと

になる。税と社会保障から，どんな政府や社
会のあり方をめざすのか，考えてみよう。

●�私たちのくらしを支える社会
保障　

　上の例は，社会保障のごく一部で

ある。普
ふ
段
だん
あまり意

い
識
しき
していなくて

も，実は自分や自分の周りの人も，

利用しているかもしれない。

　あなたの払った税や保険料が他の

人に使われ，他の人の払った税や保

険料があなたに使われているかもし

れない。

●利用するには？　
　制度の多くは，自

分から「利用した

い」と申
しん
請
せい
する必要

がある。困
こま
った時に

どんな制度が利用で

きるのか，どこに相

談すればいいのか，

どうすればわかるだ

ろうか？

支払日
社員番号
氏名

支給

控除

勤怠

田中 まい子

基本給

通勤手当

時間外手当

立替交通費

役職手当 資格手当

課税対象支給額合計

住居手当

非課税対象支給額合計

家族手当

出勤日数 欠勤日数 有給休暇取得日数 有給休暇残日数 差引支給額

総支給額

健康保険

所得税

厚生年金

住民税

雇用保険 介護保険

控除額合計

1月分　給与明細書
2020年1月25日

310055

15,000

13,800 27,450

10,100 59,440

240,56024222

4,490

900 2,700

18,000

12,000

300,000282,000

250,000 5,000

18,000

◦まい子さんの１月の租税負
ふ

担
たん

はいくらか。
◦まい子さんの１月の社会保険料負担はいくらか。
◦まい子さんを雇用している会社は，彼女について，
1月に社会保険料をおよそどの程

てい
度
ど

負担しているだ
ろうか。

（　保険料は「事業主と被保険者が折半で負担」とされている。）

　医療や年金といった社会保障費用の多くは，現
役世代の負担によってまかなわれている，　今日，
高齢化がますます進んでいて，医療，保険，介護
などの社会保障給

きゅう
付
ふ

費
ひ

が増加している。少子化も
進み，社会の支え手となる人口が減少しつつある。
社会保障制度を維

い
持
じ

していくには，どうすればよ
いだろうか。

公的医療保険があるおかげで，治療
代の自己負担が３割などですむって
言うけれど，自分が病気にならず，
病院にかからずにすんだら，払った
分，損じゃない？

会社から帰る途
と

中
ちゅう

で，転んで
肩をケガしちゃったよ……。
レントゲンも撮ったし，
お金かかっちゃったな……。

すみません，
アルバイトに来る途中で転んで
ケガしちゃったんですけど，
労災になりますか？

確認しますねー。

でも病気になった時には助かる～っ
て思うんじゃない？
人生のいろんなリスクに個人だけで
備えるのは大変じゃないかな？

第２部 ◆ 現代社会のしくみと課題 149148

第
２
部

第４章 ◆ 私たちの生活と経済

第
４
章

経
済

QR

公共的な見方・考え方で考えよう。

あなたの意見は？
オピニオン

1

アファーマティブ -アクションとは，どういうもの？
　アファーマティブ - アクションは，積極的格差是正措置
などと訳される。社会的に不利な立場にある人びとに対し
て，格差を改善するために，一定の範

はん
囲
い
で積極的に機会を

提
てい
供
きょう
するものである。その対

たい
象
しょう
はたとえば，人種的に差別

を受けてきた人，女性，障
しょう
がいのある人などで，教育や就

しゅう

職
しょく
，政治などの場において，一定の枠

わく
や機会を設

もう
けるなど

の措置が行われている。
　社会の構造によって生じた不

ふ
利
り
益
えき
——長年差別されてき

たとか，社会的に不利な扱
あつか
いをされがちといった状況は，

個人の努力だけでくつがえすのは難しいし，社会として正
していくべきことだろう。
　とはいうものの，このような措置には常に議論がつきま
とう。措置の対象とならない人からすれば，自分が不利に
扱われており，「逆

ぎゃく
差
さ
別
べつ
」だと感じ不

ふ
満
まん
を抱

いだ
くこともある

かもしれない。
　アメリカの大学入学選考においては，これまでも訴

そ
訟
しょう
が

起こされ，その判断はゆれ動いてきた。あなたは，このよ
うな格差是正措置が必要だと思うか，それとも行う必要は
ないと思うだろうか？

　2023年，アメリカで，最高裁判所が出したある判
はん

決
けつ

に注目が集まった。大学の入学選考における積極的格
かく

差
さ

是
ぜ

正
せい

措
そ

置
ち

（アファーマティブ-アクション）について
の裁判で，最高裁は違

い

憲
けん

の判
はん

断
だん

を下したのである。
　裁判で訴

うった

えられたのは，ハーバード大学とノースカ
ロライナ大学で行われている，入学選考で人種を基

き

準
じゅん

の一つとして，黒人やヒスパニック系の学生について
考
こう

慮
りょ

している措置は，白人やアジア系の学生が不
ふ

利
り

に
なり，差別だというものであった。
　これに対し，最高裁は，人種を考慮することは，「法
の下の平等」を定めた憲法修正14条に違

い

反
はん

するとの判
断を示した。長年多くのアメリカの大学で行われてき
た措置についてのこの判断には，賛

さん

否
ぴ

両方の声があ
がっている。

大学入学選考での格差是正措置に違憲判決事例

調べてみよう
⃝クオータ制
⃝パリテ法（フランス）　⃝法

ほう
定
てい
雇
こ
用
よう
率（日本）

⃝学校の入学や，会社への入社において，
　何らかの「枠

わく
」や基準を設けている例

⃝政治分野，行政分野，民間企業で行われている措置　
⃝アメリカ以外の国で，憲法判断がされた例はあるか

上の主張の例も参考に，自分の意見をまとめてみよう。
　▶アファーマティブ -アクションがあった方がよいと思う分野がありますか？
　▶アファーマティブ -アクションは行わない方がよいと思う分野がありますか？
　▶差別や格差を減少していくためには，どんなことが有効だと思いますか？

論拠をもとにした主張 資料と検討をもとに自分の立場を説明・主張してみよう。

アファーマティブ-アクションを行うことは必要？
必要ではない？

格差がなくなるまでは行うべき。
積極的に介

かい
入
にゅう
しないと，格差が固定さ

れたままになってしまう。

社会的な不利は，自己責任だけで解決
できることじゃないよ。

社会全体の多様性が，いろんな分野で
も反映されるべき。そのための調整は
必要。

能力や実力で評価すべき。
実力では負けていないのに落とされ
たりしたら，不公平だよ。

優
ゆう
遇
ぐう
措置をあてにしないで，自

じ
助
じょ
努力

すべきだと思うな。自立しないと。

格差が解消したという判断はどうや
るの？　いったん優遇措置を始めた
らやめられなくなるのでは。

措置は必要 措置は必要ではない

アファーマティブ -アクション
不利な立場を考慮する措置は必要？
それとも「逆差別」？

関連ページ
ロールズ→p.36
　平等権→p.64

公共的な見方・考え方を意
い

識
しき

しよう。

自分とは違
ちが
う境

きょう
遇
ぐう
や立場の状況を意識する

　社会には，いろいろな境遇・立場の人がいる。社会
のしくみを作るときにはそのことを考

こう

慮
りょ

する必要があ
る。自分とは違う立場を，どうしたら意識することが
できるだろうか？
　ロールズの「無

む

知
ち

の
ヴェール」を参考に考え
てみよう。

2

（ p.36）

さまざまな「平等」のあり方を意識する
　一口に「平等」と言っても，どんな状態が平等なの
か，その考え方はいろいろある。
次の言葉を調べて，どのようなあり方が公

こう

平
へい

か，考え
てみよう。
⃝絶対的平等
⃝相対的平等
⃝機会の平等
⃝結果の平等

1

アファーマティブ -アクションの対象となっ
ているのはどんな人か調べる

アファーマティブ -アクションの考え方が生
まれた背

はい

景
けい

を調べる

アファーマティブ -アクションについて問題
点や議論があるか調べる

その他
どんな資料を見たり，作業をしたりするとよ
いだろうか？

アファーマティブ -アクションにはどんな方
法があるか調べる

アファーマティブ -アクションとはどんなも
のか調べる

アファーマティブ -アクションが行われてい
る例を調べる

検
けん

討
とう

・意見の形成のために，
どんな作業や資料が必要だろうか？

考えて
みよう

「公民権運動に献身する人々に対して， 『あなたはいつ
になったら満足するのか』と聞く人たちもいる。」

「あなたはもう自由なのだから，好きなところに行ける
し，好きなことができる。好きな指導者を選ぶこともで
きる』と言うだけでは，何世紀にわたって黒人が負って
きた傷をぬぐい去れるものではない。『これからは他の
人と自由に競争ができる』と言うだけでは，何年も鎖

くさり

に
繋
つな

がれ，よろよろと歩いてきた人を同じ競争のスタート
ラインに立たせることはできない。」

是正措置が行われてきた背景は？

（1963年ワシントン大行進におけるキング牧師の「私には夢
がある」演説より）

（1965年にジョンソン大統領がハワード大学で行った演説より）

■1　ルワンダの国会　ルワンダでは，憲法で国の指導的機関の地位
のうち少なくとも 30％を女性が占めることを定めている。2020年
の国会における女性議員の割合は 61.3％となっている。

第１部 ◆ 「公共」とはなんだろう 5150

第
１
部

第３章 ◆ ルールや法はなんのため

第
３
章

法

QR
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　 生徒の興味・関心を喚起する多様な素材   ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●

▶中学校での学習をふり返りながら基礎的な内容を確認するテーマ学習，「Check Box」を設けました。
テーマ学習「ズームアップ」では，本文の内容を深めるさまざまな話題を取り上げました。

▶本文と関係させた事例や事項，思考実験などを示す「アプローチ」は，各分野にまんべんなく配置し，
生徒が興味・関心を持てるような問いを提示しました。

　 多様な課題探究活動の例示とスキル   ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●

▶「第３部　私たちが創る持続可能な社会」は，学習指導要領に則り，科目のまとめとして位置づけて
構成しました。課題を追究したり解決したり，取りまとめて発表したりする活動を例示しました。

▶「１ いきいきとした地域を創るには」では，地域づくりへの参画の参考事例を示しました。「２ 少子
高齢社会の現在と将来」では，資料の読み取りを行い，現状や要因の分析を行います。�

　「３ 情報社会　個人情報の扱いは？」では，個人情報の取り扱いの問題について，ディベートを用い
て考察します。「４ 持続可能な資源・エネルギー利用とは」では，資料を検討してメリット・デメリッ
トを整理した上で，構想する活動を例示しています。「５ 地球温暖化に国際社会で取り組むには」で
は，合意形成をめざす上でのプレゼンテーション活動を例示しました。

▶「課題探究のスキル」では，課題探究のための具体的な手法とその考え方を記述しました。課題設定
のためのヒントやメディアリテラシーなど，生徒が読んで理解できるよう工夫しています。

③

④

Check Box

１ 日本経済の進展１

２ 日本経済の進展２

３ 国際社会の動向と日本

４ 世界経済の動向

ズームアップ

１ 世界の宗教

２ 世界の思想

３ 日本の思想

４ 世界の統治機構

５ 世界の選挙事情

６ 世界の政治参加

７ 経済思想と経済体制

８ 需要曲線・供給曲線のシフト

９ 非価格競争

10 よりよい経済社会をめざして

1

5

10

15

20

第２部◆現代社会のしくみと課題94

　日本の男女普通選挙権は，太平洋戦争終了後の 1946 年
に実

じっ
施
し

された。2015 年には，憲法改正国民投票法との整
合性などを理由に，選挙権年齢が 20 歳以上から 18 歳以
上に引き下げられた。しかし，欧米のように「私たちに選
挙権をよこせ！」という運動の結果ではなかったため，日
本の若者は欧米に比べると選挙への意識が異なるとの指

し
摘
てき

がある。
■選挙に行かないとペナルティがある？
　世界的に見ると，選挙権の行

こう
使
し

（投票）を国民の義務と
して，棄

き
権
けん

すると罰
ばっ

則
そく

が科せられる国は珍しくない。この
点，日本国憲法では，選挙権はあくまで国民の「権利」で
あって「義務」ではないと解されている。「義務投票」の
国の投票率は 90％前後であるが，義務投票制ではないデ
ンマークやスウェーデンなども 85％を超えている。日本
はどうだろうか。
　選挙権の行使は，自分の考えを国のあり方に反

はん
映
えい

できる
権利，チャンスである。「選挙は，日本の将来を決めるこ
と」である。「高校授業料無

む
償
しょう

化」「赤
あか

字
じ

国
こく

債
さい

」「年金」「奨
しょう

学
がく

金
きん

」はどうしたらよいのか？　私たちの意思表示が必要
である。一票を大切に投じよう。

■「18歳選挙権が実現！」その背景にあるものは？
　ヨーロッパの市民革

かく
命
めい

によって身分に関係ない選挙権は
獲
かく

得
とく

されていくが，はじめのころは男性のみの選挙権で，
さらに所

しょ
得
とく

などによる制限があった。その後，イギリスの
チャーチスト運動などを経

へ
て 20 歳男子普

ふ
通
つう

選挙になって
いく。
　女性の参政権については，18 世紀フランス革命の影響
などのなかから，女性の政治への参加を求める声があがり
始めた。初めて女性の参政権が認められたのは，1893
年，ニュージーランドの選挙権である。日本でも，明治・
大正時代から女性の参政権を求めるうごきがみられた。
　第一次世界大戦がはじまると，前

ぜん
線
せん

に多くの兵士が送り
だされ，男手が足りなくなった軍

ぐん
需
じゅ

工場での生産や物資の
輸送などが女性の手によって行われるようになった。その
女性たちから国政参加の要求がおこり，第一次世界大戦終
了後，男女平等の普通選挙権が多くの国で確立していく。
　その後，たとえばアメリカでは，ベトナム戦争当時に
18 ～ 25 歳の男性に徴

ちょう
兵
へい

が課せられていたので「命をか
けることを強制されるのだから，戦争に対する賛

さん
否
ぴ

に意見
を言う権利があってしかるべき」との考え方から 18 歳へ
選挙権が引き下げられた。

世界の選挙事情Check
 Box

チェック

ボックス

考えてみよう 考えてみよう

経済 QA

アプローチ

&&

キーワード

55

義務投票制を採用している国
　★罰則適用が厳格な国・地域
　▲罰則適用が厳格でない（不明）な国・地域
　◎罰則が定められていない国・地域

20歳以上　
18～19歳
16～17歳
資料なし

★ベルギー

★スイス

★ルクセンブルク

★キプロス

★フィジー

★ナウル

★ウルグアイ

▲ギリシャ

▲リヒテンシュタイン

▲ガボン

モンゴル

日本（18歳）

北朝鮮（17歳）

韓国（19歳）

ロシア（18歳）

▲パナマ
▲エクアドル（16歳）

▲チリ

▲ペルー

▲ベネズエラ

▲パラグアイ▲ボリビア
▲エジプト

◎イタリア

◎タイ

◎フィリピン
◎メキシコ

◎コスタリカ

◎グアテマラ

◎ホンジュラス
◎ドミニカ共和国

▲トルコ

★オーストラリア

▲ブラジル（16歳）

▲アルゼンチン

オーストリア（16歳）

コートジボワール
（21歳）

カメルーン（20歳）

パキスタン（21歳）

キューバ（16歳）

ニカラグア（16歳）

インドネシア（17歳）

アメリカ（18歳）

カナダ（18歳）

クウェート（21歳）

アラブ首長国連邦
（首長国によってことなる）

マレーシア（21歳）

台湾（20歳）

東ティモール（17歳）

▲

map01.ai
135mm×75mm

問 1 選挙権年齢が「18 歳未満」
問 2�  16 歳選挙権の国：ブラジル，キューバ，ニカラグア，エクアドル，オーストリアの 5 か国 

17 歳選挙権の国：インドネシア，東ティモール，北朝鮮の 3 か国

■1おもな国・地域の選挙権年齢
（2015年）
問 1　�地図中のピンク色の国

は，ある共通点があ
る。何だろうか？

問 2　�16 歳や 17歳選挙の
国をあげてみよう。

（解答はページの下にあります）

第
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政
治

1
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10

15

第２章 ◆ 私たちの生活と政治 97

主義（コマーシャリズム）に走り，興味本位の内容や，低俗で刺激的な
欲求を満たす情報，誇張した表現でスキャンダル情報を好んであつかう

扇情主義（センセーショナリズム）が指摘されることがある。偏った大
量の報道情報は，大衆の政治的無関心

❹
を助長する一因となっているとも

いわれる。

近年にわかに影
えい
響
きょう
力
りょく
を拡大しているのが，インタ

ーネットを利用したメディアである。インターネ
ット上では，情報を手軽に発信・受信したり，双方向でやり取りしたり

することができ，世界中の利用者とつながることも可能である。

　このような特性から，マスメディアだけでなく，個人，企業，行政機

関など，さまざまな主
しゅ
体
たい
がインターネットで自ら情報を発信している。

SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）では，情報の共有・拡
かく
散
さん

も容
よう
易
い
である。インターネット利用時間は近年増加しており

❺
，今後はイ

ンターネット上の情報が世論形成の鍵
かぎ
をにぎると考えられる。政治参加

に効果的・積
せっ
極
きょく
的
てき
に活用していくべきであろう。

　ただし，ネット上の情報にも，扇
せん
動
どう
的なものや，誤

あやま
り，故

こ
意
い
のウソな

どが混じっている
❻
。批

ひ
判
はん
的な視点をもって考え，情報を的確に見きわめ

るメディアリテラシーを身につけることがますます重要になっている。

情報化社会にお
ける世論形成

ソーシャルメディアと民主主義
　インターネットによる情報提供なしに，「アラブの春」
（2010 年から 2012 年にかけてアラブ世界において発生し
た，かつてない大規模な反政府デモ）はなかったといわれる
ことがある。しかし，その一方で，近年顕著な国内世論の二
極分化や自国優先主義がまん延している背景に，自分の志向
にあった情報だけをプッシュ型で提供してくれる SNSの存
在を指摘する見解もある。
　私たちは，さまざ
まな情報をさまざま
なメディアから得ら
れる環境にある。全
体を見失わないよ
う，情報をバランス
よく収集することが
大切である。

Check
 Box

チェック

ボックス

考えてみよう 考えてみよう

経済 QA

アプローチ

&&

キーワード

19

「メディアリテラシー」とはどうい
うものか，またそれを身に付けるた
めに必要なことは何か考えてみよ
う。

Check
 Box

チェック

ボックス

考えてみよう 考えてみよう

経済 QA

アプローチ

&&

キーワード

❹政治的無関心
国民が政治への興味や関心を失うことを
いう。政治への無力感や絶望感から政治
参加の意欲を失くし，選挙を棄

き
権
けん
するな

どの現象があらわれる。
❺インターネットの広がり
アメリカでは，インターネットによる広
告収入や利用時間がテレビや新聞のそれ
を上回る水

すい
準
じゅん
に達し，アメリカの地方自

治を支えてきた地方新聞は衰
すい
退
たい
が著し

く，アメリカの地方自治にとっても大き
な課題となっている。
❻ネット上での表現の自由と規制
SNS で，たとえば政治的なフェイク・
デマ，扇動的なプロパガンダなどについ
て，規制が必要なのかどうか，表現の自
由との関係から議論されている。規制す
べきではないのか，規制するとしたらど
のような基準で規制するのか，民間企業
であるデジタルプラットフォーマーが自
主的に規制をかけるのか公的に規制する
のかなど，問題は複雑である。

Check
 Box

チェック

ボックス

考えてみよう 考えてみよう

経済 QA

アプローチ

&&

キーワード

Check
 Box

チェック

ボックス

考えてみよう 考えてみよう

経済 QA

アプローチ

&&

キーワード

4　その意見は誰の意見
だろう？　インターネッ
トは，世界の多くの人た
ちとつながり，多くの情
報を得ることもできる
が，アルゴリズムなどに
よって個々の好みの情報
や集団に偏ってつながり
がちな面がある。このよ
うな傾向をエコーチェン
バー，フィルターバブル
などと表現することもあ
る。情報の発信者はどう
いう人たちなのか，「みんなの意見」の「みんな」は誰なのか，意識し
てみよう。

■3　強権政治からの解放を喜ぶ女性
（リビア，2011年）

ネットに
書き込む人

見るだけの人

「ネット世論」を形成するのは誰？

ネットをあまり使わない人

その情報を見ていない人

QR

二次元
コード
掲載
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 対照表２

図書の構成・内容 学習指導要領の内容 該当箇所 配当
時数

第１部　「公共」とはなんだろう Ａ 公共の扉 13

第１章　社会で生きるということ
１　私たちと青年期
公共ステップアップ 1　欲求と葛藤
２　私たちと社会
３　人間の社会と文化
ズームアップ１　世界の宗教

（１）公共的な空間を作る私たち 18 ～ 27
ページ ４

第２章　みんなが幸せな社会とは？
１　よく生きるとは？　徳
ズームアップ２　世界の思想
ズームアップ３　日本の思想
２　幸福な社会とは？　功利主義
３　幸福な社会とは？　正義の原理
公共ステップアップ２	生命と科学技術の問題と倫理
公共ステップアップ３	環境問題と人間の活動

（２）公共的な空間における
人間としての在り方生き方

28 ～ 43
ページ ６

第３章　ルールや法はなんのため
１　社会と法
２　法はなぜ必要なのか
公共ステップアップ４　社会のルールをどうつくる？

（３）公共的な空間における
基本的原理

44 ～ 51
ページ ３

第２部　現代社会のしくみと課題 Ｂ 自立した主体としてよりよい
社会の形成に参画する私たち 45

第１章　私たちの社会と憲法
１　個人の尊重と社会
２　民主主義と立憲主義
３　日本国憲法の成立と基本原理
４　自由権とは
５　平等権とは
６　社会権　人間らしく生きる権利
７　参政権・請求権　公共の福祉
公共ステップアップ５　政治に参加する方法
８　新しい人権

（１）主として法に関わる事項 54 ～ 73
ページ ８

第２章　私たちの生活と政治
１　日本の統治機構
ズームアップ	４　世界の統治機構
２　国会のしくみとはたらき
３　内閣と国の行政機関
４　司法権と裁判のしくみ
５　紛争解決のしくみ
公共ステップアップ６　あなたも法廷に？裁判員制度
６　地方自治の役割と現状　
７　選挙のしくみ
８　政党と政治参加
ズームアップ５　世界の選挙事情
ズームアップ６　世界の政治参加
９		民主政治の原理と世論
公共ステップアップ７　情報発信のしかたに注意！

（２）主として政治に関わる事項 74 ～ 99
ページ 12
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図書の構成・内容 学習指導要領の内容 該当箇所 配当
時数

第３章　平和主義と日本
１　日本の平和主義と憲法
２　日本の安全保障政策
３　日本の外交と平和な社会の構築

（２）主として政治に関わる事項 100～ 107
ページ ３

第４章　私たちの生活と経済
１　私たちの生活と経済活動
ズームアップ７　経済思想と経済体制　
２　市場経済のしくみ　
ズームアップ８　需要曲線・供給曲線のシフト
ズームアップ９　非価格競争
３　市場の限界と対応
４　企業の経済的役割
５　金融機関の役割
公共ステップアップ８　くらしの中の金融と社会
６　国民経済と景気変動
７　政府の経済的な役割
８　税と日本の財政の課題
Check	Box	1　日本経済の進展１
Check	Box	2　日本経済の進展２
９　さまざまな産業とその変化
公共ステップアップ９　職業の選択
10　労働に関する制度と課題
公共ステップアップ 10　労働契約と労働法
公共ステップアップ 11　契約と消費者問題
11　社会保障制度の意義
公共ステップアップ 12　くらしの中の社会保障
ズームアップ 10　よりよい経済社会をめざして

（３）主として経済に関わる事項 110～ 151
ページ 14

第５章　国際政治・経済と日本
１　国際社会と国際法
２　国際連合と国際機関
Check	Box	3　国際社会の動向と日本
３　軍縮と平和への取り組み
公共ステップアップ 13　平和を構築するには
Check	Box	4　世界経済の動向
４　貿易・外国為替
５　発展途上国・地域経済統合
公共ステップアップ 14	
	 経済のグローバル化と相互依存
６　持続可能な国際社会
公共ステップアップ 15　日本の国際貢献を考える

（２）主として政治に関わる事項

（３）主として経済に関わる事項
154～ 177

ページ ８

第３部　私たちが創る持続可能な社会 Ｃ 持続可能な社会づくりの
主体となる私たち 10

１　いきいきとした地域を創るには
２　少子高齢社会の現在と将来
３　情報社会　個人情報の扱いは？
４　持続可能な資源・エネルギー利用とは
５　地球温暖化に国際社会で取り組むには

180～ 189
ページ 10

計 68


