
　ファストファッションに代
表される大量生産・大量廃棄
や、原料を生産する時の農薬・
化学肥料による土

ど

壌
じょう

の汚
お

染
せん

な
ど、ファッションは環境負荷
が大きい産業といわれます。
着なくなった衣類を回収して
素材として再利用する衣料品
店や、原料の調達方法を見直
すブランドもあります。

　最近、「カーボン○○」という言葉をよく耳にしませんか。「カーボ
ン」は英語で「炭素」のことで、石炭や石油、生物の体内など地球上
に多く存在します。炭素を燃やすとCO2が出るため、温暖化対策と
して「脱

だつ

炭素」がキーワードとなっています。

　サステナブルは英語で「持続可能な」という意味です。環境
を守り将来世代のことを考えながら、今を生きる世代の欲求
や利益を実現する社会づくりを「持続可能な開発」と言います。

　生命が地球に誕生して約40億年。生物が大量に絶滅する「大量絶滅」
が、過去に５回ありました。6600万年前に起きた第５の大量絶滅では、
恐
きょう

竜
りゅう

が姿を消しました。そして現代は「第６の大量絶滅時代」と呼ばれ
ます。開発による森林の減少や生物の乱

らん

獲
かく

、地球温暖化など、人間の
活動が主な原因です。生物多様性（さまざまな生き物が支えあって生き
ている状態）がどんどん失われています。

　約６万種類の樹木が生育し、地球上の両生類の80％、
鳥類の75％、哺

ほ

乳
にゅう

類の68％が暮らす森林。しかし、伐
ばっ

採
さい

などにより、その面積はこの30年間で１億7800万㌶
（日本の国土面積の約５倍）も減少しました。

　「冷戦」終結後の1992年６月に
開かれ、約180カ国・地域ととも
に、非政府組織（ＮＧＯ）が参加し
ました。アメリカのブッシュ（父）
大統領、中国の李

り
鵬
ほう
首
しゅ
相
しょう
ら各国の

要人が多数出席。環境保全や貧困
解消を掲

かか
げ、「持続可能な開発」を

実現するための行動計画「アジェ
ンダ21」も採

さい
択
たく
されました。

　原材料の調達から生産、使用、
製品の廃

はい

棄
き

まで、商品の全工程
で出るCO2の量を計算し、表示
する取り組みです。CO2排出量
の少ないライフスタイルへの転

てん

換
かん

を促
うなが

します。

　化石燃料から出たCO2を回収
し、再生利用（リサイクル）する試
みです。回収したCO2を吸収させ
て育てた藻

も

を原料に燃料を作っ
たり、CO2からプラスチックの原
料になる物質などを合成したりす
る研究開発が行われています。

　人間が排
はい

出
しゅつ

したCO2などの温室効果ガスから、
植林などによってCO2が吸収された分を差し引い
て、実質ゼロ（ネットゼロ）とすることです。メタン
などを含

ふく

めた温室効果ガスを指すことが多く、日本
を含む約150カ国・地域は「2050年カーボンニュー
トラル」を目標として宣言しています。

　CO2に価格を付け、排出量に応じ
て企

き

業
ぎょう

や消費者に負担を課す仕組
みのことです。具体的には、「炭素
税」（化石燃料や電気の利用者に課
税する）や「排出量取引」（企業ごと
に排出量の枠を設定し、超

こ

えた分や
余った分を売買できる）があります。

　家
か

畜
ちく

を育てるには穀物など大量のえさや
水が必要です。こうした環境負荷を抑

おさ

える
ため、植物由来の原材料で作った「代

だい

替
たい

肉」
「大豆ミート」などの利用も増えています。
　また、食べ残しや売れ残りなど、食べら
れるのに捨ててしまう「食品ロス（フード
ロス）」は日本だけで年間570万㌧（2019
年度）。減らす取り組みが必要です。

　世界の科学者による報告書（2019年）は、
地球上の動植物約800万種のうち約100万
種が絶滅の危機にあり、多くは数十年以内
に絶滅する可能性があると警告しています。

絶
滅
危
惧
種
に
指
定
さ
れ
て
い
る
ホ
ッ

キ
ョ
ク
グ
マ（
上
）、
マ
サ
イ
キ
リ
ン（
下
）

地球サミットとは

カーボンフットプリント

カーボンリサイクルカーボンニュートラル

カーボンプライシング

ファッション

食品
約100万種が絶滅の危機

（1850～1900年の値が基準。10年平均）※

復元した気温値の可能性が非常に高い範囲

気候変動枠組み条約に署名す
る各国首脳ら＝1992年

CO2の量（右
みぎ
端
はし
の数字）を記したレスト

ランのメニュー＝イギリスで2021年

国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）が、絶滅の危機
にひんする動植物について調べました（2021
年）。調査した13万8374種のうち４分の１が絶
滅危惧種や絶滅種と判断されました。

若者を中心に温暖
化対策の強化を呼
びかけるデモが各
地で広がる＝イギ
リスで2021年11月

「サステナブルフード」といわれる
大豆ミートの商品

一
いっ
般
ぱん
家庭などが持ち寄って寄付

をする「フードドライブ」で届
けられた食品＝兵庫県神戸市で

ユニクロの衣類回収箱。難民
支
し
援
えん
などに役立てる
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大量絶
ぜ つ

滅
め つ

時代?

森林も消える

今は

世界の森林面積の変化※

世界の大気中CO2濃度の変化※

レッドリストの評価

　産業革命以降、世界の平均
気温は急激な上

じょう

昇
しょう

を続けてい
ます。地球温暖化の主な原因
とされる大気中の二酸化炭素
（CO2）の濃

のう

度
ど

はこの30年間、
問題が認識されている中でも
高まり続けています。

※�ＣＯ２濃度の変化は「世界気象機関（ＷＭＯ）温室効果ガス年報」、
気温の変化は「国連の気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣ
Ｃ）第１作業部会の報告書(2021年)」、森林面積の変化は「世
界森林資源評価（ＦＲＡ）2020メインレポート」を基に作成

明日の環
か ん

境
き ょ う

を守るために「地球サミット」から30年
　温暖化をはじめとする地球規模の環境問題
に対応するため、ブラジル・リオデジャネイロ
で開かれた「地球サミット」（国連環境開発会議、
1992年）から30年がたちます。150カ国以上が
「気候変動枠

わく

組
ぐ

み条約」と「生物多様性条約」に
署名し、「環境問題対策の出発点」とされるこの
会議から、世界はどう変化したでしょうか。



2022年夏には参議院議員選挙があります。選挙のたびに「投票率」が話題になりますが、
その理由は何でしょうか。そもそも、なぜ選挙があるのでしょうか。2021年10月に実

じっ
施
し
され

た衆議院議員選挙（衆院選）などを題材に、選挙の仕組みや課題を考えてみましょう。

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。
民主主義はさまざまな場面でみられます。学
校の文化祭でクラスの出し物を決めるとき、学
級会で議論することも一例です。このように、
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。
しかし、国のように集団の規模が大きくなる
と、そうもいきません。そこで、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間接民主主義という方
法もあります。特に、複数の代表者たちが議会
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。
ものの考え方は人によって異なります。でき
るだけ多くの国民が納得する政治が行われるた
めには、国民の多様な意見が議会に反映される
必要があります。選挙の仕組みがうまく機能す
ればよいのですが、現実には必ずしもそうなっ
ていません。どんな課題があるのでしょうか。

▪︎ 若者は４割程度
内閣総理大臣（首

しゅ
相
しょう
）を約１年間務めた菅

すが
義
よし

偉
ひで
さんに代わり、岸

きし
田
だ
文
ふみ
雄
お
さんが2021年10月、

首相に就任しました。衆院選は、その月のうち
に行われました。
投票率は55.93％でした。近年は50％台と低
調が続いています。国が年代別の傾

けい
向
こう
を調べた

ところ、18、19歳は43.21％、20代は36.50％
でした。60代（71.43 ％）、70代（72.28 ％）
に比べると、若者の低投票率が目立ちます。
日本では、生まれる子どもの数が減る「少子
化」と、総人口に占

し
める高

こう
齢
れい
者
しゃ
（お年寄り）の

割合が高まる「高齢化」が同時に起きています
（ 42㌻）。人数が多い高齢者ほど積極的に投
票し、人数の少ない若者ほど投票していないこ
とになります。結果として、高齢者の意見が政
治に反映されやすくなり、若者の声は届きにく
くなる「シルバー民主主義」の傾向が今後、さ
らに強まる心配があります。

▪︎ 期日前投票は浸
しん

透
とう

有権者がもっと投票しやすくなるように、さ
まざまな仕組みが整えられています。代表例が
期日前投票や不在者投票 です。期日前投票は、
仕事や旅行などのために投票日に投票所へ行け
ない人が、選挙人名

めい
簿
ぼ
に登録された市区町村（多

くの場合は住民票がある住所）の期日前投票所
で事前に投票します。新型コロナウイルスの流
行後は、投票日に人が集中して感染が拡大する
のを防ぐため、積極的な活用が呼びかけられて
います。2021年衆院選では、投票者全体の約
３分の１に当たる2058万人が利用しました。
また、2021年６月には、新型コロナに感染
して自宅やホテルで療

りょう
養
よう
する有権者が、郵便で

投票できる仕組みもできました。

岸田内閣発足するも低調な投票率　衆院選

多様な意見を政治に反映

不在者投票を活用してはどうですか。選挙期
間中、選挙人名簿登録地の市区町村にいなくて
も投票できる制度です。名簿登録地（上の例で
はＸ県）の市区町村から投票用紙などを取り寄
せれば、期日前投票と同じように滞

たい
在
ざい
先
さき
（Ｙ県）

で投票ができます。
19歳の投票率は18歳より低い傾向にありま

す。19歳は住民票を実家に残したまま進学や就
職で親元を離

はな
れる例が多いためとみられます。

不在者投票
WORD

日本では現在、18歳以上の男女に選挙権（選挙で投票する権利）
があります。このように、一定の年

ねん
齢
れい
に達した全国民が選挙権を持

つことを、普
ふ

通
つう

選挙といいます。普通選挙は今日では当然のように
思われます。しかし、日本では昔、財産（納税額）などで選挙権が
制限されたり、女性に与

あた
えられなかったりしました。男女普通選挙

が実現したのは、第二次世界大戦後のことです。この時に選挙権を
得たのは「20歳以上」で、2016年に「18歳選挙権」が実現したこと
は大きなニュースになりました。約70年ぶりに、選挙権年齢が引き
下げられたからです。2022年４月からは成人年齢も18歳となり（
49㌻）、積極的な社会参加が期待されています。

「18歳
さ い

選挙権」への道のり
POINT 

　実家があるＸ県から、大学があるＹ県
に引っ越

こ
したけど、住民票を移していな

いので投票できないよ。どうしよう？

投票したい政党や候補者が見当たらない…「棄
き

権
け ん

や白票で抗
こ う

議
ぎ

」する？ しない？

▪「する」
・�「投票」が意思表示なら、投票しない「棄権」
や何も書かない「白票」も立派な意思表示だ。

・�魅
み
力
りょく
的
てき
な公約を示すのは政党や候補者の責務。

棄権や白票が多ければイエローカードになる。

▪「しない」
・�棄権や白票は組織的に票を集める陣

じん
営
えい
を有利に

する。全政党・候補者への警告にはならない。
・�何を伝えたいのか他人に分からない。「よりま
しな候補者」に投票すべきだ。
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▲初の男女普通選挙となった衆院選で
投票する女性＝東京都内で1946年

▼

衆
院
選
の
投
票
率
の
移
り
変
わ
り

※1946、47年は今の憲法施行前。1996年
以降の投票率は小選挙区の分

私たちの民主主義
▪選挙は「意思表明」の機会
▪若者を中心に低迷する投票率
▪「１票の格差」って？
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時事力Basic
制度の基本や論議のポイントを押さえよう

私たちの民主主義1

◆三つの機関が互
たが
いにチェック 

日本の政治は、国の働きのうち立法を国会、行
政を内閣、司法を裁判所が担い、チェックし合
う仕組みになっています。これを三権分立とい
い、日本国憲法（ 14㌻）が定めています。一
つの機関が強い力を持つと国民の権利を脅

おびや
かし

かねないため、三つの機関に分け、監
かん
視
し
させ合

うことにしたのです。「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なる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

しゅ

相
しょう
）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。このように国会と内閣が
深い関係にある制度を議院内閣制といいます。
◆衆議院と参議院の特

とく
徴
ちょう
は 

衆議院は、参議院と比べた場合、選挙を通じて
民意をきめ細かく反映できるとされています。
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。どの政党を中心に

内閣をつく
るのかは、
衆議院の中
の力関係で
ほぼ決まる
わけです。
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。ただ、政党所属議員が多数を
占めるようになり、「衆議院のカーボンコピー」
との批判もあります。
◆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。国民の意思を政治に反映させるため、同じ
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。選挙で国民多数の支持
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
「与党」、それ以外を「野

や
党
とう
」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
ます。これを「連立政権」といいます。

日本の政治や選挙の仕組み選挙を巡
めぐ
る課題に「１票の格差」があります。

１票の価値が選挙区によって異なり、不平等な
状態になっている、という指

し
摘
てき
です。

ある選挙で、下の表のように議員を選ぶとし
ます。議員１人当たりの有権者数（＝有権者数
÷定数）を求めると、Ａ選挙区は９万人、Ｂ選
挙区は８万人となります。議員１人当たりの有
権者数が多いということは、その分だけ有権者
一人一人の意見が議員に届きにくくなると考え
ることができるので、１票の価値は軽くなりま
す。８万人で１人を選ぶＢ選挙区での１票の価
値を基準とすると、９万人で１人を選ぶＡ選挙
区との間には、1.125（＝９万÷８万）倍の格
差があることになります。
国の選挙では、人口が多い都市部と、少ない

地方の間でこうした格差が生じています。１票
の価値に違

ちが
いがあると、民意がゆがむ場合もあ

り、日本国憲法が定めた「法の下
もと

の平等」に違
い

反
はん
する、などと問題視されているのです。

▪︎ 衆議院  「10増10減」へ
格差を少なくしようと、国は対策を考えてい
ます。衆議院では、各選挙区の議員定数を国勢
調査（ 137㌻）の人口に基づき、一定のルー
ルのもとで新たに配分することになりました。
2020年の国勢調査の結果によると、15都県で
「10増10減」の定数配分の見直しが必要にな
ります。次の選挙での適用が検討されています。
2022年７月には参議院議員選挙があります。
格差が大きい選挙区などの定数を６増やすこと
が既

すで
に決まっているため、この選挙から参議院

議員は３人増えます（2019年選挙も３増えま
した）。ただし、抜

ばっ
本
ぽん
的
てき
な対策にはなっていま

せん。参議院は、2021年に設置した協議会で、
選挙制度改革について議論を続けています。

「１票の格差」を考える

Ａ選挙区 Ｂ選挙区
有権者数 18万人 24万人
定数 2 3
議員１人
当たりの
有権者数

9万人 8万人

１票の格差
1.125倍

2018年、政治分野における男女共同参
さん

画
かく

推
すい

進
しん

法
ほう
が施行され

ました。政党などに対し、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しなさいと求める法律です。日本
は世界的にみて女性議員が少なく（ 右の表）、議会における
女性の割合を引き上げて、女性の声を政治に反映させやすくす
る狙
ねら
いがあります。
しかし、施行後初めての衆議院議員選挙（2021年）で、女

性の候補者は全体の17.7％（1051人中186人）でした。与
よ
党
とう
（

11㌻）の自由民主党（自民党）や公
こう
明
めい
党
とう
は、それぞれ１割に

も達しませんでした。当選者に占
し
める女性の割合は9.7％（465

人中45人）にとどまり、前回（2017年）の10.1％を下回りま
した。
参議院の女性議員の割合も23.1％（2021年10月時点）と低

迷しています。一方、地方議会（都道府県議会と市町村議会、
東京特別区議会）での割合は増加傾

けい
向
こう
にあります。東京都議会

では31.7％（2021年11月時点）で、約３人に１人が女性です。

少ない日本の女性議員 190カ国中165位

順位 国名 比率（%）
ルワンダ
キューバ
ニカラグア
メキシコ
アラブ首長国連邦
ニュージーランド
アイスランド
スウェーデン
グレナダ
アンドラ
南アフリカ〃

10
９
８
７
６
〃
４
３
２
１

フランス
イタリア
ドイツ
イギリス
カナダ
アメリカ
中国
韓国
日本

0.0

9.7165
121
88
73
58
45
43
39
31

ミクロネシアなど187

61.3
53.4
50.6
50.0
50.0
49.2
47.6
47.0
46.7

46.4
46.4

39.5
35.7
34.9
34.3
30.5
27.6
24.9
19.0

〜

〜

Chec
k

級3

▲

各
国
の
国
会
（
下
院
）
に
占
め
る
女
性
議
員
の
割
合

※
列
国
議
会
同
盟
調
べ
、２
０
２
１
年
11
月
１
日
時
点
。

　

太
字
は
主
要
７
カ
国
（
Ｇ
７
）。
日
本
は
衆
議
院

▼国会議員を選ぶ選挙の仕組み
衆議院　１回の選挙で 465 人を選ぶ
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

得票が１位の人

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　１回の選挙で 124 人を選ぶ
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

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＊�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
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地球温暖化対策に取り組む、国際連合（国連）
「気候変動枠

わく
組
ぐ

み条約」の加盟国は、2021年
の第26回締

てい
約
やく

国会議（Ｃ
コ ッ プ

ＯＰ26）で「産業革
命前からの世界の気温上昇を1.5度に抑える努
力をする」ことに合意しました。「パリ協定 」 
より踏

ふ
み込

こ
み、「1.5度」が事実上、世界の共通

目標になりました。二酸化炭素（ＣＯ２）など
温室効果ガス（ 137㌻）排

はい
出
しゅつ

量
りょう

が多い石炭火
力発電を減らすことでも合意しました。

近年、多くの国や地域が温室効果ガスの排出量
を「実質ゼロ＊」とする目標年を表明しています。
ＣＯＰ26ではインドが目標年を示し、主要国・地

域の削減目標（ 上のグラフ）が出そろいました。
各国が目標を完全に達成すれば、21世紀末の気温
上昇を1.8度に抑えられるとの予測もあります。

▪︎ 異常気象 世界各地で
異常気象や災害が世界で発生しています。

2021年は、ドイツ、ベルギーで220人以上が洪
こう

水
ずい

の犠
ぎ

牲
せい

になり、カナダでは最高気温が同国観測
史上最高の49.6度を記録して数百人が熱

ねっ
中
ちゅう

症
しょう

で
亡
な

くなりました。日本でも、北海道で７月の平均
気温が平年より2.8度
も高くなりました。西
日本の８月の降水量は、
統計開始以来、８月と
して過去最多でした。

＊�実質ゼロ……排出する温室効果ガスをできる限り減ら
し、森林などが吸収する分で差し引きゼロとすること。
「カーボンニュートラル」も同様の意味で使われます。

日本は、使い捨てプラスチックの廃
はい

棄
き

量
りょう

で世
界上位の国です。政府は「使い捨てプラスチッ
クの量を2030年までに25％減らす」という目
標を掲げています。

2020年には、プラ製レジ袋
ぶくろ

が原則有料とな
り、エコバッグの利用が日常風景になりました。
2022年４月からは新しくできた法律により、
コンビニのストローやフォーク、ホテル客室の
歯ブラシ、クリーニング店のハンガーなども具
体的な削減対象になります。こうしたプラ製品
を大量に提供する企

き
業
ぎょう

は、提供を有料化する▽
紙など他の素材に切

き
り替

か
える▽受け取らなかっ

た人にポイントを与
あた

える──といった対策を取
ることが求められます。

日本のプラごみのほぼ半分は、家庭などから
出ており、その多くは包装や容器です（ 下の
グラフ）。私たち消費者も減らす努力が必要です。

▪︎ 海を汚
よご

すプラスチック
今、大量のプラスチックが海に流

なが
れ込

こ
んでい

ることが、世界的に大きな問題になっています。
主に石油から作られるプラスチックは、軽くて
丈
じょう

夫
ぶ

で、値段が安いのが特
とく

徴
ちょう

です。しかし燃や
すとＣＯ２が出て、地球温暖化につながります。
自然には分解されにくいため、きちんと処理さ
れずに捨てられると、風や雨などで川を流れて
海に達します。海では、容器などをのみ込

こ
んだ

クジラやウミガメが死ぬ被
ひ

害
がい

が出ています。ま
た、プラごみが細かく砕

くだ
かれたマイクロプラス

チック（ＭＰ）＊が有害物質を吸着して、それ
を食べた魚を通じて生態系に悪

あく
影
えい

響
きょう

を及
およ

ぼすと
心配されています。
＊�マイクロプラスチック（ＭＰ）……大きさが５㍉以下の
プラスチックのこと。海に流れ込んだプラ製品が、紫

し

外
がい
線
せん
や波の作用で砕

くだ
かれるなどしてできます。

使い捨てプラごみ 減らすために

「気温上昇1.5度」 共通目標に

産業革命前からの気温上
昇を２度未満、可能なら1.5
度に抑える目標を掲げて、
2020年に取り組みが始まり
ました。21世紀後半に世界
全体で温室効果ガス「実質
ゼロ」を目指します。
削減目標は自分の国の都
合に合わせて自主的に決めればよく、達成できなく
ても罰

ばっ
則
そく
はありません。削減を促

うなが
すため、５年に１

度、進み具合を確認し各国が目標を見直します。

パリ協定
WORD

地球温暖化について、意欲的な対策目標を掲
かか
げる国が増えています。しかし実現は簡単では

なく、気
き
温
おん
上
じょう
昇
しょう
幅
はば
を抑

おさ
えられるのか、正

しょう
念
ねん
場
ば
といえそうです。身近なプラスチック（プラ）ご

みの削
さく
減
げん
、生態系の保全、今も続く公害への対応など課題は尽

つ
きません。

温暖化予測の基
き

礎
そ

 真
ま

鍋
な べ

さんノーベル賞
PLUS

地球温暖化を予測する基礎を
作ったとして、アメリカのプリン
ストン大学に在

ざい
籍
せき
する真

ま
鍋
なべ
淑
しゅく
郎
ろう
さ

ん＝写真＝が2021年、ノーベル物
理学賞を受賞しました。真鍋さん
は複雑な大気の動きを単純化し、コンピューター
で気候の変化を予測する手法を開発しました。大

気中のＣＯ２が増加すると地球の表面温度が上が
ることを示し、人間の活動が地球環境に影響を及
ぼす可能性を初めて指

し
摘
てき
しました。

真鍋さんの受賞で、日本からのノーベル賞受賞
者（アメリカ国

こく
籍
せき
を含
ふく
む）は28人、物理学賞では

日本初のノーベル賞受賞者の湯
ゆ
川
かわ
秀
ひで
樹
き
さんから数

えて12人目となりました。

プラスチックスプーンの有料化
に賛成？ 反対？

▪「賛成だ」
・�レジ袋も有料化で受け取り辞退率が上がっ
た。有料化による使用量削減の効果は明確だ。

・�プラごみの問題は深刻で、身近なところか
ら少しずつ削減に取り組むべきだ。

▪「反対だ」
・�店員にとって、レジ袋同様に必要かどうか
確認しなければならないなど手間が増える。

・�もっとプラごみ全体に占
し
める割合が高いも

のから有料化すべきだ。

No?
Yes?

世界全体の削減状況を
5年ごとに検証

国別の温室効果ガス削減目標
（達成は義務化されず）

国連に
提出

5年ごとに
見直し

取り組み
状況の報告

※2020 年の
　データ 。 欧
　州委員会の
　報告書より

（㌧）

1人当たり

1050 15

（億㌧）

国全体
実質ゼロ
目標年

アメリカ
欧州連合
インド
ロシア

国名

中国

日本

（2050年）
（2050年）
（2070年）
（2060年）

（2060年）

（2050年）

020406080100120

10.6
16.7
24.1
26.2

45.4
116.8億㌧

8.39
11.64

1.74
5.91

13.68

8.2㌧

▲冠
かん
水
すい
で立ち往生した車＝佐

さ
賀
が
県で

▼主要国・地域のＣＯ２排出量と実質ゼロ目標年

� ※2020年、プラスチック循環利用協会調べ

413 万㌧

家庭用品、衣類、
おもちゃなど

電子機器、
ケーブルなど 4.2

その他 5.1

77.1%
包装、容器など

13.6

▼企業のプラごみ▼家庭などのプラごみ

410 万㌧

電子機器、
ケーブル
など

包装、
容器など
18.1

建材
14.2

その他
28.9

輸送

33.8%

5

地球環
か ん

境
き ょ う

を守るために
▪「実質ゼロ」目標出そろう　温室効果ガス

▪プラ使い捨て大国の日本 削
さく

減
げん

対
たい

策
さく

を
▪生物多様性がもたらす命の恵

めぐ
み

18
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時事力Basic

地球規模の環境問題

制度の基本や論議のポイントを押さえよう
18

生物多様性は今

今も続く公害の被
ひ

害
が い

◆ 地球を包む温室効果ガス 
地球温暖化とは、空気中の二酸化炭素（ＣＯ２）

などの温室効果ガスが増え過ぎて、地球全体が
暖められる現象です。近年は生態系への影

えい
響
きょう

な
ど、「温暖化」だけでは説明しきれないとして、

「気候変動」という言葉も使われます。

20世紀以降、ＣＯ２が急増して温暖化が急速
に進んでいます。ＣＯ２が増えたのは、発電所や
工場の機械、自動車の燃料として化石燃料（
38㌻）を消費したり、農地や牧草地を拡大しよ
うと森林を伐

ばっ
採
さい

したりしたためです。
気温の上

じょう
昇
しょう

により、南極などの氷が解けて海面
が上がって小さな島国が沈

しず
む▽海水の温度も上が

って魚や貝が減る▽熱
ねっ

中
ちゅう

症
しょう

になる人が増える▽マ
ラリアなど熱帯性の感

かん
染
せん

症
しょう

が拡大する──などの
影響が予測されたり、既

すで
に起こったりしています。

◆ オゾン層、酸性雨、ＰＭ2.5 
1980年代、生物に有害な紫

し
外
がい

線
せん

を吸収する
オゾン層が薄

うす
くなり穴が開いたようになった

「オゾンホール」が見つかりました。原因は、冷
蔵庫やエアコンの冷

れい
媒
ばい

に使われる化学物質フロ
ンであるとわかりました。そこで、オゾン層を
保護するための国際的な枠

わく
組
ぐ

み「モントリオー
ル議定書」が1987年に採

さい
択
たく

されました。フロ
ンの濃

のう
度
ど

は1990年以降に下がり、オゾンホー
ルも2000年以降、小さくなる傾

けい
向
こう

にあります。
酸性雨は、石油や石炭を燃やすと発生する酸

性物質が混じった雨です。魚が減ったり木が枯
か

れたり、建物に被
ひ

害
がい

を与
あた

えたりします。また、
大
たい

気
き

汚
お

染
せん

物
ぶっ

質
しつ

の一つで直径2.5㍃㍍（１㍃㍍は
１㍉の1000分の１）以下の小さな粒

りゅう
子
し

「ＰＭ
2.5」は自動車の排

はい
ガスや石炭燃焼などが原因

です。吸
す

い込
こ

むとぜんそくや気
き

管
かん

支
し

炎
えん

になりや
すいといわれます。

地球上では、さまざまな生き物がそれぞれの
役割を担っており、ある生き物が別の生き物に
食べられたり、逆に別の生き物を食べたりする
食
しょく

物
もつ

連
れん

鎖
さ

の中で生きています。森林や土
ど

壌
じょう

は、
野生生物の生活サイクルによって保たれます。
多様な生物がつながり合って存在する状態を

「生物多様性」といいます。人間は、他の生物を
食料、医療、化学などに利用しています。

しかし、生物多様性は危機に瀕
ひん

しています。
これを守る国際ルールが1992年に採択された

「生物多様性条約」です。多様な生物が生存する
生態系を守ること▽生物種を減らさないように
資源を利用すること▽遺伝資源（医薬品の開発
に使われる微

び
生
せい

物
ぶつ

など）が生み出した利益を原
産国にも配分すること──を掲げます。

生物を守る国際ルールは他にもあります。水
鳥の生息地として重要な湿

しっ
地
ち

を保全するための
「ラムサール条約」や、絶

ぜつ
滅
めつ

の恐
おそ

れのある動植
物の取引を規制する「ワシントン条約」などで

す。世界的な自然保護機関「国際自然保護連合」
（ＩＵＣＮ）は、絶滅の恐れがある野生生物の種
（絶
ぜつ

滅
めつ

危
き

惧
ぐ

種
しゅ

）を調べ、「レッドリスト」にまと
めています。

私たちの暮らしに身近な公害も、環境問題の
一つです。大

たい
気
き

汚
お

染
せん

、水
すい

質
しつ

汚
お

濁
だく

、土
ど

壌
じょう

汚
お

染
せん

、騒
そう

音
おん

、振
しん

動
どう

、地
じ

盤
ばん

沈
ちん

下
か

、悪
あく

臭
しゅう

は「典型７公害」と
いわれます。例えば航空機による騒音に悩

なや
む住

民が、国などを訴
うった

えた例が各地であります。
日本では、開発や経済発展が優先された1950

〜60年代に、水
みな

俣
また

病
びょう

、イタイイタイ病、四日市
ぜんそく、新

にい
潟
がた

水俣病の「四大公害病」が確認
されました。有害物質を含

ふく
む煙

けむり
や排

はい
水
すい

が工場な
どから排

はい
出
しゅつ

されたからです。患
かん

者
じゃ

は偏
へん

見
けん

にもさ
らされ、今も多くの人が苦しんでいます。かつ
て大量輸入されたアスベスト（石綿、 136㌻）

は、吸
す

い込
こ

むと平均約40年の潜
せん

伏
ぷく

期
き

間
かん

を経て肺
がんなどを発

はっ
症
しょう

する可能性があります。
◆ ３Ｒの取り組みを 

日本では1993年、環境保全について基本的
な考えや、国や企

き
業
ぎょう

の責務などを定めた環境基
本法が制定されました。家電、容器包装、コン
クリート、自動車など、個別に再利用を義務づ
ける、リサイクルに関する法律もあります。循

じゅん

環
かん

型
がた

社
しゃ

会
かい

を目指すには、ごみの減量（リデュー
ス）や資源の再使用（リユース）、再生利用（リ
サイクル）を合わせた「３Ｒ」の取り組みが重
要です。

200 年前の地球 今の地球

太
陽
光

熱 熱

太
陽
光

出ていく
熱が少ない

地表に届く

熱が出ていく

温室効果ガス温室効果ガス
熱をもっと吸収熱を吸

収

ＣＯの濃度は約400ppmに！2ＣＯの濃度は約280ppm2

国際連合（国連）の「気候変動に関する政府間
パネル」（ＩＰＣＣ）は2021年、人間の活動が温
暖化を引き起こしていることは「疑いの余地がな
い」と報告しました。なかでも最大の要因として
Ｃ
コ ッ プ
ＯＰ26（ 74㌻）でも取り上げられたのが、

石炭火力発電です。フランス、イギリスなどは全
てやめる方向で進んでいます。ＣＯＰ26でヨー
ロッパなどは、「石炭火力を段々とやめること」
を国際的な約束にしようとしましたが、インドや
中国などの反対で「段々と減らすこと」にとどま
りました。日本は、ＣＯ２排出量の多いタイプの
石炭火力発電所を2030年度までにほぼなくすこ

とは決めましたが、主要７カ国（Ｇ７）の中で唯
ゆい

一
いつ
、石炭火力をやめると表明していません。
なぜ世界の国々が一

いっ
致
ち
して温暖化対策を進め

ることは難しいのでしょうか。
ヨーロッパでは強い風が吹

ふ
き、風力発電に向

く環境があります。一方、お金のない途
と
上
じょう
国
こく
にとっ

て、安い石炭が経済発展に重要だという面もあり
ます。例えば、インドは電力の約７割を石炭火力
に頼

たよ
っていて、簡単には廃

はい
止
し
できません。また、

石炭、石油を大量に使って発展した先進国に温暖
化の責任があるのに、途上国が同じように対策を
求められるのは不公平だ、との不満もあります。

実現難しい「脱
だつ

石
せき

炭
たん

」
Chec

k
級3

もともといなかった地域にすみつくように
なった動植物を外来生物（外来種）といいます。
生態系を破

は
壊
かい
したり、畑を荒

あ
らしたりするもの

もあります。国境を越
こ
えた人や物の移動の増加

とともに、その数も増えています。
日本は、人の健康や生態系などに悪影響を与

える危険な外来生物を「特定外来生物」に指定
して、飼育や輸入を原則禁じています。南アメ
リカ原産で毒を
持つヒアリや、
アライグマ、カ
ミツキガメ＝写
真＝などが指定
されています。

外来生物の危険性
PLUS

地球環
か ん

境
きょう

を守るために

▲

温
暖
化
は
こ
う
し
て
起
き
る
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電子書籍をご利用の場合は、各テーマのタイトル欄から、本編や「正解と解説」のページにリンクできます。

日本は、国の三つの働きを国会、内閣、裁判所の
三つの機関が担当し、互いにチェックし合う仕組
み「三権分立」を採用しています＝図。図中のＡ
〜Ｃには、各機関が担当する働きの名前が当ては
まります。その正しい組み合わせを、①〜④から
一つ選びなさい。

①　Ａ－行政権　　Ｂ－司法権　　Ｃ－立法権
②　Ａ－立法権　　Ｂ－行政権　　Ｃ－司法権
③　Ａ－行政権　　Ｂ－立法権　　Ｃ－司法権
④　Ａ－立法権　　Ｂ－司法権　　Ｃ－行政権

３級
少子高齢化が進む中で「シルバー民主主義」の傾
向が強まるのではないかと心配されています。シ
ルバー民主主義とはどのような意味ですか。正し
い説明を①〜④から一つ選びなさい。
①　国会議員や都道府県議会議員の平均年齢が高
くなることだ。

②　政治家が選挙などで、年齢の高い人たちに歓
迎される政策を優先することだ。

③　高齢の国会議員が病院に通うため、国会審議
がおろそかになることだ。

④　選挙の際、有権者が若い候補者を避け、年齢
の高い候補者に投票することだ。

国政選挙の「１票の格差」が日本国憲法に反して
いるかどうかが、選挙のたびに裁判で争われてい
ます。「１票の格差」は主に憲法のどのような規
定に照らして問題になってきましたか。正しいも
のを①〜④から一つ選びなさい。
①　法の下の平等
②　表現の自由
③　職業選択の自由
④　勤労の権利と義務

問6

問１

問２

参議院議員選挙（参院選）の制度や仕組みが、
2019年から変わりました。変更内容の例として
正しいものを、①〜④から一つ選びなさい。
①　立候補できる年齢が引き下げられた。
②　当選者が男女同数になった。
③　議員定数が増えた。
④　議員の任期が長くなった。

衆議院は参議院よりもきめ細かく民意を反映でき
ると考えられています。その理由の例として正し
い説明を、①〜④から一つ選びなさい。
①　衆議院は参議院と同様、解散がないから。
②　衆議院は参議院と違って、解散があるから。
③　衆議院議員の任期は４年で、参議院議員より
も長いから。

④　衆議院議員の任期は６年で、参議院議員より
も短いから。

衆議院議員を選ぶ総選挙は「政権選択選挙」とも
呼ばれます。こう呼ばれる理由に直接関係する言
葉の正しい組み合わせを、①〜④から一つ選びな
さい。
①　住民投票、直接請求
②　�違憲審査権（違憲立法審査権）、裁判官の独
立

③　唯一の立法機関、良識の府
④　議院内閣制、衆議院の優越

日本での、女性の政治参加の経過や現状について、
正しい説明を①〜④から一つ選びなさい。
①　女性の選挙権が認められたのは、第二次世界
大戦後のことだ。

②　日本全体でみると、地方議会の議員は女性の
ほうが男性よりも多い。

③　衆議院議員に占める女性の割合は、世界で１、
２位を争うほど高い。

④　選挙の候補者を「男女同数」にしない政党に
は、罰金が科されることが法律で定められて
いる。

現在（2022年１月時点）の政権は、【　Ａ　】と�
【　Ｂ　】による「連立政権」で構成されています。
【　Ａ　】【　Ｂ　】に当てはまる政党の組み合わ
せを、①〜④から一つ選びなさい。
①　Ａ－自民党　　　　Ｂ－立憲民主党
②　Ａ－自民党　　　　Ｂ－公明党
③　Ａ－立憲民主党　　Ｂ－公明党
④　Ａ－立憲民主党　　Ｂ－共産党

問３

問４

問５

問6

問7

４級
一定の年齢に達した全ての国民が投票できる選挙
制度のことを【　　　】選挙といいます。【　　　】
に当てはまる言葉を、①〜④から一つ選びなさい。
①　普通　　　②　義務
③　秘密　　　④　代表

国会議員を選ぶ選挙や地方自治体の選挙で、候補
者への支持を本人や政党、有権者が呼びかけるこ
とを【　　　】といいます。現在は、インター
ネットを使った【　　　】も認められています。�
【　　　】（２カ所）に当てはまる言葉を、①〜④
から一つ選びなさい。
①　立候補　　②　選挙運動
③　投票　　　④　棄権

参議院は、議員の任期が【　Ａ　】年で、衆議
院のような【　Ｂ　】がありません。このため、
長期的な立場で政策に取り組めるとされます。�
【　Ａ　】【　Ｂ　】に当てはまる数字と言葉の正
しい組み合わせを、①〜④から一つ選びなさい。
①　Ａ－４　　Ｂ－定年
②　Ａ－４　　Ｂ－解散
③　Ａ－６　　Ｂ－定年
④　Ａ－６　　Ｂ－解散

日本の内閣総理大臣（首相）は、どのように決ま
りますか。正しい説明を①〜④から一つ選びなさ
い。
①　天皇が、国会議員の中から適切だと考える人
を選ぶ。

②　国民が、立候補者の中から選挙で投票して決
める。

③　国会議員の中から国会が選ぶ（指名する）。
④　首相が辞める時、自分の親族に引き継ぐ。

日本の国会で「与党」と呼ばれるグループについ
て、正しい説明を①〜④から一つ選びなさい。
①　内閣に協力し、支える政党のことだ。
②　内閣総理大臣（首相）が所属している政党は
与党になれない。

③　内閣の考え方や計画すべてに「反対」の立場
を取る。

④　「野党」と同じ意味の言葉だ。

私たちの民主主義1 121㌻
正解と解説

問１

問２

問３

問４

問５

４級
日本国憲法は、国の【　　　】と言われ、憲法に
反する法律などは効力を持ちません。次のイメー
ジ図も参考に、【　　　】に当てはまる言葉を①
〜④から一つ選びなさい。
①　最高検察庁
②　最高法規
③　最高学府
④　最高裁判所

５月３日は【　　　】という国民の祝日です。日
本国憲法が1947年のこの日に施行され、効き目
を持ちました。【　　　】に当てはまる言葉を①
〜④から一つ選びなさい。
①　建国記念の日
②　昭和の日
③　憲法記念日
④　文化の日

日本国憲法やその改正について、正しい説明を①
〜④から一つ選びなさい。
①　明治時代に制定されたので「明治憲法」とも
呼ばれる。

②　第二次世界大戦より前に施行されて効き目を
持った。

③　法律と全く同じ手続きで改正できる。
④　これまでに改正されたことはない。

日本国憲法の３大原理に当てはまらないものを、
①〜④から一つ選びなさい。
①　国民主権　　　
②　平和主義
③　天皇大権
④　基本的人権の尊重

日本国憲法９条はどのようなことを定めています
か。その例に当てはまるものを、①〜④から一つ
選びなさい。
①　戦争の放棄
②　学問の自由
③　勤労の義務
④　憲法改正の手続き

日本国憲法のゆくえ2 121㌻
正解と解説

問１

問２

問３

問４

問５

規則・命令

法律

憲法

国会

内閣 裁判所

Ａ

Ｂ Ｃ

■ �四つの選
せん
択
たく
肢
し
から一つを選ぶ方式です。

■ �本番の検定では、45問出題されて、50分で解きます。

■�本番はマークシート方式なので、ＨＢかＢの黒鉛
えん
筆
ぴつ
（また

はシャープペンシル）と消しゴムを持ってきてください。

練習問題
（正解と解説は 121 〜 131 ㌻）
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日本

感染者数 273万  828人

死者数 　 1万8792人

ワクチン接種率*
＊２回接種完了

78.8％

※2022年１月末時点、厚生労働省と内閣府の資料を基に作成

　日本では２月、まずは医師や看護師などを対象にワクチン接種が始まりました。
重
じゅう

症
しょう

化
か

リスクの高い高
こう

齢
れい

者
しゃ

を優先して、「１日100万回」を目標に接種は加速。８月
末には、十分な免

めん

疫
えき

をつけるのに必要な２回接種を終えた高齢者の割合が９割に
迫り、感染者の増加の波と比べると、死者数は抑

おさ

えられるようになりました。10
月末にはワクチンを２回接種した国民が７割を超え、感染者も激減しました。
　しかし、2022年に入ると感染力の強い変異株「オミクロン株」が瞬

またた

く間に流行します。
高い免疫の効果を持続させるため、政府は３回目のワクチン接種を推進しています。

A 　感
かん

染
せん

症
しょう

にかかると、原因
となる病原体（ウイルスや

細
さい

菌
きん

など）と闘
たたか

う「抗
こう

体
たい

」が作られ、
２度目の感染では熱などの症

しょう

状
じょう

が
出にくくなります。この仕組みを
生かし、病気などを予防する薬が

ワクチンです。病原体そのものや、病原体を構
成する物質などが原料となっています。体内に
入れると、同じように抗体が作られるため、感
染を防いだり、感染しても重症化を免

まぬが

れたりす
る「免疫」（抵

てい

抗
こう

力
りょく

）がつくことが期待されます。

　新型インフルエンザ等対策特別措
そ

置
ち

法
ほう

が改正され、「緊
きん

急
きゅう

事態宣言」の前段階を想定した「ま
ん延防止等重点措置」が新たに設

もう

けられました。いずれも首
しゅ

相
しょう

が発令し、適用となった都道府
県の知事の権限が強化されます。重点措置は、知事が対象地域を市町村単位や一部地域に限
定して「集中的な予防対策」を行うのが特

とく

徴
ちょう

です。宣言や重点措置による時短や休業の命令に
従わない飲食店などへの罰

ばっ

則
そく

も設けられ、私権（国民が本来持つ権利）の制限が強まりました。

　資金が豊かな先進国と、ワクチンを十分に調達できない途
と

上
じょう

国
こく

の間で、接種の進み方に大きな差が出る「ワクチン格差」が生
じています。2021年末時点で、アフリカなどには、９割以上の
人が一回も接種できない国がある一方、日本のように３回目の
接種を始めた国もあります。
　世界保健機関（WHO）などは、世界中の製薬企業からワクチ
ンを共同購

こう

入
にゅう

して、公平に分配する枠
わく

組
ぐ

み「ＣＯＶＡＸ（コバック
ス）」を作りました。日本を含む180以上の国・地域が加盟してい
ます。しかし、世界的なワクチン不足のため、必要量は確保で
きていません。「ワクチン格差」は、パンデミックの収束の遅れ
にもつながります。

A 　2021年に国内で承認された新型コロナワクチンは
３種類で、いずれも海外製です。日本の企

き

業
ぎょう

もワクチ
ンや飲み薬の開発を進めていますが、後

おく

れをとっています。
　かつて日本では、国が指定するワクチンの接種が予防接種
法により義務づけられていました。しかし、重い健康被

ひ

害
がい

な
どの副反応が社会問題化したことにより、1994年の法改正で「受けるように努
めなければならない」という努力義務に緩

かん

和
わ

されます。国内需
じゅ

要
よう

は減り、大手の
製薬企業はワクチン事業から次々に撤

てっ

退
たい

しました。新技術を素早く応用したア
メリカなどに比べると、開発は不利な状

じょう

況
きょう

からのスタートでした。
　感染症のパンデミック（世界的大流行）が発生すると、海外製のワクチンは手に入
りにくくなります。平時から国が開発を支

し

援
えん

していく必要性が指
し

摘
てき

されています。

ワクチンの接種を受ける高齢者（右）＝札
さっ
幌
ぽろ
市

まん延防止等重点措置の適用を受けて一部閉
へい

鎖
さ
された公園＝東京都

「世界のワクチン接種率」2021年12月末時点で既定回数の接種を完了した人の国別の割合
※ Our World in Dataの資料を改変

「日本の新規感染者数と死者数の移り変わり」　アメリカのジョンズ・ホプキンズ大学の資料を基に作成
写真㊧緊急事態宣言の発令で閑

かん
散
さん
とする東京・浅

せん
草
そう
寺
じ
前の仲

なか
見
み
世
せ
商店街　㊨2021年末に日本での使用が認められた新型コロナの飲み薬「モルヌピラビル」

ワクチン接種がスタート

私権制限強まる

深刻な世界の「ワクチン格差」 世界平均44.9％

B

A

E

C

A

B

Q 国産ワクチンはあるの？ワクチンって何？Q

　感染者が急増した都市部の病院を中心にベッドや医
い

療
りょう

スタッフが足り
なくなり、入院が必要でもできない患者が続出しました。政府は８月に
「感染者は原則入院」の方針を転

てん

換
かん

し、重症化リスクの低い人は自宅療
りょう

養
よう

させることにしました。それでも、８月には東京都と周辺３県だけで、重
症化しても入院できずに自宅で死亡した人が38人報告されています。感
染した妊

にん

婦
ぷ

の搬
はん

送
そう

先
さき

がなく自宅で早産し、赤ちゃんが死亡する事態も招
きました。自宅療養者は全国で一時、13万人を超

こ

えました（９月１日時点）。
専用病

びょう
棟
とう
で重症患者のケアをする医療従事者＝東京都

入院できず　自宅死もC

　感染者が爆
ばく

発
はつ

的
てき

に増える中、東京都などで、1964年以来57年ぶり
となる東京オリンピック（五輪）・パラリンピックが開催されました。新
型コロナの感染拡大のため、
予定されていた2020年から
１年延期されたうえ、大半の
競技で五輪・パラリンピック
史上初の無観客となるなど、
異例の開催でした。両大会通
して、約200カ国・地域と難
民選手団の選手らが参加し
ましたが、来日後にコロナ感
染が判明し、出場を辞退せざ
るを得ない選手も出ました。

表
ひょう
彰
しょう
台
だい
で金メダルを手にする柔

じゅう
道
どう
女子の阿

あ
部
べ
詩
うた
選手（左から２人目）。

感染対策のため、表彰式では原則マスクを着用し、メダルは自ら首に
かけるルールが設けられた

東京五輪・パラリンピック　無観客開
か い

催
さ い

無人の観客席が目立つ東京パラリンピックの
アーチェリー会場

D

　軽症者が自宅で服用できる海外製の飲み薬が、日本で初めて承認さ
れました。飲み薬は服用や保管が容易なため、感染症対策の「ゲーム
チェンジャー（局面を一変させる存在）」になると期待されています。

軽
け い

症
しょう

者
し ゃ

にも使える飲み薬　初承認E

新規感染者数
（左目盛り）

死者数
（右目盛り）

D

データ
なし 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100％

点
て ん

描
び ょ う

・新型コロナ2021
2020年に世界中に広がり、猛

もう

威
い

を振
ふ

るった新型
コロナウイルスは、2021年も社会を揺

ゆ

るがし続け
ました。１年間の動きを振り返ります。
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