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500 円硬貨発行（1982 年）
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この年、人類が初めて月面に降り立ちました。
それからおよそ 60 年後の2028 年、アメリカ
主導の月探査「アルテミス計画」で、日本人宇
宙飛行士が月で「一歩」を刻むかもしれません。
アポロ11号による人類初の月面着陸で、月面に立てた星条旗の
横を歩くオルドリン飛行士＝1969 年７月、アメリカ航空宇宙局
(NASA) 提供
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賞状を三木武夫首相（右、当時）に見せる喜びの表情の佐藤元首相
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円の対ドル為替レートを１㌦＝360円から
308円に切り上げた翌日の
東京証券取引所の様子

　1945 年に第二次世界大戦が終結してから、2025 年で80 年が
たちます。総務省の人口推計によれば、総人口に占

し
める戦後生ま

れの世代の割合は 9 割に迫
せま
ろうとしています（2023 年10月１日

時点）。同時に、戦争の記
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は「過去のもの」になりつつあります。

私たちはこの 80 年間、どのような歩みを進めてきたでしょうか。
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金閣寺放火事件（1950 年）

福岡県の三井三池炭鉱三川坑で炭じん
爆発（1963 年）

アメリカがビキニ環礁で水爆実験（1954 年）

日本国憲法制定後の第1回参議院議員通常選挙（1947年）

アメリカのケネディ大統領
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しました。ノーベル賞委員会の委員長は「核兵器のない世界
を実現するために尽

じん
力
りょく
し、核兵器が二度と使用されてはなら

ないことを証言によって示してきた」と授賞理由を述べました。
ノーベル平和賞受賞決定の知らせに、涙を流す広島県被団協の箕牧智之理事長
（右）。左は高校生平和大使=広島市役所で2024 年10月

ロシアによるウクライナ侵攻で犠牲になった
身元不明の遺体を埋葬した墓地＝ウクライ
ナ・ブチャで2022 年８月ＪR 福知山線脱線事故（2005 年）

イスラエルとイスラム組織ハマスの紛争が始ま
り、多くの建物が破壊された＝パレスチナ自治
区ガザ地区南部で2024 年9月

ベルリンの壁崩壊（1989 年）

阪神大震災（1995 年）

グリコ・森永事件（1984、85 年）

イギリスでサッチャー氏がヨーロッパ及び
先進国初の女性首相に就任（1979 年）

長崎県の雲仙・普賢岳が噴火し、
大規模な火砕流が発生（1990～96年）

新型コロナウイルスの
ワクチン接種開始（2021年）

熊本地震（2016 年）

アメリカ同時多発テロ（2001年）
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　写真が表している事件
や事故、社会の変化の背
景にはどんなことがあっ
たのか、調べてみよう。

東日本大震災

2011

2022 2023

2024

グラフのココに注目しよう！
グラフには多くの種類があり、それぞれに特

とく
徴
ちょう
があります。また、グラフを構成する要素には重要

な役割があります。これらを押
お
さえて、グラフをきちんと読み取りましょう。

「何についてのグラフか」を一言
で示しています。	

タイトル

種 類

軸   
目盛りや単位が示されています。
右のグラフのように左右両側に軸
がある場合は、「どちらの軸を見る
べきなのか」にも注意しましょう。

注 釈
「どのデータに基づいてグラフを
作ったのか」を示しています。グ
ラフを読み取るうえでの注意事項
が書かれている場合もあります。

新聞やテレビなどのニュース、役所や企業のウェブサイト、本、雑誌……。グラフは
さまざまな場面で使われています。「データを目で見て分かりやすく表現する」のに適して
いるからです。丁寧に読み取って、正確な情報を手に入れましょう。このページで紹介する
ポイントは、リポートやプレゼンテーションなどのためにグラフを作るのにも役立ちます。

外国人技能実習制度を創設
（1993年）

※法務省「在留外国人統計」などを基に作成。
　2022年は6月末時点、他は12月末時点
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※一般社団法人キャッシュレス推進協議会の資料を基に作成

グラフ読解のツボ

　全ての数値を一つ一つ見るというよりは、特
徴的な部分（最大値、最小値、増加・減少傾向）
に着目して読み取ることがポイントだよ。

▼�日本で暮らす外国人の数の推移

▼主要国のキャッシュレス決済比率（2021年）�

▼日本を訪れた外国人旅行客
　（訪日客）数と消費額の推移

※2022年。プラスチック循環
　利用協会の資料を基に作成 

▼家庭などから出るプラごみ

グラフの種類として、代表的な三つを紹介します。
それぞれ「得意なこと」があり、「基になっているデータの性質」や「作り手
が伝えたい情報」によって使い分けられます。

棒グラフ
棒の高さで項目ごとのデータを示し、その大小を比べるのに
適しています。データの推移（時間に伴う変化）を示すために
使われることも多いです

折れ線
グラフ

項目ごとのデータを直線で結び、折れ曲がった線で主にデー
タの推移を示します。データの増加・減少傾向を示すのに適
しています

円グラフ

円を用いて、データ量全体のうち各項目がどのくらいの割合
を占めているかを示します。各項目の合計は100％になりま
す（四捨五入のため100％にならない場合もあります）。データの
推移を示すのには不向きです
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　2013年から2021年の８
年間で半減したのかな？

こんなグラフに注意しよう！

軸の取り方によって
見た目が変わる

「これまでの実績」と
「今後の予測」を区別する

地図上で示されたデータを読み解こう！

「データを目で見て分かりやすく表現する」ために地図が使われる場合もあります。表やグラフよ
りも、データの傾

けい
向
こう
を地理的な特徴と結びつけて示すのに適しているからです。

ひつじじちゃんがグラフを読み取っています。その分
ぶん
析
せき
は正しいでしょうか？　気をつけるべき点

を確認しましょう。
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アメリカ
5244発

ロシア
5889

中国
410

フランス
290イギリス

225

インド
164

イスラエル
90
パキスタン
170

北朝鮮
30

▼日本の温室効果ガス総排出量
　の推移

▼不登校の小中学生の数の推移

▼国・地域別の推定核弾頭数（2023年1月時点） ▼2050年の都道府県別総人口指数（2020年＝100）

　縦軸の最小値が10億㌧だ
から、半減したように見え
るだけだよ。縦軸の最小値
を０にすると下のグラフの
通り。「縦軸の最小値＝０」
とは限らないし、波線を
使って途中が省略されてい
る場合もあるんだ。

　ここ10年ほどは増え続け
ているから、今後も右肩上が
りなのかな？

　地図の向きは原則「上が北」だ
けど、そうじゃない場合もあるよ。
方位記号を確認しよう。

　例えば左の地図からは「日本の周辺には、核弾頭
を持っている国・地域が複数ある」、右の地図から
は「人口の減り方は、東北地方や四国地方で大きい
と予測される」、ということが一目で分かるね。

　これまで増え続けているからといっ
て、その傾向が今後も続くとは限らない
よ。「これまでの実績」と「今後の予測」
が一緒に示されているグラフもあるけれ
ど、色分けされていたり、注釈に書かれ
ていたりするのが基本だよ。

100以上
90以上
80以上
70以上
60以上
60未満

※�国立社会保障・人口問題研究所
　�「日本の地域別将来推計人口」（2023年発表）を基に作成

10

12

14

16

2012 15 18 21 22年度

（億㌧）

※文部科学省の資料を基に作成
※�環境省の資料を基に
作成。ＣＯ２換算

※�ストックホルム国際
平和研究所の報告を
基に作成。解体待ち
の弾頭を含む
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ニュースのことば

■ｉＰＳ細胞　神経や臓器など、体のさまざまな部分に成
長する能力を持つ細胞の一種。正式名称は「人工多能

性幹細胞」で、皮膚などの細胞に特定の遺伝子を組み

込んで作製する。京都大学の山中伸弥（しんや）教授

が初めて作製に成功し、2012年にノーベル生理学・医

学賞を受賞した。再生医療への応用や難病の治療、新

薬開発などの現場で実用化に向けた研究が進んでいる。

■アメリカ同時多発テロ　アメリカで 2001 年９月 11
日、ハイジャック（乗っ取ること）された旅客機が

ニューヨークの世界貿易センタービルなどに突入した

事件。日本人を含む約 3000 人が死亡した。アメリカ

は「テロとの戦い」を掲げ、犯人をかくまっていると

してアフガニスタンを攻撃。2003 年には大量破壊兵

器を隠し持っているとしてイラクも攻撃したが、大量

破壊兵器は見つからなかった。

■安全保障関連法　2015年に成立。主な内容の一つが「集
団的自衛権」に関するものだ。集団的自衛権とは、自

国と密接な関係にある国が攻撃された時、自国が攻撃

されていなくても反撃できる権利のことを指す。この

集団的自衛権について政府は長年、「国際法上は使う権

利を持っているが、使うことはできない」との立場だっ

た。その根拠となっていたのが、日本国憲法９条の解

釈だ。安倍晋三内閣は2014年、この解釈を変更し、「一

定の条件の下で使うことができる」とした。これを踏

まえて、集団的自衛権を実際に使うためのルールが安

全保障関連法で定められた。政府は「国民の命と平和

を守るために必要だ」と説明するが、「解釈の変更は無

理やりで、憲法違反だ」といった批判もある。

■イスラエル　ヨーロッパからパレスチナに移住したユ
ダヤ人（ユダヤ教徒）が 1948 年に建国。背景にはヨー

ロッパにおけるユダヤ人迫害の歴史がある。しかし、

ユダヤ人の移住はパレスチナ人（パレスチナ地方に住

むアラブ人で、多くはイスラム教徒）との対立を生ん

だ。国際連合の総会は 1947 年、パレスチナの地をユ

ダヤ人の国とパレスチナ人の国に分けることを決議し

た。決議を受け入れ建国したイスラエルは、決議を拒

否して攻め込んできた周辺のアラブ諸国を撃退。その

際、約 70万人のパレスチナ人難民が発生した。

■（消費税の）インボイス　主に企業と企業の取引にお
いて、どれに消費税率８％（あるいは 10％）が適用

されるかを正確に把握できるようにするための書類の

こと。「適格請求書」ともいい、2023 年 10 月から導

入された。

■ウラン濃縮　ウランは自然界にある金属の一つ。核分
裂（ 「核分裂」の項目）しやすい「ウラン 235」が 0.7％
含まれ、残りは核分裂しにくい「ウラン 238」だ。

遠心分離機などでウラン 235 の割合を３〜５％に高

めると、原子力発電の燃料になる。90％以上に濃縮

すると、核兵器（原子爆弾）をつくれてしまう。

■欧州連合（ＥＵ）　第二次世界大戦の反省に立ち、ヨー
ロッパの統合を目指す地域統合体。1993 年のマース

トリヒト条約によって設立され、27 カ国が加盟して

いる。うち 20カ国は共通通貨「ユーロ」を導入。人・

モノ・資本・サービスの移動は自由で、加盟国間の関

税はない。近年はイギリスが離脱するなど課題も抱え

ている。

あ

＊ここまでのテーマに出てきた言葉のうち補足が必要な言葉や、最新ニュース
を理解するために知っておきたい言葉について簡潔に説明します。

＜国内の「法律や条例」の制定や改正に関する言葉＞
●公布：�新たに制定されたり、改正されたりした法律や

条例を、国民や住民に広く知らせること。
●施行：�制定・改正された法律や条例の効力（ルールと

しての効き目）を生じさせること。
＊�施行日の決め方には「法律の中で施行日を定めておく」
「後日、内閣が定める」などのパターンがある。　

＜国際的な「条約」に関する言葉＞
●署名：�各国が条約に賛同して、内容を確定する手続き。
●批准：�署名した国が、条約を締結していいかどうか自

国の議会などにはかり、認められれば、他国に
対して条約への参加を正式に約束する手続き。

●発効：�あらかじめ決めておいた条件（批准した国の数な
ど）を満たして、条約の効力が生じること。発
効すると批准国はその条約に従う義務を負う。

＊�日本の場合、条約を締結する権限は「内閣」にある。た
だし、国会の承認を事前か事後に得る必要がある（日
本国憲法73条）。

多くの分野のニュースでよく出てくる言葉

　テレビや新聞などのニュースでよく見聞きする
基本的な言葉を押さえよう！
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ある集団で物事を決めることを、広い意味で
政治といいます。その方法はいくつかあります。
多くの場合は、集団に属する人々（構成員）が
話し合いなどで物事を決める、という方法がと
られています。こうした制度や考え方を民主主
義といいます。
例えば、学校の文化祭でクラスの出し物を決
める時、学級会で議論することも民主主義の一
例です。構成員全員が物事を決める手続きに関
わる方法を直接民主主義といいます。
国のように集団の規模が大きくなる場合は、
構成員が自分たちの意見を代弁してくれる代表

者を選んで、その代表者が政治を担う方法もあ
ります。これを間接民主主義といいます。特に、
代表者たちが議会で話し合って物事を決めるや
り方を議会制民主主義と呼び、日本をはじめ多
くの国々で採用されています。代表者を選ぶこ
とを選挙といい、民主主義を支える重要な仕組
みです。　

民意を代表者に託す「選挙」

　ものの考え方は人によってさまざま。できる
だけ多くの国民が納得する政治が行われるに
は、国民の多様な意見が議会に反映される必要
があるよね。そのために選挙制度の見直しが重
ねられてきたんだ。ただ、選挙を巡っては今も
さまざまな課題があるよ。

「被選挙権」引き下げに賛成？ 反対？

▪賛成だ
・�2024年の衆議院議員選挙で、20代の当選者は３
人だけ。若い世代を代表する人が少なすぎる。

・�激しく急速に変わる社会に対応するには、より
柔
じゅう
軟
なん
に行動できる若い政治家が必要だ。

▪反対だ
・�人生経験の少ない若者には、有権者の多様な意
見をくみ取って政治をするのは難しい。
・�10 ～ 20代は投票率が低く、そもそも政治に関
心がないことをまず問題にすべきだ。

No?
Yes?

私たちの民主主義
KEYWORD：
普通選挙100年、投票率、１票の格差、マイナカード

1

POINT 

一定の年
ねん
齢
れい
に達した全国民が選挙権（選挙で投票する権利）を持

つことを、普
ふ

通
つう

選挙といいます。日本で普通選挙の制度ができてか
ら、2025年で100年を迎

むか
えます。しかし当時、選挙権を与

あた
えられた

のは、25歳
さい
以上の男性のみでした。男女普通選挙が実現したのは、

第二次世界大戦後の1945年のことです。同時に選挙権は「20歳以上」
になりました。2016年には「18歳以上」に引き下げられ、2022年に
成人年齢が18歳になる先がけとなりました。

普通選挙と「18歳選挙権」

　選挙権年齢が「18歳以上」なのに対して、被選挙権（立候補する権利）年齢はそれよりも高いです。
例えば衆議院議員と地方議会の議員は「25歳以上」、参議院議員と都道府県知事は「30歳以上」です。
これについて「被

ひ
選
せん
挙
きょ
権
けん
年齢を引き下げるべきだ」という意見があります。あなたはどう考えますか。

▲投票しやすいよう期日前投票（ 136
㌻）の投票所が設けられた高校で、投票
用紙に候補者の名前を書く生徒＝三重県
で2022年

練習問題 96ページへ

10

内閣総理大臣（首相）を約３年間務めた岸
きし
田
だ

文
ふみ
雄
お
氏に代わり、石

いし
破
ば
茂
しげる
氏が2024年10月、首

相に就任しました。石破氏は第二次世界大戦後
で最も早い就任８日後に衆議院を解散し、10
月中に衆院選が行われました。
投票率は戦後３番目に低い53.85％でした。

有権者の約半数が自らの意思を示す機会を放
ほう
棄
き

した形です。衆院選は５回連続で50％台と伸
の
び

悩
なや
み、特に選挙権年齢の引き下げ後も10～ 20
代の若者の投票率が全体を下回ってきました。
少子高

こう
齢
れい
化
か
（ 42㌻）で若者は高齢者より人

数が少なく、そのうえ投票率も低いと、政治に
若者の意見は届きにくくなってしまいます。
低い投票率の背景には政治への無関心がある

と言われます。しかし、例えば2009年の衆院

選では投票率が69.28％と高く、政権交代が起
きました。選挙には、時に有権者が強い関心を
示すことで、政治に変化を生む力があります。
参議院議員選挙の投票率はより低い傾

けい
向
こう
が続

いていますが、2025年夏の参院選はどのよう
な結果になるでしょうか。

伸び悩む投票率

2024年の衆院選では過去最多の73人の女性が
当選し、衆議院議員に占

し
める女性の割合は15.7％

に伸びました。参議院では61人で、25.4％です
（2024年12月時点）。ただ、世界的にみて日本は
女性議員が少なく、特に衆議院は184カ国中141
位（同）です。
女性議員を増やすにはまず、選挙に立候補す

る女性を増やす必要があります。そこで2018年、
政治分野における男女共同参画推進法が施

し
行
こう
され

ました。政党などに対して、国や地方での選挙の
候補者数をできる限り男女均等にする努力を求め
る法律です。2024年の衆院選では、当選者だけ
でなく、候補者でも女性が過去最多の314人で、

全候補者（1344人）の23.4％になりました。し
かし、「2025年までに35％にする」という政府
の目標には遠く、政党の自主的な努力に任せるの
では限界がある、という指

し
摘
てき
もあります。

少ない日本の女性議員
Check

級3

これあり !?  選挙ポスターに異変
PLUS

2024年７月の東京都知事選挙で、選挙ポス
ターの掲

けい
示
じ
板
ばん
に候補者と無関係な動物の写真や

広告などが並ぶ「異変」がありました。ある政
治団体が、寄付した人にポスターを張る権利を
譲
ゆず
り渡

わた
したためです。選挙運動のルールを定め

た法律（公職選挙法）で、ポスターの大きさは
決まっていますが、内容は規制されていません。
「立候補する人はそんなことはしない」という
「性善説」に基づいているからです。法改正が
検討されていますが、ルールの「抜

ぬ
け穴」を突

つ

く行
こう
為
い
との「いたちごっこ」が続いています。

▲

東京都知事
選挙の掲示
板に張られ
た犬のポス
ター＝

　2024年７月

▼国政選挙の当選者に占める女性の割合の推移
27.4％（2022年）

15.7％
（2024年）
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22のテーマで　時事の基礎を学ぶ

▶︎KEYWORD︎ 

◀︎PLUS︎ 

▲豊富なグラフ資料︎ 

▶︎POINT 

▲Yes? No? 

◀︎テーマ解説 関連する文章やできごとを
参照できます。



時事力Basic

◆ 衆議院と参議院の特徴は？ 
衆議院は、参議院と比べた場合、選挙を通じ
て民意をよりきめ細かく反映できるといわれま
す。議員の任期は衆議院（４年）のほうが参議
院（６年）より短く、衆議院議員を全員辞めさ
せる「解散」という制度もあるためです。
こうした考え方は「衆議院の優

ゆう
越
えつ
」として、

いくつかの制度に反映されています。代表的な
のは、首相の指名方法です。衆参それぞれの議
院の首相指名選挙で、異なる人が指名された時
は、最終的に衆議院の指名が優先されます。
一方、参議院には、政党の利害にとらわれず長
期的な視野で衆議院の審

しん
議
ぎ
をチェックする「良

識の府」としての役割が期待されます。
◆ 政党の役割は？ 
議会や選挙で大きな役割を果たすのが政党で
す。国民の意見を政治に反映させるため、共通
の考えを持つ人たちが、政権獲

かく
得
とく
を目指して団

結した政治集団のことです。選挙で多くの国民
の支持を得た政党が議会の多数派となり、政権
を担当します（政党政治）。多数派で政権を担
う政党を与

よ
党
とう
、それ以外を野党といいます。複

数の政党が政策を取り決めて組織する政権もあ
り、これを連立政権といいます。

◆ 三つの機関が互いにチェック 
日本の政治は、国の機能のうち立法を国会、
行政を内閣、司法を裁判所が担い、チェックし
合う仕組みです。これを三権分立といい、日本
国憲法で定められています。一つの機関が強い
力を持つと、国民の権利をおびやかす恐れがあ
るため、三つの機関に分け、監

かん
視
し
させ合う狙

ねら
い

があります。
「唯

ゆい
一
いつ
の立法機関」である国会は、衆議院と参

議院から成る２院制です。議員は「全国民の代
表」として国民の選挙で選ばれます。内閣のト
ップである内閣総理大臣（首相）は、国会議員
の中から国会の議決で指名され、天皇が任命し
ます。国会と内閣が深い関係にあるこうした制
度を議院内閣制といいます。

日本の政治や選挙の仕組み

1 私たちの民主主義

裁
判
官
を
辞
め
さ
せ
る
裁
判

▲

国
会
、
内
閣
、
裁
判
所
の
関
係

▼国会議員を選ぶ選挙の仕組み
衆議院

（定数 465 ／任期 4年／解散あり）
小選挙区

289 の選挙区ごと
（選挙区ごとに１人選ぶ）

候補者１人の名前を書く

289 人が当選

比例代表
11 のブロックごと
（ブロックによって
６～28 人を選ぶ）

政党名を一つ書く

①得票数に応じて、各政
　党に議席を割り振る
②各政党の候補者名簿で、
　順位の高い人から
　当選する

176 人が当選

選挙の範囲

投票の仕方

当選者の
決め方

参議院
（定数 248 ／任期 6年／ 3年ごとに半数を改選）

選挙区
45 の選挙区ごと
（選挙区によって
１～６人を選ぶ）

候補者１人の名前を書く

得票が多い順

74 人が当選

比例代表

全国共通
（全国で 50 人を選ぶ）

政党名と候補者名の
どちらか一つを書く

50 人が当選

得票が１位の人

比例代表選挙（参議院）
の仕組み
①�得票数（政党名の得票
と、その政党に所属す
る候補者名の得票の合
計）に応じて、各政党
に議席を割り振る

②�各政党の中で、候補者
名の得票が多い人から
順に当選する。ただし、
特定枠（設定するかど
うかは各政党が決めら
れる）の候補者は、他
の候補者に優先する＊�衆議院の場合、政党に所属する小選挙区候補者は同時に、比例代表にも立候補できる。小選挙区で落選しても、一定の条件を満

たせば比例代表で当選できる場合がある（「復活当選」とも呼ばれる）

12

３級
日本は、【　Ａ　】年までに温室効果ガスの排出
量を「実質ゼロ」にするという目標を掲げていま
す。「実質ゼロ」とは、排出量を【　Ｂ　】ゼロ
にするという意味です。【　Ａ　】【　Ｂ　】に当
てはまるものの正しい組み合わせを、①～④から
一つ選びなさい。
①　Ａ－2050　Ｂ－実際に
②　Ａ－2100　Ｂ－実際に
③　Ａ－2050
　　Ｂ－森林などの吸収分で差し引き
④　Ａ－2100
　　Ｂ－森林などの吸収分で差し引き

プラスチックや、国内のプラスチックごみ（プラ
ごみ）対策などについて、正しい説明を①～④か
ら一つ選びなさい。
①　日本のプラごみの約８割は企業から出るた
め、企業のごみを減らす対策が求められる。

②　企業が客にプラスチック製のストローを無料
で配ることは、法律で禁じられている。

③　一般的なプラスチックは主に石油から作られ
るため、燃やすと二酸化炭素が発生する。

④　マイクロプラスチックとは、植物由来の原料
を使った環境にやさしいプラスチックだ。

ごみを減らすための行動を表す言葉に「３Ｒ」が
あります。プラごみを減らすために役立ちそうな
次の①～④の方法のうち、「３Ｒ」の「リサイクル」
に当てはまるものを、一つ選びなさい。
①　スーパーには、マイバッグを持って行く。
②　飲み終えたペットボトルは、「資源ごみ」に
分別して捨てる。

③　飲食店が、使い捨てプラスチック容器を客に
出すのをやめる。

④　買ってもすぐ使わなくなりそうなプラスチッ
ク製品は、買わない。

さまざまな場所に多様な生き物が適応し、共に生
きたり食物連鎖を保ったりできる環境を守る国際
的な取り決めを【　　　】といいます。【　　　】
に当てはまる言葉を、①～④から一つ選びなさい。
①　バーゼル条約
②　京都議定書
③　気候変動枠組み条約
④　生物多様性条約

かつては建物の耐火材や断熱材などに使われてい
ましたが、吸い込むと肺がんなどになる恐れがあ
り、「石綿」とも呼ばれる物質は何ですか。①～
④から一つ選びなさい。
①　メチル水銀　　　②　アルミニウム
③　アスベスト　　　④　シンナー

問１

問２

問３

問４

問５

４級
地球温暖化を食い止めるための国際ルール�
「【　Ａ　】協定」が2020年に本格始動し、各国
で取り組みが進んでいます。各国は自国の都合に
合わせて決めた【　Ｂ　】の排出削減目標の達成
を目指します。【　Ａ　】【　Ｂ　】に当てはまる
言葉の正しい組み合わせを、①～④から一つ選び
なさい。
①　Ａ－パリ　　　Ｂ－プラスチックごみ
②　Ａ－パリ　　　Ｂ－温室効果ガス
③　Ａ－京都　　　Ｂ－プラスチックごみ
④　Ａ－京都　　　Ｂ－温室効果ガス

使い捨てのレジ袋やストローなどの製品に使われ
る、一般的なプラスチックについて、正しい説明
を①～④から一つ選びなさい。
①　石油を原料にして人工的に作られる。
②　燃やしても二酸化炭素を全く出さない。
③　分解されやすく、自然に消えてなくなる。
④　値段が高く、使い道が限られている。

気温や雨の降り方などの天気の特徴が、地球全体
で長い時間をかけて変わっていくことを【　　　】�
といいます。人間の活動による地球温暖化も、�
【　　　】の一つとされています。【　　　】に当
てはまる言葉を、①～④から一つ選びなさい。
①　地盤沈下　　　　②　水質汚濁
③　森林破壊　　　　④　気候変動

日本では、外来種のアメリカザリガニ＝左の写真
＝とアカミミガメ（ミドリガメ）＝右の写真＝の
販売や輸入が法律で禁止されています。ペットと
して飼う人が、野外に逃がすこともできません。
こうしたルールができた理由として正しい説明
を、①～④から一つ選びなさい。

①　日本での生息数が少なくなってきたから。
②　高い値段で売買されているから。
③　元々日本に生息する生物を脅かしているから。
④　全て元の生息地に返すことにしたから。

「水俣病」などの「四大公害病」の原因は、【　　　】
から出た有害物質です。【　　　】に当てはまる
言葉を、①～④から一つ選びなさい。
①　工場や鉱山　　　　②　周辺の家庭
③　幼稚園や学校　　　④　ごみの焼却施設

地球環境を守るために19 131㌻
正解と解説

問１

問２

問３

問４

問５
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地球環境を守るために 114㌻問題19
4級

問１　②　Ａ：「京都議定書」は、パリ協定の前の国際
的なルールです。Ｂ：温室効果ガスの中でも特に
影響が大きいのが、急増している二酸化炭素です。

問２　①　石油から作られているため、燃やすと二酸化
炭素などが出て（②）、地球温暖化につながります。
③自然には分解されにくいです。④プラスチック
は軽くて丈夫で、製品を安価で大量生産できるの
が長所です。レジ袋などの生活用品だけでなく、
自動車や医療機器など幅広く使われています。

問３　④　気候変動の影響で、干ばつ、海面上昇、洪水、
生物多様性の減少などが起きています。

問４　③　ともに北アメリカ原産で繁殖力が強いのが特
徴です。水草や水生昆虫、小魚などを食べ尽くし
て生態系に悪影響を与えるため、改正外来生物法
で規制されました。①増えています。②安く手に
入り飼育も簡単とされ、ペットとして人気の生物
でした。④外来生物を全て元の生息地に返すこと
は不可能です。

問５　①　水俣病、新潟水俣病は工場排水中のメチル水
銀、イタイイタイ病は鉱山排水中のカドミウム、
四日市ぜんそくはコンビナート（工場地帯）周辺
の排煙が原因です。

3級
問１　③　国際ルール「パリ協定」は、産業革命前から

の世界の気温上昇を２度未満、できれば1.5度に
抑えることを目標としています。そのために温室
効果ガスの排出量を21世紀後半に世界全体で「実
質ゼロ」（カーボンニュートラル）とすることを
目指しています。

問２　③　①企業からは約５割で、残りは家庭からです。
このため家庭での対策も求められます。②無料配
布が原則禁じられているのはレジ袋です。ただし、
ストローなどのプラ製品を削減する動きは広がっ
ています。④直径５㍉以下のプラスチックで、海
を汚す一因になっています。

問３　②　リサイクル（再生利用）はごみを資源として
別の製品などを作ることです。①③④いずれもプ
ラスチックの使用量を減らす方法なので、３Ｒの
リデュース（ごみの減量）に当たります。

問４　④　①国境を越えて廃棄物を移動し、処分するこ
とを規制する条約、②先進国に二酸化炭素の排出
削減を求めた協定、③地球温暖化防止のための枠
組みを定めた条約──です。

問５　③　現在は原則として使用禁止です。しかし、今
も古い建物に残っていて、解体・改装で飛び散る
恐れがあります。吸い込んでから肺がんなどを発
症するまでの潜伏期間が平均約40年と長期です。
①四大公害病のうち、水俣病と新潟水俣病の原因
物質です。

トランプ大統領 再び 115㌻問題20
4級

問１　②　アメリカの大統領は任期が４年で、原則２期
まで務めることができます。トランプ氏は2024
年の選挙に勝利して、2025年１月に就任しま
した（任期は2029年１月まで）。トランプ氏は
2017 ～ 21年にも大統領を務めていました。

問２　③　習近平氏が率いる中国は、台湾を「中国の領
土の一部」としており、台湾統一を掲げています。
ただ、台湾には中国からの独立を望む人たちもい
て、近年は中国との対立が特に深まっています。
Ａ：金正恩氏は北朝鮮のトップです。Ｂ：ハワイ
はアメリカの州の一つです。

問３　②　中国の人口約14億人のうち、約９割が漢民
族ですが、55の少数民族も暮らしていて、その
数は合計１億人以上です。

問４　③　国内総生産（ＧＤＰ）、軍事費ともに、アメ
リカが１位、中国が２位です。①②アメリカだけ
に当てはまります。中国では建国（1949年）以来、
中国共産党が一貫して政権を担っています。④両
国とも加盟しています。

問５　④　日本やアメリカ、ヨーロッパなど主に北半球
にある主要国に対して、設問文のような新興国・
途上国は南半球に多いことからこう呼ばれます。
どの国が含まれるのかははっきりしていません
が、インドは自らをグローバルサウスのリーダー
役と称しています。

問６　①　ＡＳＥＡＮは「東南アジア諸国連合」の英略
語で加盟国は10カ国です。

3級
問１　①　19世紀後半以降は、共和、民主両党の出身

者が、おおよそ交互に大統領に就いてきました。
2024年の選挙では共和党のトランプ氏が、その
前の2020年の選挙では民主党のバイデン氏が勝
利しました。

問２　④　①アメリカに次ぐ世界２位で、日本より多い
です。②子どもの数を制限する「一人っ子政策」を、
人口が「増えないように」取り入れていましたが、
2016年に廃止しました。中国の人口は近年、減っ
ています。③日本より厳しいです。

問３　③　中国政府は返還当時、香港に司法や立法の「高
度な自治」や、言論などの自由を保障すると約束
していました。しかし2020年に国家安全維持法
を成立させ、政府に批判的な活動家らを逮捕し、
実刑を科すなどしました。

問４　③　巨大ＩＴ企業の経営者などを輩出していま
す。①推計で世界１位です。②ヒンズー教です。
④公用語はヒンディー語ですが、英語をはじめ他
にも多くの言語が話される多言語国家です。

問５　④　人口、ＧＤＰともに加盟国全体の４割前後を
占めています。③人口は日本の５倍超で、ＧＤＰ
は８割強です。経済が急速に成長しています。
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2023年10月に始まったイスラエルとイスラ
ム組織ハマスの紛

ふん
争
そう
は、2025年１月にようや

く停戦に入りました。この間、パレスチナ自治
区ガザ地区だけで約４万7000人が死亡し、約
190万人が避

ひ
難
なん
生活を強いられる人道危機に発

展しました。紛争の範
はん
囲
い
も周辺国に広がり、中

東全体を不安定化させました。
紛争の発

ほっ
端
たん
は、ガザ地区を支配するハマスに

よるイスラエルへの無差別テロでした。約1200
人が殺され、約250人を拉

ら
致
ち
されたイスラエル

は、ガザ地区を封
ふう
鎖
さ
して必

ひつ
需
じゅ
品
ひん
の流入を止め、

空と陸から大規模な報復攻
こう
撃
げき
を行いました。

▪死者の約６割が子ども、女性、高齢者
ガザ地区では避難民が集まる病院や学校が標

的とされ、病気や飢
う
えも広がりました。イスラ

エルは「自衛の戦い」と主張していますが、死
者の６割以上は子どもや女性、高

こう
齢
れい
者
しゃ
とみられ

ています。このため、南アフリカは2023年12
月、イスラエルがジェノサイド（ 137㌻）条
約に違

い
反
はん
しているとして国際司法裁判所（ＩＣ

Ｊ、 137㌻）に提
てい
訴
そ
。また、国際刑

けい
事
じ
裁判所（Ｉ

ＣＣ、 137㌻）は2024年11月、戦争犯罪な
どの疑いでイスラエルのネタニヤフ首相らに逮

たい

捕
ほ
状
じょう
を出しました。
イスラエルはハマスと連

れん
携
けい
するレバノンのイ

スラム教シーア派組織やイランなどに攻撃範囲
を広げました。イスラエルの強

きょう
硬
こう
姿勢は、国際

連合安全保障理事会（国連安保理）の常任理事
国であるアメリカによって擁

よう
護
ご
されました。

国際社会は、イスラエル占領下のパレスチナ
自治区にパレスチナ人の独立国家をつくり、イ
スラエルと共存させる「２国家解決（共存）」
を目指してきました。しかし、今回の紛争は両
者の不信感を一層深め、２国家解決の実現を遠
ざけてしまいました。

イスラエル・ハマス紛争は人道危機に

POINT 

パレスチナ自治区は、ガザ地区とヨルダン川西
岸地区で構成されています。それぞれエジプトと
ヨルダンの領地でしたが、1967年の第３次中東戦
争でイスラエルに占

せん
領
りょう
されました。イスラエルと、

パレスチナ人の代表機関であるパレスチナ解放機
構（ＰＬＯ）は1993年、互

たが
いの存在を認め合い、

占領地にパレスチナ自治政府をつくることで合意
（オスロ合意、 136㌻）。両者は「２国家解決」
を目指しました。しかし、エルサレムやパレスチ
ナ難民などの扱

あつか
いでいまだ合意できずにいます。

エルサレムは、ユダヤ、キリスト、イスラムの
３大一神教（ 137㌻）の聖地です。イスラム教

パレスチナ自治区とは

　ガザ地区は今回の紛争のずっと前からイスラエル軍に包
囲されて、人も物も自由に出入りできない状態だったんだ。
とても不自由な生活を強いられてきた人たちの怒りが、イ
スラエルと戦うハマスの背中を押すことになったんだよ。

徒やキリスト教徒のパレスチナ人は東エルサレム
を独立国家の首都にしたいと考えていますが、ユ
ダヤ教徒中心のイスラエルはエルサレム全域を
「不可分の首都」として支配しています。

エルサレム
ガザ地区

ヨルダン川
西岸地区

エジプトエジプト

イスラエルイスラエル

ヨルダンヨルダン

レバノンレバノン

エジプト サウジ
アラビア

イラン

トルコ

イラク
シリア

ル
ペ
シャ湾

地 中 海

海

紅

▲イスラエル軍の攻撃で食料不足に陥ったパレスチナ自治区
ガザ地区南部ラファでようやくパンを手にした子どもたち
＝2024年２月

▼イスラエルとパレスチナ自治区
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★�図書館に関する次の資料Ⅰ、Ⅱを読んで、問１〜３に答えなさい。

総合問題の例題

ようこそ市
し

立
り つ

図
と

書
し ょ

館
か ん

へ　〜利り用ようの決きまり〜
１　本

ほん

を読
よ

む
　図

と

書
しょ

館
かん

の本
ほん

はだれでも自
じ

由
ゆう

に、図
と

書
しょ

館
かん

の中
なか

で読
よ

むことができます。お金
かね

はいりません。
２　本

ほん

を借
か

りるときは
　�利

り

用
よう

者
しゃ

カードが必
ひつ

要
よう

です。申
もうし

込
こみ

用
よう

紙
し

（カウンターにあります）に名
な

前
まえ

と住
じゅう

所
しょ

を書
か

いてカウンターに出
だ

してください。借
か

りるときもお金
かね

はいりません。
　★借

か

りられる本
ほん

は10冊
さつ

までです。
　★借

か

りてから２週
しゅう

間
かん

以
い

内
ない

に返
かえ

してください。
３　本

ほん

を返
かえ

すときは
　�カウンター横

よこ

の返
へん

却
きゃく

ボックスに入
い

れてください。図
と

書
しょ

館
かん

が閉
し

まっているときは、図
と

書
しょ

館
かん

の入
い

り口
ぐち

左
ひだり

の返
へん

却
きゃく

ポストに入
い

れてください。
４　みなさんへのお願

ねが

い
　★静

しず

かにしましょう。
　★本

ほん

をよごしたり破
やぶ

いたりしないでください。
　★�図

と

書
しょ

館
かん

の中
なか

で食
た

べ物
もの

を食
た

べてはいけません。飲
の

み物
もの

は、ふたがしまる入
い

れ物
もの

（水
すい

筒
とう

やペットボトルな
ど）に入

い

れれば、飲
の

むことができます。
５　利

り

用
よう

できる時
じ

間
かん

� （毎
まい

週
しゅう

月
げつ

曜
よう

日
び

のほか、祝
しゅく

日
じつ

と12月
がつ

29日
にち

～１月
がつ

３
みっ

日
か

は休
やす

みです）

探している本はどこにあるの？

４級

133㌻
正解と解説

資料Ⅰ

資料Ⅱ
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休
やす

み ９：00　〜　19：00 ９：00　〜　18：00

分類 例えば、どんな本がふくまれるの？

０類　総記 百科事典、全集

１類　哲学 さまざまな思想・宗教、神話

２類　歴史・地理 各国・地域の歴史・地理、伝記

３類　社会科学 政治、法律、経済、教育

４類　自然科学 算数・数学、理科、医学

５類　技術 建築、機械、電気、工業、料理

６類　産業 農業、水産業、商業、交通、通信

７類　芸術・スポーツ 彫刻、絵画、音楽、レクリエーション

８類　言葉 日本語、英語、その他の外国語

９類　文学 国内外の小説、詩、その他の文学作品

　図書館では、似たような
テーマの本が本

ほん
棚
だな
の同じ場

所に集まるよう、大きく
10のグループに分類して
いるよ。左の表を見ながら、
探
さが
している本がどこにある

のか確かめて
みてね！

本番の検定では、例題のような思考力、読解力を問う総合問題も出題され
ます。腕試しで解いてみましょう。（同じ問題が出るわけではありません）
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テーマ解説を補い、　理解度をはかる
◀︎時事力Basic

▲︎総合問題

▼練習問題

▶︎報道写真︎ 

▼︎地図資料︎ 



　衆議院の解散に伴う総選挙が2024年10月、投票・開票された。第１
党の自民党は改選前の256議席から191議席に減り、連立与党の公明党
を加えても215議席と、過半数（233議席）に届かなかった。この結果、
衆議院で過半数を占める勢力がない「宙づり国会❶」の状態になった。石
破茂氏が首相に再選されたが、少数与党は野党の協力なしに予算案や法
案を可決させることが難しく、不安定な政治が続きそうだ（ 14㌻）。
　「政治とカネ」（ 15㌻）の問題が選挙の争点になった。問題に関係して
自民党の公認候補になれなかったベテラン議員らが敗れ、余波を受けた
公明党も代表が落選するなど苦戦した。一方、問題を追及した最大野党
の立憲民主党や国民民主党が批判票を集め、289小選挙区では野党系が
147勝142敗と勝ち越した。ただし、野党共闘（候補者一本化などの選挙
協力）は進まず、自民党系候補を利した選挙区も。野党の日本維新の会な
どは議席を減らし、明暗が分かれた。
　2025年夏には参議院議員選挙があ
るが、衆議院の状況を変えようと石破
氏が再び解散し「衆参同日選挙」に挑む
可能性が指摘される。しかし、第二次
世界大戦後で最も早い、首相就任８日
後に解散して敗れたことが懸念材料な
うえ、立憲民主党などが「解散権❷の
乱用だ」と攻勢を強める可能性もある。

❶宙づり国会
　議会でどの勢力も過半数の議席
を獲得できていない状態を指し、
英語では「ハングパーラメント」
という。日本では、1993 年の衆
議院議員選挙で自民党が過半数割
れし、非自民連立政権（ 17㌻）
ができた時以来、31 年ぶり。議
席数の多い党を中心に少数与党で
政権を運営するか、野党と連立政
権を組むことになり、政治が不安
定になりやすい。与党と最大野党
などが連立する「大連立」や、政
権が政策ごとに野党の一部に協力
を求め、野党が閣僚を出さずに協
力する「部分連合」などの例もあ
る。
 
❷解散権
　衆議院の解散には「内閣の助言
と承認による天皇の国事行為」（日
本国憲法７条、 20㌻）として
の解散と、「衆議院で内閣不信任
決議案が可決されるか、信任決議
案が否決された場合」（同 69 条）
の解散の２種類がある。2024 年
を含む、戦後の解散の大半が「７
条解散」で、事実上首相が自由に
時期を決めてきた。このため解散
権の制約が憲法改正の論点にもな
っている（ 21㌻）。

31年ぶり 「宙づり国会」に

民意はどこに1
宙づり国会、低投票率、女性議員、10増10減、１票の格差
KEYWORD：

公明公明
2727

公明公明
2424

無所属  10

社民 1

社民 2
N党 2
れいわ 5

維新 18

共産 11

3分の2（166議席）

れいわ 9

 立憲
147

共産 8
参政 3
保守 3

無所属 8

国民 12

立憲
4040

自民
113113

自民
196196

維新 38
国民 28

3分の2（310議席）

衆議院
465
参議院
248

※2025年１月時点で衆参両議院が公表の資料を基に作成。
　無所属は諸派を含む。各党の院内会派に所属する無所属
　議員は各党に含めた。参議院は欠員8

投票率、戦後３番目の低水準
PLUS

　2024年衆院選の投票率（小選挙区）は53.85％で、前回2021年
の55.93％を2.08㌽下回り、戦後３番目に低かった。衆院選は５
回連続で50％台の低水準となった。また、総務省の抽出調査によ
ると、18、19歳の投票率は43.06％で、全体を10.79㌽下回った。
　低い投票率の背景として、政治への不信や無力感から「政治的な
ことには関わりたくない」と受け身な姿勢の人が増えているためだ、
と憂慮する有識者もいる。一方、投票率が低いと無党派層（支持す
る政党がない人）の票が野党に流れずに棄権となり、固い支持者の
多い自民党に有利と言われてきた状況が変わった、という指摘もある。

参院選

衆院選

76.99％ 衆院選過去最高
74.54％ 参院選過去最高

44.52％
参院選過去最低 52.66％

衆院選過去最低

53.85％

52.05％
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▲国政選挙の投票率の推移

▲衆院選後の国会の勢力
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　2024年衆院選では73人の女性が当選し、当選者に占める割合は
15.7％と伸びた。女性候補者も314人で、全体（1344人）の23.4％を占
め、いずれも過去最多、最高となった。参議院でも61人、議員の25.4
％が女性（2024年12月時点）だ。しかし、諸外国と比べると、女性の割
合はまだ低く、衆議院では184カ国中141位❶にとどまっている。
　政治分野における男女共同参画推進法（2018年施行）は、男女の候補
者数をできる限り均等にする努力を政党などに求めている。ただ、罰則
規定はなく、「2025年までに35％にする」との政府目標を満たす政党は
少ない。現職の男性議員に代えて女性候補者を新たに擁立するのは難し
い、といった事情が優先されているためだ。クオータ制❷を導入してい
る国々のように、日本でも強制力のある制度を求め
る意見があるが実現していない。

❶列国議会同盟（ＩＰＵ）が発表
している各国の議会（下院）の順
位（2024 年 12 月１日時点）。

❷クオータ制
　国会や地方議会などの議員選挙
で、候補者や議席の一定数を女性
に割り当てる制度（クオータは英
語で「割り当て」の意味）。憲法
や法律によって割り当てる方法
や、政党が内規などで取り組む方
法があり、男女同数を義務づける
国もある。1970 年代にノルウェ
ーで始まり、現在は 130 以上の
国・地域で導入されている（民主
主義・選挙支援国際研究所調べ）。

女性議員 過去最多も…世界141位

衆院選 「10増10減」で実施
PLUS

　「１票の格差」（ 13㌻）を是正するため、2024年衆
院選は小選挙区の定数を「10増10減」して実施された。
議員１人当たりの人口が多い５都県の定数が計10増
え、人口が少ない10県の定数が１ずつ減った❸。従来
の方法より人口比を定数に反映しやすいアダムズ方式
（ 13㌻）の導入が2016年に決まり、2020年国勢調査
の人口を基準に区割りを変更して初めて行われた。
　この見直しで最大格差は1.999倍に縮み、最高裁判
所が合憲かどうかを判断する目安とみられてきた２倍
を下回るとされた。しかし、基準となった2020年以
降も地方の人口減少などが続いたため、実際は最大格
差2.06倍となった。今後も東京一極集中（ 28㌻）が進
むと地方の定数がますます減ることになり、「地方の
声が国政に届きにくくなる」と心配されている。
　一方、参院選は衆院選より「１票の格差」が大きかっ

たため、有権者が少ない県同士を１選挙区にまとめる
「合区」を2016年選挙から導入。「鳥取・島根」「徳島・
高知」の４県が２選挙区に統合された。しかし、合区
前より各県の投票率が低下し、有権者の関心が下がる
弊害が表れた形だ。また、2019年選挙から「定数６増」
（埼玉選挙区が２増、比例代表が４増）が行われたほか、
比例代表で「特定枠」が導入された。比例代表の候補者
名簿の一部に、政党が事前に当選順位を付け、「優先席」
とする仕組みだ。ただ、定数増は国の財政負担を増や
す問題がある。また特定枠は、知名度は低くても国政
のため意義があると政党が判断した候補者を有利に扱
える半面、政党の都合次第で得票数の少ない人も当選
してしまう、という批判もある。

⿎賛成だ
• 政党の努力任せでは、いつまでも女性議員は
増えない。強制力のある仕組みが必要だ。
• 世界の多くの国が導入し、子育てや働き方政
策の見直しが進むなどの効果もある。
• 男性間の競争も厳しくなり議員の質が高まる。

⿎反対だ
• 女性だけを優遇するのは逆差別になる。
• 政党は現職を公認候補にすることが多く、現
職の多くは男性だ。クオータ制導入で彼らは
不利益を被る。
• 仕事と育児を両立させにくい環境が女性の立
候補の妨げで、保育環境などの改善が先だ。

クオータ制に賛成？ 反対？No?
Yes?

❸この他、「10増10減」の15都県を含む25都道府県で小選挙
区の区割りが変更され、比例代表ブロックの定数も３増３減した。
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▲国政選挙の候補者・当選者に占める女性の割合の推移
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即戦力の知識を　身につける

◀︎側注︎ 

◀︎Yes？ No?︎ 

▲PLUS︎ 
▲詳細なグラフ資料︎ 

◀︎テーマ解説の特長

▶︎KEYWORD︎ 
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「１票の格差」巡る司法判断
◆◆「法の下の平等に違反」と訴え

　「１票の格差」とは、議員１人当たりの有権者数 
が選挙区によって異なるため、１票の価値に格差が
生じる問題のことだ。例えば、有権者10万人で議
員を１人選ぶ選挙区の１票の価値を「１」とすると、
20万人で１人選ぶ場合の１票の価値は「0.5」、格差
は２倍になる。議員１人当たりの有権者数が多いほ
ど、１票の価値は軽くなる。
　国政選挙のたびに「１票の格差」を巡る裁判が起 
こされてきた。原告は選挙の区割りが「法の下の平
等」などを保障した憲法に反すると訴える。
◆◆最高裁 「合憲」判断続く

　司法はどのように判断してきたのか。2022年の
参議院議員選挙（最大格差3.03倍）について、最高
裁判所は2023年に「合憲」と判断した。各地の高等
裁判所では「合憲」７件、「違憲状態（ 134㌻）」８件、

「違憲」１件と判断が分かれたが、最高裁は「合区（
11㌻）の維持で格差は３倍程度で推移し、有意な拡
大傾向にあるとは言えない」とした。
　一方、衆院選について最高裁は、最大格差が２
倍を超えた2014年選挙まで３回連続で「違憲状
態」と判断したが、2.08倍だった2021年選挙では、
2023年に「合憲」と判断した。２倍は超えたが、ア
ダムズ方式❶の導入など、格差是正への国会の取り
組みを評価した格好だ。しかし、アダムズ方式に基

づいて初めて実施された2024年10月の衆院選でも、
最大格差は2.06倍となった。すでに各地で裁判が
起こされており、司法の判断が注目される。

　投票は国民の権利だ。しかし、仕事
や留学などで海外に住む人が国政選挙
に投票できる在外投票の制度は「投票
しにくい」と問題視されている。
　在外投票には、⑴郵便投票⑵大使館
など在外公館での投票⑶帰国して投票
―の三つの方法がある。海外で投
票する場合は⑴か⑵になる（ 右の図）。
しかし、⑴は国際郵便で１往復半のや
りとりが必要で時間がかかる。⑵は投
票できる期間が短く、在外公館から遠
い人もいる。解散による衆院選は「急

に選挙になる」のがネックだ。
　在外選挙人名簿に事前登録する必要
があるのも不便さの一因という。在外
有権者は約100万人ともされるが、名
簿登録者数は約９万5000人、2024年
10月の衆院選で投票したのは約１万
7000人（投票率約18％）だった。在外
邦人らからは、インターネット投票の
早期導入を求める声が出ている。一方
で、システム障害やサイバー攻撃への
懸念、選挙の公正さを担保できるのか
といった疑問から慎重な意見もある。

「投票しにくい」在外投票制度
Chec

k
級2

❶アダムズ方式
　各都道府県の人口を
「ある数」で割り、小
数点以下を切り上げた
整数を定数として配分
する方法。米国の第６
代大統領アダムズが
1830 年に考案した。
「ある数」は総定数に合わせて調整する。例えば、３県に計
10議席を配分する場合、「ある数」を18万として計算すると、
定数は右上の表のように配分され、Ａ、Ｂ両県は１議席当た
りの人口が 16 万 6666 人、Ｃ県は 10 万人で「１票の格差」
は 1.67 倍になる。このように、人口の少ない地域がやや有利
になる方式だとされるが、それまでの「１人別枠方式」（各都
道府県にまず定数１を配分し、残りを人口比で配分する）よ
りも格差は小さくなる。

▲アダムズ方式の仕組み
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②投票用紙の交付
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在
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①直接
　出向く ②送付

事前に在外選挙人名簿への登録を申請し、在外
選挙人証の交付を受ける（2～ 3カ月かかる）

⑵

⑴

▲在外投票の主な方法

▲

国
政
選
挙（
補
選
を
の
ぞ
く
）の 

 

「
１
票
の
格
差
」と
最
高
裁
の
判
断

Ａ県 100万 5.555…… ６
Ｂ県 50万 2.777…… ３
Ｃ県 10万 0.555…… １

10全体の議席数と一致

人口 18万で割ると 定数
※Ａ県、Ｂ県、Ｃ県に計10議席を配分
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ここにフォーカスニュース検定１級

賃金 なぜ上がらないのか
　バブル経済崩壊後、日本の賃金は伸び悩んだ。消費の低迷が企業の投資控えや雇用抑制を誘い、
経済を下押しする悪循環が、デフレーションの長期化につながったといえる。企業が人材への投
資を怠れば、成長余力の縮小という形で跳ね返る。近年は、世界的な物価高と円安の進行によっ
て輸入品の価格が押し上げられ、その分の価格転嫁が進んだことで物価が上がり、これに対応す
るため賃金も改善してきた。こうした傾向が定着するかが注目される。
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▲所定内給与の推移 ▲１人当たり実質労働生産性と
　実質賃金の比較（日米独）

▲�政府と経済界、労働界の代表が協議する政労使会議で
発言する石破茂首相（左端）＝首相官邸で2024年11月

※�厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を基に作成。所定内給与とは、残業手
当などの超過労働給与（所定外給与）を除いた給与。基本給、職務手当、通
勤手当、住宅手当、家族手当などが含まれる

※厚生労働省「2023年版労働経済の分析」を基に作成
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　企業が人件費を抑制した背景には、冷戦終結
後に進んだグローバル化がある。新興国が生産
拠点として躍進し、日本の国際競争力が低下し
て製造業の雇用環境が悪化した。
　バブル期に事業を拡大した結果、企業には設
備や債務、人員の余剰感が強まっていた。日本
の労働力人口は1990年代半ばにピークを迎え、
採用現場は企業優位の買い手市場が続いた。

国内の生産効率は欧州に劣らず
　ただ、それだけで説明はできない。賃金水準
は企業の稼ぐ力によって決まるが、国内企業の
生産性が主要国に劣後していたわけではないか
らだ。厚生労働省の2023年版「労働経済の分
析（労働経済白書）」は、基本給などの所定内給
与が伸び悩んだ1990年代以降の動向を分析し
ている。１人当たり実質労働生産性を比較する
と、日本はデジタル化で先行した米国より小さ
いが、ドイツに引けを取らない。
　生産性が一定程度改善したにもかかわらず賃
金に反映されなかったのは、企業が利益を従業
員に還元するより、景気の下振れや業績悪化に
備えて内部にため込む姿勢を強めたためとみら
れる。利益のうち労働者への配分の割合を示す
労働分配率は低下基調となった。
　雇用規制の緩和が進み、非正規社員が増えた
影響も大きい。企業は人件費や社会保険料など
の負担を抑えることができるが、低賃金の非正
規社員が増加すれば、正社員の待遇改善にもブ
レーキがかかる。
　2000年代以降は、賃金水準全体を底上げす
る「ベースアップ（ベア）」を経営者が敬遠し、業
績が改善してもボーナスで報いる傾向が強まっ
た。ＩＴバブル崩壊後の2002年に年平均失業
率が5.4％と戦後最悪を記録すると、働き手も
雇用維持を優先するようになり、賃上げ圧力は

一段と弱まった。賃金抑制が需要不足を招き、
デフレの長期化をもたらした側面は否めない。
　労働組合の存在感も低下した。非正規社員の
増加や、労組の組織率が低いサービス業の比重
が高まったことなどを受け、戦後50％を超え
た組織率は現在２割を切っている。そもそも欧
州などでは産業別の労組が企業横断で賃金交渉
するのに対し、日本は企業内労組が主体で、自
社の業績に配慮する傾向がある。
　1970年代の石油危機に伴いインフレ圧力が
強まった時には、労使協調で賃金の過度な上昇
を抑えた。賃上げと物価上昇がスパイラル的に
続く状況に陥らず、欧米のような高いインフレ
に苦しむ事態は回避できた。こうした「成功体
験」が賃上げ交渉で抑制的な姿勢を根付かせる
ことになった面もあるのではないだろうか。

物価高と人手不足が改善圧力に
　人手不足感が強まっても賃金が上がらない現
象が注目されたのが2010年代だ。2017年に
完全失業率の年平均は23年ぶりに３％を割り
込んだが、政府が企業に賃上げを呼びかける「官
製春闘」も効果は限定的だった。とりわけ中小
企業では大企業との取引価格に人件費を転嫁で
きない状態が続き、改善が大幅に遅れた。
　2024年の春闘は33年ぶりに賃上げ率が５％
を超えたが、物価の上昇が続き、生活不安を解
消できていない。政府は中小企業の価格転嫁を
後押しするとともに、最低賃金の大幅な引き上
げを打ち出したが、医療・介護や建設業などエ
ッセンシャルワーカーの待遇改善は道半ばだ。
　デジタル化など産業の変化に対応したスキル
を身につけると同時に、人工知能（ＡＩ）やロボ
ットなどへの投資を進めて「現場の仕事」の生産
性を高める。そうした対策を講じ、成果を上げ
られるかが、持続的な賃上げの成否を握る。

先行きの不安 ため込む企業、労組も抑制続け
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※厚生労働省「人口動態統計」を基に作成
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生活保護受給世帯数の推移

日本の人口ピラミッドの変化
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　2020年の人口ピラミッドでは、二つの世代（団塊の世代＝1947
～ 49年生まれ＝と、団塊ジュニア世代＝1971～ 74年生まれ）が山
のように突き出ている。2045年では山が一つだけになる。この年、
団塊ジュニア世代が全員65歳以上になる。2070年には人口減少が
進み、全体の形が細くなる。

　日本は高齢化率７％超の「高齢化社
会」から14％超の「高齢社会」、21％超
の「超高齢社会」に至るまでの所要期間
が米国やフランスよりも短く、高齢化
が急速に進んだ。

　初婚年齢の上昇からは「晩婚化」、第１子出産時の母の年齢の
上昇からは「晩産化」が進んできたことが読み取れる。晩婚化・
晩産化は、日本の少子化の一因だと考えられている。

※国立社会保障・人口問題研究所（社人研）「日本の将来推計人口」（2023年発表）を基に作成。2045、70年は推計値
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※社人研「人口統計資料集」を基に作成

　同じ形式のグラフを年代別に並べたことで、
年代ごとの特徴が一目で分かるようになって
いるよ。性別や年齢での色分けも全体像を把
握する助けになっているね。
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正規・非正規雇用の人数と非正規比率の推移

「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」

　欧米式の「ジョブ型雇用」とは、従業員の職務範囲をあ
らかじめ決めておき、専門性の高い人を雇うこと。一
方、「メンバーシップ型雇用」とは、日本独特の雇用慣行
で、同一企業内のさまざまな職務を経験し、長い期間勤
めるほど賃金が上がる特徴がある。

　食品ロスは大きく分けて、店や工場から出る分（事業系）
と、家庭から出る分（家庭系）があり、政府は2030年度まで
に、2000年度と比べてそれぞれ半分に減らすという目標を
掲げてきた。グラフに記されているように、事業系につい
ては、2022年度に前倒しで目標が達成された。

非正規比率
（右目盛り）

非正規雇用
（左目盛り）

正規雇用
（左目盛り）
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※総務省「労働力調査（詳細集計）」などを基に作成。
　2001年までは各年２月の値、2002年以降は各年の平均値。2011年の
　値は推計（東日本大震災の影響により、岩手、宮城、福島の３県で調査の
　実施が一時困難になったため）

メンバーシップ型
（日本式）

ジョブ型
（欧米式）

食品ロス量の推移
2030年度までの事業系削減目標=273万㌧

※農林水産省の資料を基に作成。削減目標は2024年末時点
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　左の目盛りと右の目盛りがそれぞれグラフ
のどの値を示しているのか、よく見てみよう。

クーリング
オフの期間

①訪問販売
キャッチセールス、アポイント
メントセールス等を含む

８日間

②電話勧誘販売 ８日間

③特定継続的役務提供
長期に及ぶ高額な契約。
エステティック▽美容医療▽語
学教室▽家庭教師▽学習塾▽パ
ソコン教室▽結婚相手紹介サー
ビス―の７種類が対象

８日間

④訪問購入（押し買い）
業者が消費者の自宅等を訪ね
て、商品を買い取る

８日間

⑤連鎖販売取引（マルチ商法）
販売員として勧誘した人に、さ
らに次の販売員を勧誘させる形
で、販売組織を広げていく

20日間

⑥業務提供誘引販売取引
「仕事を提供する」と勧誘し、そ
の仕事に必要だとして、商品を
買わせる

20日間

※�国民生活センター「特定商取引法におけるクーリング・オフ
ができる取引と期間」などを基に作成。

特定商取引法に基づく� �
クーリングオフ制度
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滞留する難民・避難民
　紛争や迫害などによって避難を余儀なくされている人が、2023年末時点で過去最多の推定１億
1730万人に達した。国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）によると、世界で暮らす人々の69
人に１人が「難民」や「国内避難民」などとして困難な生活を強いられている。その数は10年前から
ほぼ倍増した。このうち難民の75％は低・中所得国によって受け入れられている。庇

ひ
護
ご
を求めて

豊かな欧米を目指す人々の大半が厳しい国境管理の壁に遮られ、周辺国に滞留しているのが実態だ。
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その他の要保護者

UNHCR保護下の難民

UNRWA保護下のパレスチナ難民

国内避難民

難民申請者

▲難民の主な出身国・地域と受け入れ国

▲世界中で強制的に家を追われた人々（2014～ 23年）

▲�スーダン西部のダルフールに隣接す
るチャドの難民キャンプに避難して
くる人たち＝チャドで2023年

※�上の地図、右のグラフとも、国
連難民高等弁務官事務所（ＵＮ
ＨＣＲ）と国連パレスチナ難民
救済事業機関（ＵＮＲＷＡ)の
データを基に作成。「パレスチ
ナ」は現在のイスラエル、ヨル
ダン川西岸地区とガザ地区、東
エルサレムから成る地域。難民
の主な受け入れ国は2023年末
時点

※�ＵＮＨＣＲの「Global Trends」を基に作成。パレスチナ自治区ガザ地区の難民の一部は国内避難民にもなっているが、
このグラフでは「ＵＮＲＷＡ保護下のパレスチナ難民」としてカウントされている
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　欧州では外国人の流入を拒む極右・右派勢力
が台頭するなか、庇護を求める外国人をアフリ
カなどの第三国へ強制的に移送する動きが表面
化した。難民申請手続きの迅速化などが表向き
の理由だが、難民の受け入れに批判的な国内世
論に配慮したものとみられる。しかし、こうし
た国外移送は、難民条約に反する恐れがあるう
え、豊かな国が経済力の劣る国に難民問題を肩
代わりさせることへの道義的な問題を提起して
いる。
　欧州連合（ＥＵ）によると、加盟国へ渡り、
2023年に難民認定を申請した人は約113万人。
2015～ 16年の「欧州難民危機」以来、初めて
100万人の大台を突破した。難民認定を求める
人の中には、正規の渡航手続きや入国ルートを
経ずに「密入国」し、不法滞在者として扱われる
人も多い。当局の審査期間は６カ月から数年に
及ぶ。2023年の難民認定率は約40％だった。

アフリカに強制移送計画も
　外国人の急激な流入は、欧州社会の排外主
義を強めた。2024年６月の欧州議会選挙では、
ドイツの極右政党「ドイツのための選択肢」やフ
ランスの極右政党「国民連合」、イタリアの右派
政党「イタリアの同胞」が大躍進した。いずれも
イスラムの思想や価値観に批判的で、西洋社会
になじまないという考え方を共有している。
　排外主義の台頭などを背景に、英国ではスナ
ク政権下の2024年４月、難民申請者などを「安
全な第三国」であるアフリカ中部ルワンダへ強
制的に移送する法案が可決された。現地への資
金援助と引き換えに、難民申請者らの受け入れ
と認定手続きを任せる計画だ。英国での難民申
請者は2020年の約３万人から2022年には約
８万人に急増していた。イタリアのメローニ政
権も2023年11月、庇護を求めて地中海を渡っ

てくる人々を対岸のアルバニアへ移送する計画
を発表した。
　ＵＮＨＣＲはこうした移送計画が難民条約に
違反する可能性があると指摘する。難民申請者
らの人権を侵害する恐れがあるという。結局、
ルワンダ移送計画は2024年７月の英総選挙で
スナク首相率いる保守党が敗北したため頓挫。
アルバニア移送計画もイタリアの裁判所が不適
当と判断したため棚上げされた。しかし、強制
移送を支持する世論は根強く、将来的に形を変
えてよみがえる可能性はある。

国際的な責任分担の不均衡
　庇護を求められた欧州諸国がその責任を欧州
域外の「第三国」に任せる計画からは、国際的な
責任分担の不均衡さも浮かび上がる。
　ＵＮＨＣＲによると、難民受け入れ国の上位
５カ国（2023年末時点）のうち、ＥＵ加盟国は
ドイツだけ。パレスチナ難民の一大受け入れ国
であるヨルダンを除き、イランやトルコ、コロ
ンビアは欧米へ向かう人々の通過ルートに当
たる。米国では2025年１月、「不法移民」の大
量送還を主張するトランプ大統領が就任し、メ
キシコに接する南部国境の非常事態を宣言した。
欧米を目指す人々の多くが、国境管理の厳格化
などによって行く手を阻まれている格好だ。日
本の難民政策にも世界から厳しい目が向けられ
ている。欧米などに比べて日本は難民の定義を
より厳格に解釈しているとされ、認定率の低さ
が際立っている。
　難民問題の解決には、紛争の予防や解決、貧
困の改善、人権の尊重などが不可欠である。一
方的な国境管理の強化や「第三国移送」のような
対症療法に頼るのではなく、庇護を求める人々
の権利を尊重し、人道的な支援を提供するため
の国際的な枠組みを強化する必要がある。

急激な流入 排外主義強める欧州
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ＳＮＳ選挙と若者
　ソーシャルメディアが日本の選挙を変えつつある。ＳＮＳ（ネット交流サービス）や動画投稿サ
イトなどの情報が有権者の投票行動に大きな影響を与えるようになった。外国では既に起きてい
る現象だ。既存の政治やマスメディアへの不信などが背景にあるとみられるが、誤った情報によ
って公正な選挙が損なわれるリスクもある。

※総務省（2023年）「ＩＣＴ基盤の高度化とデジタルデータ及び情報の流通に関する調査研究」を基に作成
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18.211.232.528.59.6

1.5

2.2

2.3

6.1
6.720.643.223.5

27.514.026.024.58.0

22.016.029.528.5
4.0

19.08.534.528.010.0

10.511.037.530.011.0

12.06.535.031.515.0

▲ＳＮＳなどで自分の考え方に近い意見や情報が表示されやすいことを知っていますか？

▲�東京都知事選で候補の街頭演説を動画撮影する人＝東京都内で
2024年６月

　ＳＮＳ等のプラットフォームサービスの利用
が一般化する一方、その特性によりプラット
フォーム上での誹

ひ

謗
ぼう

中傷等の流通問題、偽・誤
情報の拡散、フィルターバブルやエコーチェン
バーによる情報の偏在化等の課題が深刻化して
いる。総務省は、ＳＮＳ等のプラットフォーム
サービスの利用行動や特性の理解度等の実態を
把握するため、日本、米国、ドイツ及び中国の
消費者にアンケート調査＊を行った。
＊�日本、米国、ドイツ、中国の生活者に対するウェブ調査。年
齢（20、30、40、50、60 歳以上）。性別（男性、女性）。回
収数 4000 件（日本 1000 件、米国 1000 件、ドイツ 1000 件、
中国 1000 件）。2023 年２月実施
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　象徴的だったのは兵庫県の斎藤元彦知事の再
選だ。パワーハラスメントなどの疑惑で県議会
の不信任決議を受けて失職したが、2024年11
月の出直し選挙で復活した。世論調査によれば
当初は劣勢だったが、追い上げて逆転した。
　知事は机をたたくなどの行為は認め、県によ
る内部告発者の懲戒処分が公益通報者保護法に
反している疑いも指摘されていた。
　しかし、知事選期間中にソーシャルメディア
で急速に広がったのは、「既得権益」を持つ議会
や県庁、マスコミに改革者・斎藤氏が立ち向か
うというイメージだった。
　中でも大きな影響を与えたのが、政治団体「Ｎ
ＨＫから国民を守る党」の立花孝志氏がユーチ
ューブで発信した動画だった。パワハラ疑惑を
「デマ」と主張し、県議会やテレビ、新聞を「事
実を隠している」などと非難した。
　ＮＨＫの出口調査によれば、投票の際に「Ｓ
ＮＳや動画サイト」を参考にした人がテレビや
新聞を上回り、その約７割は斎藤氏に投票して
いた。若い世代の大半は斎藤氏を支持した。
　同年７月の東京都知事選で２位に躍進した石
丸伸二・前広島県安芸高田市長の原動力も動画
だった。石丸氏が市長時代、市議会で「恥を知
れ！　恥を！」と議員らに向かって叫ぶ場面は
広く拡散された。石丸氏も人々の反「既得権益」
感情をすくい取った面がある。

社会の分断を招くおそれ
　ソーシャルメディアは人々を投票所へ向かわ
せた。だが、そこには大きな課題もある。
　兵庫県知事選で流布された「パワハラ疑惑は
デマ」という言説は事実と異なる。告発した元
県幹部の名誉を傷つけるような根拠不明の情報
も広がった。ソーシャルメディアでは偽情報、
誤情報、ヘイトや中傷もボタン一つで誰もが発

信できてしまう。
　一方でアルゴリズムが検索や閲覧の履歴に応
じたコンテンツを次々に勧めてくる。プラット
フォーム企業は自社のメディアの利用時間をで
きるだけ長引かせ、広告媒体としての価値を高
めようとするからだ。
　好みの情報に囲まれた利用者は、別の視点に
触れる機会が乏しくなる。「フィルターバブル」
「エコーチェンバー」と呼ばれる状態だ。事実を
共有できなくなれば社会の分断は進み、暴力に
発展するおそれもある。選挙に不正があったと
信じたトランプ米大統領支持者による2021年
の連邦議会議事堂襲撃事件などは先例だろう。

�読み解く「リテラシー」重要
　ソーシャルメディアの選挙への影響力は今後
も強まることが予想される。
　兵庫県知事選ではマスメディアのあり方も問
われた。公平性を重視した従来通りの報道は、
大量に出回る真偽不明の情報に埋もれる形とな
り、有権者に十分な判断材料を提供できなかっ
た。ソーシャルメディア情報を検証するファク
トチェックなど、読者や視聴者の疑問に答えら
れる報じ方が求められている。
　教育も鍵を握る。有権者が適切な判断をする
にはソーシャル、マスを問わずメディア情報を
主体的に読み解く「リテラシー」が重要になる。
　総務省の2023年版情報通信白書によると、
ＳＮＳなどで自分の考え方に近い意見や情報が
表示されやすいことを「知っている」と回答した
人の割合は４割弱にとどまった。７～８割だっ
た米国、ドイツ、中国に比べて低い。
　小中高校ではメディアリテラシー教育が少し
ずつ広がっている。事実を尊重する思考、玉石
混交の情報を吟味する能力の育成は、主権者教
育の観点からも不可欠であろう。

投票行動を変えるソーシャルメディア
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ん

な
が
さ
き

　
　あま
く
さ
ち
ほ
う

か
ん
れ
ん
い
さ
ん

せ
ん
ぷ
く

かんれん い さんぐん　おきなわけん

りゅうきゅう おうこく およ

琉球王国のグスク及び
関連遺産群（沖縄県）

平泉（岩手県）

ほっかいどう あおもりけん

いわ て けん あき た けん

ほっかいどう

じょうもん い せきぐん

きたとうほく

北海道・北東北の
縄文遺跡群
（北海道、青森県、
岩手県、秋田県）

3

富士山
（山梨県、
静岡県）

富岡製糸場と
絹産業遺産群
（群馬県）

古都京都の文化財
（京都府、滋賀県）

石見銀山遺跡と
その文化的景観
（島根県）

古都奈良の文化財
（奈良県）

厳島神社
（広島県）

原爆ドーム
（広島県）

法隆寺地域の
仏教建造物
（奈良県）

日光の社寺
（栃木県）

姫路城
（兵庫県）

白川郷・五箇山の
合掌造り集落
（岐阜県、富山県）

さ　 ど きんざん

佐渡島の金山
（新潟県）

紀伊山地の
霊場と参詣道
（三重県、奈良県、
和歌山県）

ル・コルビュジエの建築作品
（東京都など）

「
神
宿
る
島
」宗
像・沖
ノ
島

と
関
連
遺
産
群（
福
岡
県
）

長
崎
と
天
草
地
方
の
潜
伏

キ
リ
シ
タ
ン
関
連
遺
産

（
長
崎
県
、熊
本
県
）

おおさか ふ

も　ず　　ふるいち こ ふんぐん

百舌鳥・古市古墳群
（大阪府）
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2
　 しゅうらく

　世
せ

界
かい

遺
い

産
さん

は、国
こく

際
さい

連
れん

合
ごう

の教
きょう

育
いく

科
か

学
がく

文
ぶん

化
か

機
き

関
かん

（ユネスコ）が価
か

値
ち

の高
たか

い自
し

然
ぜん

や文
ぶん

化
か

として登
とう

録
ろく

して
いる「人

じん

類
るい

全
ぜん

体
たい

の宝
たから

物
もの

」です。2024年
ねん

に「佐
さ　　ど

渡島の金
きん

山
ざん

」（新
にい

潟
がた

県
けん

）が世
せ

界
かい

遺
い

産
さん

（文
ぶん

化
か

遺
い

産
さん

）に
登
とう

録
ろく

され、日
にっ

本
ぽん

の世
せ

界
かい

遺
い

産
さん

は、文
ぶん

化
か

遺
い

産
さん

21件
けん

、自
し

然
ぜん

遺
い

産
さん

５件
けん

の計
けい

26件
けん

になりました。海
うみ

に囲
かこ

まれ
た南

なん

北
ぼく

に長
なが

い地
ち

形
けい

や木
もく

造
ぞう

建
けん

築
ちく

などの伝
でん

統
とう

文
ぶん

化
か

に育
はぐく

まれた日
にっ

本
ぽん

の世
せ

界
かい

遺
い

産
さん

を見
み

てみましょう。

（注
ちゅう
）�スペースの都

つ
合
ごう
で地

ち
図
ず
には入

い
れていませんが、岩

いわ
手
て
県
けん
から鹿

か
児
ご
島
しま
県
けん
にわたる「明

めい
治
じ
日
に
本
ほん
の産

さん
業
ぎょう
革
かく
命
めい
遺
い
産
さん
」も文

ぶん
化
か
遺
い
産
さん
です。長

なが
崎
さき
市
し
の端

は
島
しま
炭
たん

坑
こう
や福

ふく
岡
おか
県
けん
北
きた
九
きゅう
州
しゅう
市
し
の官

かん
営
えい
八
や
幡
はた
製
せい
鉄
てつ
所
しょ
などがあります。

世
せ

界
か い

遺
い

産
さ ん 26件けん の宝た か ら

物
も の

国
こく

内
ない

の世
せ

界
かい

遺
い

産
さん

※�洋
よう

数
すう

字
じ

は自
し

然
ぜん

遺
い

産
さん

（63㌻）、
それ以

い

外
がい

は文
ぶん

化
か

遺
い

産
さん

です。
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1屋
や

久
く

島
しま

（鹿
か

児
ご

島
しま

県
けん

）
　海

かい

岸
がん

から標
ひょう

高
こう

約
やく

2000㍍の山
さん

頂
ちょう

部
ぶ

まで、標
ひょう

高
こう

に応
おう

じてさまざまな植
しょく

物
ぶつ

が生
は

えてい
ます。標

ひょう

高
こう

500㍍を超
こ

える山
さん

地
ち

にあり、樹
じゅ

齢
れい

約
やく

1000年
ねん

を超
こ

える「屋
や

久
く

杉
すぎ

」が有
ゆう

名
めい

です。なかでも1966年
ねん

に発
はっ

見
けん

された「縄
じょう

文
もん

杉
すぎ

」は日
に

本
ほん

一
いち

太
ふと

い屋
や

久
く

杉
すぎ

です。登
と

山
ざん

口
ぐち

から縄
じょう

文
もん

杉
すぎ

までは往
おう

復
ふく

約
やく

10時
じ

間
かん

かかります。
周
しゅう
囲
い
16.4㍍の縄

じょう
文
もん
杉
すぎ

2白
しら

神
かみ

山
さん

地
ち

（青
あお

森
もり

県
けん

、秋
あき

田
た

県
けん

）
　広

こう

大
だい

な山
さん

岳
がく

地
ち

帯
たい

で、昔
むかし

からの手
て

つかずのブナ林
りん

が東
ひがし

アジア最
さい

大
だい

級
きゅう

の規
き

模
ぼ

で広
ひろ

がっ
ています。ブナを中

ちゅう

心
しん

にさまざまな植
しょく

物
ぶつ

が生
せい

息
そく

し、ツキノワグマやニホンザルなど
多
おお

くの動
どう

物
ぶつ

が暮
く

らしています。一
いっ

般
ぱん

の人
ひと

が気
き

軽
がる

に訪
おとず

れられる滝
たき

や歩
ほ

道
どう

もあります。
ブナの落

お
ち葉

ば
やどんぐりは生

せい
物
ぶつ
の栄
えい
養
よう
源
げん

3知
しれ

床
とこ

（北
ほっ

海
かい

道
どう

）
　オホーツク海

かい

に細
ほそ

長
なが

く突
つ

き出
で

た北
ほっ

海
かい

道
どう

東
とう

部
ぶ

の半
はん

島
とう

で、アイヌ語
ご

の「シリエトク」
（陸

りく

地
ち

の先
せん

端
たん

）が語
ご

源
げん

です。海
うみ

と陸
りく

が一
いっ

体
たい

となって多
た

様
よう

な生
せい

態
たい

系
けい

を形
けい

成
せい

していま
す。沖

おき

合
あい

ではシャチなど珍
めずら

しい動
どう

物
ぶつ

にも出
で

合
あ

えます。
多
おお
くのヒグマが暮

く
らしている

4小
お

笠
がさ

原
わら

諸
しょ

島
とう

（東
とう

京
きょう

都
と

）
　東

とう

京
きょう

都
と

心
しん

から約
やく

1000㌔㍍南
みなみ

の太
たい

平
へい

洋
よう

に浮
う

かぶ島
しま

々
じま

で、「ハハジマメグロ」など
特
とく

定
てい

の地
ち

域
いき

にしか生
せい

息
そく

しない「固
こ

有
ゆう

種
しゅ

」が多
おお

く見
み

られます。大
たい

陸
りく

と地
じ

続
つづ

きになっ
たことがなく、独

どく

自
じ

に進
しん

化
か

してきたためで、「東
とう

洋
よう

のガラパゴス」といわれます。
濃
こ
い青
あお
色
いろ
の海
うみ
ではサンゴ礁

しょう
や熱
ねっ
帯
たい
魚
ぎょ
が見

み
られる

5�奄
あま

美
み

大
おお

島
しま

、徳
とく

之
の

島
しま

、沖
おき

縄
なわ

島
じま

北
ほく

部
ぶ

及
およ

び西
いり

表
おもて

島
じま

（鹿
か

児
ご

島
しま

県
けん

、沖
おき

縄
なわ

県
けん

）
　さまざまな生

せい

物
ぶつ

が生
せい

息
そく

する土
と

地
ち

として知
し

られ、絶
ぜつ

滅
めつ

危
き

惧
ぐ

種
しゅ

（国
こく

際
さい

機
き

関
かん

が絶
ぜつ

滅
めつ

の危
き

険
けん

があるとした生
せい

物
ぶつ

）や固
こ

有
ゆう

種
しゅ

が多
おお

くいます。九
きゅう

州
しゅう

から
台
たい

湾
わん

の間
あいだ

に連
つら

なる琉
りゅう

球
きゅう

列
れっ

島
とう

の一
いち

部
ぶ

で、約
やく

200万
まん

年
ねん

前
まえ

までにユーラシア
大
たい

陸
りく

から切
き

り離
はな

され、生
せい

物
ぶつ

が独
どく

自
じ

の進
しん

化
か

をとげました。
㊧耳

みみ
が短

みじか
い「アマミノクロウサギ」

㊨飛
と
べない鳥

とり
「ヤンバルクイナ」

　2021年
ねん

に奄
あま

美
み

大
おお

島
しま

など４地
ち

域
いき

（▪5）が登
とう

録
ろく

され、日
にっ

本
ぽん

の自
し

然
ぜん

遺
い

産
さん

は５件
けん

になりました。生
せい

物
ぶつ

とそれを取
と

り巻
ま

く環
かん

境
きょう

が互
たが

いにつながっていること（生
せい

態
たい

系
けい

）や、多
おお

くの生
せい

物
ぶつ

の豊
ゆた

かな個
こ

性
せい

とつながり（生
せい

物
ぶつ

多
た

様
よう

性
せい

）などが評
ひょう

価
か

されています。四
し

季
き

があり、約
やく

７割
わり

が緑
みどり

に覆
おお

われた日
にっ

本
ぽん

の国
こく

土
ど

がこれらの自
し

然
ぜん

を育
はぐく

んでいます。
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▶入門編の巻末には検定問題（1回分）がついています

14 15

正解

　　　未成年の子の身の回りの世話や教育、財産管理に関与する「親権」のあり方を見直す改正民法が
2024年、成立しました。親権はこれまで、「婚姻中は【　Ａ　】が持ち、離婚後は【　Ｂ　】が持つ」
と定められてきました。【　Ａ　】【　Ｂ　】に当てはまる文言の正しい組み合わせを①～④から一つ
選びなさい。
①　Ａ－父母双方　　　　　　　　　Ｂ－母のみ
②　Ａ－父母双方　　　　　　　　　Ｂ－父母のどちらか一方
③　Ａ－父母のどちらか一方　　　　Ｂ－母のみ
④　Ａ－父のみ　　　　　　　　　　Ｂ－父母のどちらか一方

　　　学校教育に関する法律や制度について、誤っている説明を①～④から一つ選びなさい。
①　いじめから子どもを守るための学校や行政の責務を定めた「いじめ防止対策推進法」の施行（2013

年）後、全国の学校が認知するいじめの件数は年々減っている。
②　不登校の子どもに多様な教育機会を確保することは、国と地方自治体の責務だ、と法律で定めら

れている。
③　障害のある子どもと、障害のない子どもが同じ教室でともに学ぶことを「インクルーシブ教育」

という。
④　大学生や短大生ら向けに、返済不要の奨学金を受けられる国の就学支援制度が設けられている。

　　　子どもの現状に関する次のＡ～Ｄについて、正しい説明の組み合わせを①～④から一つ選びなさい。
Ａ：「ヤングケアラー」への支援の必要性が指摘される背景の一つには、核家族化でケアの担い手が

足りなくなっていることがある。
Ｂ：こども家庭庁（2023年発足）は、文部科学省が担っていた義務教育など、子どもにまつわる全

ての行政を担当している。
Ｃ：わいせつ目的という悪意を隠して、不安や悩みを抱える子どもに近づき、手なずける「（性的）グ

ルーミング」は、刑事罰の対象だ。
Ｄ：いわゆる「闇バイト」とは、学生などに低賃金・長時間労働・過重な責任を押しつけるなどして

働かせることだ。
①　ＡとＣ　　　　　　②　ＡとＤ　　　　　　③　ＢとＣ　　　　　　④　ＢとＤ

　　　［Ａ］子どもの権利条約と、それに対応する［Ｂ］こども基本法（2022年成立）について、正しい説明
を①～④から一つ選びなさい。
①　Ａ：子どもを「権利の主体」ではなく、「保護の対象」として位置づけている。
②　Ａ：日本が批准したのは、こども基本法が成立した後だ。
③　Ｂ：教育を受ける権利を日本で初めて法的に保障した。
④　Ｂ：子どもの「意見を表明する機会」（意見表明権）を確保すると明記している。

問1

問2

問3

問4

104ページ子どもと教育のいま17

準２級 社会・環境

24

正解

　　　性別や結婚に関連して、正しい説明を①～④から一つ選びなさい。
①　選択的夫婦別姓制度が導入された場合、結婚する夫婦はそれぞれの結婚前の姓（旧姓）を必ず名

乗らなければならない。
②　「夫婦同姓」を定めた民法の規定を「違憲」とする判断を最高裁判所が示したことがある。
③　性的少数者が望んでも、戸籍上の性別は決して変更することができない。
④　戸籍上の性別が同じカップルは、地方自治体が発行するパートナーとしての証明書を得ても、結

婚した夫婦と同等の社会保障や税制上の優遇を受けることは保障されない。

　　　次のグラフ中の【　Ａ　】～【　Ｃ　】に当てはまる言葉の正しい組み合わせを、①～④から一つ選び
なさい。
①　Ａ－外国人技能実習制度
　　Ｂ－特定技能
　　Ｃ－育成就労
②　Ａ－外国人技能実習制度
　　Ｂ－育成就労
　　Ｃ－特定技能
③　Ａ－特定技能
　　Ｂ－外国人技能実習制度
　　Ｃ－育成就労
④　Ａ－特定技能
　　Ｂ－育成就労
　　Ｃ－外国人技能実習制度

　　　日本で暮らす外国人に関連して、正しい説明を①～④から一つ選びなさい。
①　国籍・地域別で、最も多いのは米国だ（2024年６月末時点）。
②　公立学校に通う日本語指導が必要な外国籍の子どもの数は近年、減少傾向だ。
③　在留資格を失った外国人は従来、原則として出入国在留管理庁の施設に収容されてきた。
④　労働基準法は、在留資格がないまま日本国内で働く外国人には適用されない。

　　　国内の「差別」を巡る対応や制度について、誤っている説明を①～④から一つ選びなさい。
①　障害者差別解消法は、障害者への「合理的配慮」（障害者の状況に応じた社会的障壁を、無理のな

い範囲で取り除くこと）を国や地方自治体に義務づけている。
②　「障害の多くが遺伝する」という誤った考えを背景に、かつて「優生保護法」に基づき、知的障害

などのある人に対する強制的な不妊手術や人工妊娠中絶を認める政策が取られていた。
③　日本は人種差別撤廃条約を全面的に批准している。
④　国や地方自治体、企業（従業員40人以上）は、障害者を一定割合以上、雇用することが法律で義

務づけられている。

問1

問2

問3

問4

104ページ共生社会への道のりは18
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【　C　】の導入が決定
（2024年）

【　B　】が導入
（2019年）

【　A　】が創設（1993年）

▼日本で暮らす外国人の数の推移

※�法務省「在留外国人統計」などを基に作成。2024年
は６月末時点、他は12月末時点
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発展編テキストの全テーマに対応 時事を学ぶための基礎の知識

◀︎問題集

◀︎分野別、難易度別学習に︎ 

▼︎グラフ資料やイラストが豊富 

正解

読解・活用 準２級

★2024年３月に書かれた次の文章と資料を読んで、問１に答えなさい。

　日本銀行が大規模な金融緩和策を転換し、
約17年ぶりとなる利上げに踏み切ったこと
で、銀行の金利も動き始めた。大手銀行３行
は普通預金＊の（ア）金利を従来の年0.001％か
ら20倍の0.02％に引き上げると発表した。
定期預金＊の金利引き上げも相次いでいる。
経済の回復が進めば、貸出金利＊も上昇して
いくとみられる。
　一方で、実質無利子・無担保融資など新型
コロナウイルス対策で導入された支援制度が終わったこともあり、倒産する企業が増えている。
過剰債務を抱えた企業が今後、淘

とう

汰
た

される事態もあり得る。だが、将来性のある企業まで倒れる
ことになれば、日本経済にとって大きな損失となる。経済をけん引する業界や、革新的な技術に
対する投資を活性化させることが、銀行に求められる。

＊�普通預金……自由にお金の預け入れや引き出しができる口座のこと。給与の受け取りなどに使える。
＊�定期預金……お金を預ける期間をあらかじめ決めて利用する口座のこと。期間内はお金を引き出せないが、普通預金と比べて
金利が高い。

＊貸出金利……銀行が個人や企業にお金を貸し出す時の利子のこと。

126ページ「金利のある世界」で口座残高は？

■金利の計算に使う言葉
元本：貯蓄や借り入れの元手となるお金のこと。最初に預ける金額を指す。
利子：お金を預けたときに、その対価として受け取るお金のこと。
金利：元本に対して受け取る利子の割合を指す。
■金利の計算方法
単利：常に預け入れた年の元本を基に利子を計算する。
複利：１年分の利子を元本に組み入れ、次の年にその額を元本として利子を計算する。
■金利の計算例　　元本1,000,000円、金利５％の場合

０年目 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

単利 1,000,000 1,050,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,250,000

複利 1,000,000 1,050,000 1,102,500 1,157,625 1,215,506 1,276,281
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資料：下線部（ア）に関連する、金利の説明
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　　　下線部（ア）について、［Ｘ］従来の金利（0.001％）と［Ｙ］新しい金利（0.02％）で同額のお金を預
けた場合、口座残高は時間とともにどのように増えますか。増え方を表すグラフとして最も適切なも
のを、①～④から一つ選びなさい。なお、預ける間の金利は変動せず、利子は元本に組み入れること
とします。

①　　

②　　

③　　

④　　

　

問1
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金
額
）
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［Ｘ］
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金
額
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［Ｘ］
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金
額
）
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［Ｙ］

［Ｘ］
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　子が未成年のうちは生活場所の決定や財産管理などに
関わる権利が親にあります。こうした権利を「親権」と
いいます。民法では親権者について、「子の利益のため
に権利を有し、義務を負う」と規定されています。これ
までは「婚姻中は共同親権、離婚後は単独親権」と定め
られてきました。改正法（2026年までに施行）によって
離婚後、単独親権または共同親権が選べるようになりま
す。離婚時に父母が協議して決め、合意できなければ家
庭裁判所が親権者を判断します。
　　　　　  
　法律の施行後、学校がいじめを積極的に把握する動き
が強まっており、全体として増加傾向です。②教育機会
確保法（2017年施行）で定められています。ただし、フ
リースクールなどの民間教育を義務教育として認めてい
るわけではありません。③国連の障害者権利委員会は日
本に対し、インクルーシブ教育によって、障害のある子
どももない子どもも同じ教室で学ぶ機会を確保するよう
求めています。④対象は世帯年収などの条件を満たす学
生に限られます。政府の「こども未来戦略」（2023年閣
議決定）には、こうした給付型奨学金の対象を拡大する
ことが盛り込まれました。
　　　　　  
　Ｃ：改正刑法（2023年施行）で刑事罰の対象となりま
した。Ｂ：学校教育や幼児教育などの分野は文部科学省
が引き続き担当します。Ｄ：これは闇バイトではなく、
いわゆる「ブラックバイト」の説明です。闇バイトは、

「高額の報酬」などに釣られて応募した人たちが、詐欺や
強盗などの犯罪に加担させられる問題の総称です。
　　　　　  
　子どもの権利条約が意見表明権を保障しており、この
理念をこども基本法も反映しています。①保護の対象と
してだけではなく、権利の主体としても位置づけていま
す。②基本法成立前の1994年に批准しました。成立以
前は条約に対応する包括的な国内法がなく、問題視され
ていました。③教育を受ける権利は、日本国憲法26条
１項で「すべて国民は、法律の定めるところにより、そ
の能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」
と保障されています。

（問題→24ページ）
子どもと教育のいま17
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　自治体のパートナーシップ証明書に法的拘束力はな
く、社会保障や税制で法律婚の夫婦と同じ待遇は保障さ
れません。①結婚する際にそれぞれの夫婦が「同姓、別
姓のどちらを名乗るか」を選べます。②最高裁は2021
年、夫婦同姓規定を合憲と判断しつつ、選択的夫婦別姓
制度について国会での議論を促しました。③一定の条件
を満たせば、家庭裁判所の審判を経て認められます。
　　　　　  
　Ａ：「途上国への技術移転を通じた国際貢献」を目的と
して、1993年に創設されました。しかし、実態は低賃金
で働く外国人労働者の受け入れ窓口となっていました。
これを踏まえ、制度は廃止されることが決まりました。
また、2024年６月には、代わりに外国人労働者を受け入
れる新制度「育成就労」の創設が決まりました（2027年
までに開始予定）。Ｂ：人手不足が深刻な介護、建設業な
どの労働者確保を目的に、2019年に創設されました。政
府は2024 ～ 28年度に最大82万人の受け入れを見込んで
います。Ｃ：育成就労は、外国人技能実習制度に代わり
創設される制度です。人材確保と人材育成を目的とし
て、技能が未熟練の外国人労働者を受け入れます。
　　　　　  
　従来は原則「全件収容」でした。しかし、収容の長期
化を防ぐため、収容せず本国に送り返す手続きを設ける
など法制度が変更されました（改正法が2024年６月に全
面施行）。①中国です。２位に「特定技能」などで働く人
が急増するベトナムが続きます。②増加傾向です。④適
用されます。ただし、在留資格のない人を雇うのは違法
です。
　　　　　  
　条約はヘイトスピーチのような人種差別を扇動する行
為を刑事罰の対象にするよう求めていますが、日本は日
本国憲法の「表現の自由」の観点から禁止規定を設けず、
条約の一部を留保しています。なお、川崎市では2020
年、全国で初めてヘイトスピーチに対する刑事罰を定め
た人権条例が施行されました。①ちなみに、民間事業者
にも2024年４月から義務づけられました。②「不良な子
孫の出生を防止する」ことを目的に、障害者らへの不妊
手術や人工妊娠中絶を認める「（旧）優生保護法」が1948
年、議員立法で制定されました。1996年に廃止されまし
たが、旧法の下では約２万5000人に不妊手術が行われ
ました。④障害者雇用促進法の規定です。

（問題→25ページ）
共生社会への道のりは18
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▲︎思考力・判断力・表現力を養う︎ 

◀︎正解と解説︎ 



活用事例のご紹介

団体登録のご案内

所属 学年や組、出席番号もしくは学籍番号を記入してください 氏名
＊このワークシートは、原則として 年末までのニュースに基づいています

●●● ニュース時事能力検定試験 正答例

理解力アップシート ①私たちの民主主義
年度版

公式テキスト＆問題集「時事力」基礎編準拠 ☞ ～ ㌻

★

普通選挙 年、投票率、１票の格差、マイナカード

★重要語句

●一定の年齢に達した全国民が選挙権（選挙で投票する権利）を持つことを、【 普通選挙 】といい、

年には「【 】歳以上」に引き下げられました。

●日本の政治は、立法を【 国会 】、行政を【 内閣 】、司法を【 裁判所 】が担い、チェックし合

う仕組みで、これを【 三権分立 】といい、日本国憲法で定められています。

●衆議院は、参議院よりも議員の任期が短く、【 解散 】という制度もあるため、民意をよりきめ細か

く反映できるとされており、「衆議院の【 優越 】」として、いくつかの制度に反映されています。

★

●「被選挙権」引き下げに賛成？ 反対？

★記述式問題

●「１票の格差」とは、どのようなことですか。また、どのようなことが問題視されていますか。「選挙

区」「法の下の平等」という言葉を必ず使って 字以内で説明しなさい。

■賛成だ ■反対だ

・ 年の衆議院議員選挙で、 代の当選者は３

人だけ。若い世代を代表する人が少なすぎる。

・激しく急速に変わる社会に対応するには、より

柔軟に行動できる若い政治家が必要だ。

・人生経験の少ない若者には、有権者の多様な意

見をくみ取って政治をするのは難しい。

・ ～ 代は投票率が低く、そもそも政治に関心

がないことをまず問題にすべきだ。

お問い合わせ先▶日本ニュース時事能力検定協会事務局 TEL：03-3212-5116（受付：平日11時〜15時）

ニュース検定では、団体受検やテキストのご購入をいただいた団体様向けに、さまざまな
コンテンツをご用意しています。
理解力アップシートやNEWSピックアップ、課題プリントやミニテストなど、評価や学習
課題としてご利用いただけます。

公式サイトでは、検定やテキスト
を導入いただいている団体の活用
事例が掲載されています。
ぜひご覧ください。

中学校・高等学校 大学・専門学校

▲理解力アップシート

▲Newsピックアップ


