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11 注 3

契約だけでなく，商品の表示や製品の安全なども消費者の生

活に直接かかわる重要な問題である。そのため，表示に関する

規制や製品の安全基準，製品事故について消費者の損害賠償を

しやすくする法律（製造物責任法）なども定められている。ま
た，事業者による不当な勧誘や，契約での不当条項については，

消費者に代わって適格消費者団体がその差し止めを求める訴訟
（消費者団体訴訟）を起こせる制度があり，活発に利用されて
いる。

これらの消費者保護制度は，消費者被害に対応してつくられ

てきた。制度や仕組みをよりよいものにしていくためには，消

費者自身が，権利の侵害に気づいたり，被害を受けたりしたら，

情報提供や苦情の申し出を行うことが重要である。

➡ コラム

３

４

３ 適格消費者団体：内閣総理大臣の認定を受けた消費者
団体で，不特定多数の消費者の利益を擁護するために，
差し止め請求権などを適切に行使できる。全国に23団体
（令和４年６月末現在）あり，消費者庁のホームページに
連絡先や所在地の一覧が掲載されている。

❶成年として契約をする時の注意点や心構え
がわかりましたか。

❷消費者保護の仕組みが理解できましたか。

❸ 生活で利用している身近な商品（衣服，食
品，家電製品など）の表示を見たり，取扱
説明書を見たりして，安全な取り扱い方を
見直してみましょう。

製造物責任法（PL 法）は，製造物の事故によ
って人の生命，身体または財産が侵害された時
に，事故についての製造業者の過失まで立証し
なくとも，製造物に欠陥（通常有すべき安全性
を欠くこと）があったことさえ証明すれば，被
害者は製造会社などに対して損害賠償を求める
ことができると定めている。製品の事故が発生
した場合，消費者はあわてずに，写真を撮って
おくなど現場の状況を確認・記
録することが重要である。被害
にあった場合は，消費者の権利
（➡  p.12）として，消費生活セ
ンターなどに相談しよう。

Column   コラム

製造物責任法とは？

グローバル化が進み，消費者がインターネット経由で気軽に海外からの買
い物ができるようになり，海外の事業者とのトラブルが発生するようになっ
た。海外から購入した商品に関するトラブルについては，国民生活センター
越境消費者センター（CCJ：Cross-border Consumer center Japan）が
相談の窓口となっている。CCJ は，ウェブ上で相談の受付をしており，消
費者に対して解決方法のアドバイスなどを行っている。

グローバル GLOBAL

グローバル化と消費者トラブル

また，日本を訪れた外国人観光客が，日
本滞在中に消費者トラブルにあった場合の
相談窓口「訪日観光客消費者ホットライン
（Consumer Hotline for Tourists）」も開
設されている。

代金を払ったのに，
商品が届かない…

交渉できない…

４ 差し止めを求める消費者団体訴訟制度のほかに，集団
的に被害回復を図る制度として「消費者裁判手続特例法」
による訴訟手続がある。これは，事業者の不当な行為に
よって財産的被害が生じている場合に，特定適格消費者
団体が，消費者に代わって被害の集団的な回復を求める
ことができる制度である。

生活に生かそう。

学習をふり返ろう！
ひろげよう！

困ったな…

2　私には光るものがある！? 11
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23 図 20

❷ライフイベントとお金
あなたは将来，どこでどんなふうに暮らしたいだろうか。理

想の生活のためにどのくらいのお金が必要か，考えたことがあ

るだろうか。将来の夢や目標を実現するために，計画的に資金

を用意することをファイナンシャルプランニングという。
家計管理の基本は，実収入（経常収入＋特別収入）の範囲内

に実支出（消費支出＋非消費支出）を収めることである。しか

し，将来に向けて家計を設計していくためには，今を収入の範

囲内で暮らすだけでなく，将来のさまざまなライフイベントを
見越して，お金を準備していくことが必要になる。

長い人生のなかでは，病気やけがで入院することや，大きな

災害にあうことがあるかもしれない。お金の面でのさまざまな

リスク対策も考えておきたい。

２

図21

３

１ 経験を積み，スキルを高めて自分が希望する職業に就
いたり，より高い収入が得られるようになることをキャ
リアアップという。学校に通ったり，資格試験を受ける
など，キャリアアップのためにお金が必要になることも
ある。
２ ライフイベント：進学，就職，結婚，出産などの生活
上の節目となる出来事のこと。➡ p.188 ライフイベント
の種類
３ 健康保険，介護保険などの社会保険でもさまざまなリ
スクに備えられるが，それだけでは十分とはいえないの
で，自分でもできる限り備えておきたい。また，日頃の
健康管理や助け合える仲間づくりなども大切な備えとな
る。➡p.176 自助・共助・公助

（厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査」より）

図20 雇用形態別，年齢と１か月の賃金（男女計）

図21 ライフイベントとお金の例

あくまでも例であり，人によってお金のかけ方は異なる。

①それぞれの雇用形態ごとに，メリットとデメリットを調べてみよう。

②起業するにはどうしたらよいのだろうか。
方法や，必要な条件などを調べてみよう。

③さまざまなライフイベントにかかるお金を調べてみよう。

Challenge
チャレンジ 調べてみよう

老後資金は
どのくらい
必要？

大学4年間に
かかるお金は？

もしも，がんに
なって手術をする
なら？

起業するには
いくら必要？

世界一周の
旅に出るなら？

1年，10年，
一生…と考えると，
もらえるお金には
ずいぶん差が出るね。

（ゼクシィ「結婚トレ
ンド調査2021」より）

※１戸あたり，全国平均
（住宅金融支援機構「2021年度
フラット35利用者調査」より）

健康保険に加入していれば「出産育児一時金」42万円が受け
取れる。42万円が医療機関に直接支払われる手続きをしてお
けば，差額分の支払いで済む。

（厚生労働省資料などより）
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❷ライフイベントとお金
あなたは将来，どこでどんなふうに暮らしたいだろうか。理

想の生活のためにどのくらいのお金が必要か，考えたことがあ

るだろうか。将来の夢や目標を実現するために，計画的に資金

を用意することをファイナンシャルプランニングという。
家計管理の基本は，実収入（経常収入＋特別収入）の範囲内

に実支出（消費支出＋非消費支出）を収めることである。しか

し，将来に向けて家計を設計していくためには，今を収入の範

囲内で暮らすだけでなく，将来のさまざまなライフイベントを
見越して，お金を準備していくことが必要になる。

長い人生のなかでは，病気やけがで入院することや，大きな

災害にあうことがあるかもしれない。お金の面でのさまざまな

リスク対策も考えておきたい。

２

図21

３

１ 経験を積み，スキルを高めて自分が希望する職業に就
いたり，より高い収入が得られるようになることをキャ
リアアップという。学校に通ったり，資格試験を受ける
など，キャリアアップのためにお金が必要になることも
ある。
２ ライフイベント：進学，就職，結婚，出産などの生活
上の節目となる出来事のこと。➡ p.188 ライフイベント
の種類
３ 健康保険，介護保険などの社会保険でもさまざまなリ
スクに備えられるが，それだけでは十分とはいえないの
で，自分でもできる限り備えておきたい。また，日頃の
健康管理や助け合える仲間づくりなども大切な備えとな
る。➡p.176 自助・共助・公助

（厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査」より）

図20 雇用形態別，年齢と１か月の賃金（男女計）

図21 ライフイベントとお金の例

あくまでも例であり，人によってお金のかけ方は異なる。

①それぞれの雇用形態ごとに，メリットとデメリットを調べてみよう。

②起業するにはどうしたらよいのだろうか。
方法や，必要な条件などを調べてみよう。

③さまざまなライフイベントにかかるお金を調べてみよう。

Challenge
チャレンジ 調べてみよう

老後資金は
どのくらい
必要？

大学4年間に
かかるお金は？

もしも，がんに
なって手術をする
なら？

起業するには
いくら必要？

世界一周の
旅に出るなら？

1年，10年，
一生…と考えると，
もらえるお金には
ずいぶん差が出るね。

（ゼクシィ「結婚トレ
ンド調査2022」より）

※１戸あたり，全国平均
（住宅金融支援機構「2022年度
フラット35利用者調査」より）

健康保険に加入していれば「出産育児一時金」50万円が受け
取れる。50万円が医療機関に直接支払われる手続きをしてお
けば，差額分の支払いで済む。

（厚生労働省資料などより）
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303.8
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差し止め請求権などを適切に行使できる。全国に25団体
（令和5年8月末現在）あり，消費者庁のホームページに
連絡先や所在地の一覧が掲載されている。
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令 和 ５ 年 度 教 科 書（ 旧 ）

お金を使うことによって財産を減らす支出を実支出という。
実支出は，生活のために使う消費支出と，税金や社会保険料な
ど国や自治体に支払う非消費支出がある。一方で，預貯金の預
け入れや借金の返済など，手元のお金は減るが財産としては残

る支出のことを，実支出以外の支払という。

❸給与明細

会社から受け取る給与明細を見ると，会社が支払う「総支給

額」と，従業員が受け取る「差引支給額」には差があることが

わかる。会社が支払う金額から，税金や社会保険料を控
こう
除
じょ
した

後の金額を，給料として受け取ることができる。これが実際に

使える可処分所得となる。
社会保険とは，リスクに備えるための社会保障制度で，健康保

険，厚生年金，雇用保険，介護保険などが含まれる。また，所

得税や住民税などの税金は，学校や道路をつくったり，行政や

警察などの社会基盤を整えたりするために使われている。

図17 1

2

図17 給与明細の例（入社１年目，正社員の場合の例）

学生のアルバイトの給与明細を見ると，社会
保険料などの「控除」が0となっている場合が
多い。これは，学生は社会保険の加入対象外と
なることが多いためである。年収が一定額を超
えると，所得税等を支払う必要が出てくる。

●最低賃金とは？
賃金の最低額を保証する制度のこと。年齢や

パート・アルバイトなどの働き方の違いにかか
わらず，雇用されて働くすべての人に適用され
る。地域別最低賃金と，特定の産業について決
められた特定最低賃金がある。高校生や大学生
などであっても適用される。厚生労働省のホー
ムページで確認してみよう。

Column   コラム

学生のアルバイトの給料

1 控除：ある金額から一定の金額を差し引くことを控除
という。

2 社会保障制度：➡p.177

支
給

基本給
各種手当

役職手当 家族手当 住宅手当 役員報酬 精勤手当 時間外勤務手当
200,000 0 0 15,000 0 6,000 4,263

通勤（非課税） 通勤（課税） 遅刻早退控除 欠勤控除 総支給額合計
8,630 0 0 0 233,893

控
除

健康保険 厚生年金 雇用保険 介護保険 社会保険合計
7,100 12,966 1,169 0 21,235

所得税 住民税 財形貯蓄 社員会費 控除合計
4,670 0 0 500 26,405

差引支給額
207,488

●基本給：基本となる支給額。
　ボーナス（賞与）もこの金額を基準に計算される。

●各種手当：会社によってさまざまな手当てがある。
　住宅手当は家賃の補助として支払われる。
　時間外勤務手当は残業や休日勤務などの時間に応じて支払われる。

●社会保険料：勤務先と従業員それぞれが負担する。給料が高い人ほど保険料が上昇する。
　�民間企業の従業員や公務員などは厚生年金に加入し，この保険料を支払うことで，国民年
金（➡p.169）の保険料も払ったことになる。

　介護保険料（➡p.167）は40歳から差し引かれる。

●税金：�その年の個人の所得に対する所得税や，地方公共団体に対して支払う住民税がある。
住民税は前年の所得に対してかかる。

会社が
支払う金額

差し引かれる
金額の合計

実際に受け取れる金額
（手取りの金額）

5　ちゃんと払っているけど… 19
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令 和 ６ 年 度 教 科 書（ 新 ）

お金を使うことによって財産を減らす支出を実支出という。
実支出は，生活のために使う消費支出と，税金や社会保険料な
ど国や自治体に支払う非消費支出がある。一方で，預貯金の預
け入れや借金の返済など，手元のお金は減るが財産としては残

る支出のことを，実支出以外の支払という。

❸給与明細

会社から受け取る給与明細を見ると，会社が支払う「総支給

額」と，従業員が受け取る「差引支給額」には差があることが

わかる。会社が支払う金額から，税金や社会保険料を控
こう
除
じょ
した

後の金額を，給料として受け取ることができる。これが実際に

使える可処分所得となる。
社会保険とは，リスクに備えるための社会保障制度で，健康保

険，厚生年金，雇用保険，介護保険などが含まれる。また，所

得税や住民税などの税金は，学校や道路をつくったり，行政や

警察などの社会基盤を整えたりするために使われている。

図17 １

２

図17 給与明細の例（入社１年目，正社員の場合の例）

学生のアルバイトの給与明細を見ると，社会
保険料などの「控除」が０となっている場合が
多い。これは，学生は社会保険の加入対象外と
なることが多いためである。年収が一定額を超
えると，所得税等を支払う必要が出てくる。

●最低賃金とは？
賃金の最低額を保証する制度のこと。年齢や

パート・アルバイトなどの働き方の違いにかか
わらず，雇用されて働くすべての人に適用され
る。地域別最低賃金と，特定の産業について決
められた特定最低賃金がある。高校生や大学生
などであっても適用される。厚生労働省のホー
ムページで確認してみよう。

Column   コラム

学生のアルバイトの給料

１ 控除：ある金額から一定の金額を差し引くことを控除
という。

２ 社会保障制度：➡p.177

支
給

基本給
各種手当

役職手当 家族手当 住宅手当 役員報酬 精勤手当 時間外勤務手当
200,000 ０ ０ 15,000 ０ 6,000 4,263

通勤（非課税） 通勤（課税） 遅刻早退控除 欠勤控除 総支給額合計
8,630 ０ ０ ０ 233,893

控
除

健康保険 厚生年金 雇用保険 介護保険 社会保険合計
10,440 21,960 1,403 ０ 33,803

所得税 住民税 財形貯蓄 社員会費 控除合計
4,770 ０ ０ 500 39,073

差引支給額
194,820

●基本給：基本となる支給額。
　ボーナス（賞与）もこの金額を基準に計算される。

●各種手当：会社によってさまざまな手当てがある。
　住宅手当は家賃の補助として支払われる。
　時間外勤務手当は残業や休日勤務などの時間に応じて支払われる。

●社会保険料：勤務先と従業員それぞれが負担する。給料が高い人ほど保険料が上昇する。
　 民間企業の従業員や公務員などは厚生年金に加入し，この保険料を支払うことで，国民年
金（➡p.169）の保険料も払ったことになる。

　介護保険料（➡p.167）は40歳から差し引かれる。

●税金： その年の個人の所得に対する所得税や，地方公共団体に対して支払う住民税がある。
住民税は前年の所得に対してかかる。

会社が
支払う金額

差し引かれる
金額の合計

実際に受け取れる金額
（手取りの金額）

5　ちゃんと払っているけど… 19
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❶私たちが住む地球の今
人類は便利で快適なライフスタイルを手に入れたが，その一

方で，地球温暖化による気候変動などの深刻な環境問題が起き
ている。また，先進国と開発途上国の間では経済格差が拡大し，

同じ地球上で，飽食の国と，貧困や飢餓に苦しむ国とが混在し

ている。世界の全人口が日本人と同じ暮らしをしたら，それを

支えるためには地球が2.8個必要だという試算もある。

この状況をそのままにしておけば，この先，人類は地球に住

み続けることが困難になる。地球上に暮らすすべての人たちが，

今，立ち上がらなくてはならない。

1

図24

2

世界の人口は増え続けており，2050年には97億人に達すると予測されて
いる。人口の増加により，人間の活動による地球環境への負担が大きくな
る。私たちの子どもの世代が高校生になる頃の地球環境を想像してみよう。

考えよう!　話し合おう!�
❶ミホのライフスタイルは，地球環境にどのような
影響を与えているだろうか？

❷自分の消費生活をふり返り，未来の赤ちゃんに怒
られそうな行動がないか，考えてみよう。

これからの消費生活

もしかして
この子からの
メッセージ？

ママ…
どうしてテレビや
電気をつけたまま
寝てるの？

ママ
お願い…

はっ…！！
今のは
夢！？

ママ…
シャワーを
出しっ放しに
しないで…

私たちの
地球を
壊さないで！！

【ミホ・35歳】
出産間近のミホ。ある晩，不思議な夢
を見ました……。

私たちの地球を壊さな
いで！7

図24 さまざまな環境問題（例）

ポイ捨てなどによるプラスチックごみ
が大量に海に流れ出て，海の環境を汚
している。このようなプラスチックご
みを間違えて飲み込み，毎年多くの海
の生物が死んでいると報告されている。
また，プラスチックごみが小さな破片
になった「マイクロプラスチック」は，
食物連鎖を通じて人間の体内にも取り
込まれることにつながる。生物多様性
への影響が心配され，世界的な課題と
なっている。

地球温暖化による気候変動の影
響で，集中豪雨や干ばつといっ
た異常気象による災害が世界中
で発生し，大きな被害が出てい
る。日本国内でも，熱中症の患
者数や死亡者数が増えたり，豪
雨が頻発したり，台風が強大化
するなど，さまざまな被害が出
ている。

2019年10月，台風19号による被害（長野県）
千曲川の堤防が決壊し，新幹線の車両センターが浸水した。

海岸に漂着したプラスチックごみ
2019年3月，東京都小笠原村
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5

10❷私たちの行動が未来を変える
問題解決に向けて，2030年に向けて世界各国が合意した目標

が，持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development 
Goals）である。各目標は相互に関連しているが，特に，目標
12「持続可能な生産消費形態を確保する」では，生産者と消費

者の責任が明確化されている。

持続可能な社会をつくるためには，一人ひとりの意識と行動
が重要である。一人の人間は，消費者であると同時に，企業な

どで働く労働者（生産者）であり，地域社会で活動する市民で

ある。これからの社会を変革する力は，後世に豊かな地球を残

したいという個人の想いが重要であり，共通の想いを持つ人た

ちがつながり，協力し合うことによって，大きな力を発揮する。

このような，消費者市民が問題解決に向けて積極的に行動する

社会が消費者市民社会である。私たちがその主役であることを

自覚し，行動しよう。

3

4

1 ライフスタイル：どのような暮らし方を重視するかと
いう生活の態度及びそれに即した生活の様式。

4 消費者市民社会：➡ p.13

2 WWF ジャパン「環境と向き合うまちづくり」2019
年5月発行より

3 持続可能な開発目標（SDGs）：➡︎口絵⑫
「持続可能な開発」とは，将来の世代のニーズを満たす能
力を損なうことなく，現在の世代のニーズを満たすよう
な社会づくりのことを意味する。

Challenge
チャレンジ 探してみよう（未来を選ぶことのできるマークのついた商品）

「あなたは地球や労働者の犠牲のもとでつくられた商品を買いたいと思いますか？」
このような質問に対し，「買いたい」という人はいないはずである。しかし，私たち
が通常知りうる情報は限られている。知らない間に，そのような行動に間接的にかか
わり，時には加害者になってしまうこともある。

消費者には「知らされる権利（➡ p.12）」があるので，商品がどのようにつくられ
ているのか，企業に情報を求めることができる。また，普段の買い物に疑問を持ち，
分からないことは積極的に企業に聞いてみるのもよいだろう。私たちの日々の買い物
は「お金の投票」であり，未来を選ぶことができる重要な行動だと意識しよう。

●未来を選ぶことができるマークの例
実現したい
未来

海の水産物をいつまでも
食べ続けられるように 森の豊かさを残すために 公正な貿易により貧困の

ない世界をつくるために
地球温暖化などから
地球環境を守るために

農薬などによる環境負荷
を減らすために

マーク

MSC ラベル
（海のエコラベル）

FSC®マーク 国際フェアトレード認証
ラベル

エコマーク 有機 JAS マーク

おもな商品
水産物，水産加工品など 紙製品 ( ノート，ティッ

シュなど )
チョコレート，コーヒー， 
紅茶，ごまなど

文房具，制服， 日用品，
プリンタなど

農産物，加工食品， 
畜産物など

お金で商品を購入することは，それを
生産する事業者を応援し，支えること
につながる。選挙で政治家を選ぶこと
にたとえて，買い物は事業者に対する
「お金の投票」であるといわれる。

限りあるお金。
あなたはだれに，
何に，投票したい？

未来をつくるのは，私たち！

人類生存の危機をもたらす地球温暖化は確実
に進行している。世界平均気温は産業革命以前
に比べてすでに約1℃上昇しており，このまま
のペースでは2040年前後に1.5℃の上昇に達する
と予測されている（IPCC2018）。温室効果ガス
が現在のまま増加し，気候システムが転換点

（tipping point）に達するような状況を回避す
るには最大限の努力が必要であり，私たち一人
ひとりの行動が問われている。

サスティナビリティ SUSTAINABILITY

2050 年までに世界全体の
CO₂排出量を実質ゼロに！

7　私たちの地球を壊さないで！ 27
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❶私たちが住む地球の今

人類は便利で快適なライフスタイルを手に入れたが，その一
方で，地球温暖化による気候変動などの深刻な環境問題が起き
ている。また，先進国と開発途上国の間では経済格差が拡大し，

同じ地球上で，飽食の国と，貧困や飢餓に苦しむ国とが混在し

ている。世界の全人口が日本人と同じ暮らしをしたら，それを

支えるためには地球が2.9個必要だという試算もある。

この状況をそのままにしておけば，この先，人類は地球に住

み続けることが困難になる。地球上に暮らすすべての人たちが，

今，立ち上がらなくてはならない。

１

図24

２

世界の人口は増え続けており，2050年には97億人に達すると予測されて
いる。人口の増加により，人間の活動による地球環境への負担が大きくな
る。私たちの子どもの世代が高校生になる頃の地球環境を想像してみよう。

考えよう!　話し合おう!
❶ミホのライフスタイルは，地球環境にどのような
影響を与えているだろうか？
❷自分の消費生活をふり返り，未来の赤ちゃんに怒
られそうな行動がないか，考えてみよう。

これからの消費生活

もしかして
この子からの
メッセージ？

ママ…
どうしてテレビや
電気をつけたまま
寝てるの？

ママ
お願い…

はっ…！！
今のは
夢！？

ママ…
シャワーを
出しっ放しに
しないで…

私たちの
地球を
壊さないで！！

【ミホ・35歳】
出産間近のミホ。ある晩，不思議な夢
を見ました……。

私たちの地球を壊さな
いで！7

図24 さまざまな環境問題（例）

ポイ捨てなどによるプラスチックごみ
が大量に海に流れ出て，海の環境を汚
している。このようなプラスチックご
みを間違えて飲み込み，毎年多くの海
の生物が死んでいると報告されている。
また，プラスチックごみが小さな破片
になった「マイクロプラスチック」は，
食物連鎖を通じて人間の体内にも取り
込まれることにつながる。生物多様性
への影響が心配され，世界的な課題と
なっている。

地球温暖化による気候変動の影
響で，集中豪雨や干ばつといっ
た異常気象による災害が世界中
で発生し，大きな被害が出てい
る。日本国内でも，熱中症の患
者数や死亡者数が増えたり，豪
雨が頻発したり，台風が強大化
するなど，さまざまな被害が出
ている。

2019年10月，台風19号による被害（長野県）
千曲川の堤防が決壊し，新幹線の車両センターが浸水した。

海岸に漂着したプラスチックごみ
2019年３月，東京都小笠原村
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❷ライフイベントとお金
あなたは将来，どこでどんなふうに暮らしたいだろうか。理

想の生活のためにどのくらいのお金が必要か，考えたことがあ

るだろうか。将来の夢や目標を実現するために，計画的に資金

を用意することをファイナンシャルプランニングという。
家計管理の基本は，実収入（経常収入＋特別収入）の範囲内

に実支出（消費支出＋非消費支出）を収めることである。しか

し，将来に向けて家計を設計していくためには，今を収入の範

囲内で暮らすだけでなく，将来のさまざまなライフイベントを
見越して，お金を準備していくことが必要になる。

長い人生のなかでは，病気やけがで入院することや，大きな

災害にあうことがあるかもしれない。お金の面でのさまざまな

リスク対策も考えておきたい。

２

図21

３

１ 経験を積み，スキルを高めて自分が希望する職業に就
いたり，より高い収入が得られるようになることをキャ
リアアップという。学校に通ったり，資格試験を受ける
など，キャリアアップのためにお金が必要になることも
ある。
２ ライフイベント：進学，就職，結婚，出産などの生活
上の節目となる出来事のこと。➡ p.188 ライフイベント
の種類
３ 健康保険，介護保険などの社会保険でもさまざまなリ
スクに備えられるが，それだけでは十分とはいえないの
で，自分でもできる限り備えておきたい。また，日頃の
健康管理や助け合える仲間づくりなども大切な備えとな
る。➡p.176 自助・共助・公助

（厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査」より）

図20 雇用形態別，年齢と１か月の賃金（男女計）

図21 ライフイベントとお金の例

あくまでも例であり，人によってお金のかけ方は異なる。

①それぞれの雇用形態ごとに，メリットとデメリットを調べてみよう。

②起業するにはどうしたらよいのだろうか。
方法や，必要な条件などを調べてみよう。

③さまざまなライフイベントにかかるお金を調べてみよう。

Challenge
チャレンジ 調べてみよう

老後資金は
どのくらい
必要？

大学4年間に
かかるお金は？

もしも，がんに
なって手術をする
なら？

起業するには
いくら必要？

世界一周の
旅に出るなら？

1年，10年，
一生…と考えると，
もらえるお金には
ずいぶん差が出るね。

（ゼクシィ「結婚トレ
ンド調査2021」より）

※１戸あたり，全国平均
（住宅金融支援機構「2021年度
フラット35利用者調査」より）

健康保険に加入していれば「出産育児一時金」42万円が受け
取れる。42万円が医療機関に直接支払われる手続きをしてお
けば，差額分の支払いで済む。

（厚生労働省資料などより）

結婚費用
292.3
万円

出産費用
約 50
万円

マンション購入費
4,529
万円
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❷ライフイベントとお金
あなたは将来，どこでどんなふうに暮らしたいだろうか。理

想の生活のためにどのくらいのお金が必要か，考えたことがあ

るだろうか。将来の夢や目標を実現するために，計画的に資金

を用意することをファイナンシャルプランニングという。
家計管理の基本は，実収入（経常収入＋特別収入）の範囲内

に実支出（消費支出＋非消費支出）を収めることである。しか

し，将来に向けて家計を設計していくためには，今を収入の範

囲内で暮らすだけでなく，将来のさまざまなライフイベントを
見越して，お金を準備していくことが必要になる。

長い人生のなかでは，病気やけがで入院することや，大きな

災害にあうことがあるかもしれない。お金の面でのさまざまな

リスク対策も考えておきたい。

２

図21

３

１ 経験を積み，スキルを高めて自分が希望する職業に就
いたり，より高い収入が得られるようになることをキャ
リアアップという。学校に通ったり，資格試験を受ける
など，キャリアアップのためにお金が必要になることも
ある。
２ ライフイベント：進学，就職，結婚，出産などの生活
上の節目となる出来事のこと。➡ p.188 ライフイベント
の種類
３ 健康保険，介護保険などの社会保険でもさまざまなリ
スクに備えられるが，それだけでは十分とはいえないの
で，自分でもできる限り備えておきたい。また，日頃の
健康管理や助け合える仲間づくりなども大切な備えとな
る。➡p.176 自助・共助・公助

（厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査」より）

図20 雇用形態別，年齢と１か月の賃金（男女計）

図21 ライフイベントとお金の例

あくまでも例であり，人によってお金のかけ方は異なる。

①それぞれの雇用形態ごとに，メリットとデメリットを調べてみよう。

②起業するにはどうしたらよいのだろうか。
方法や，必要な条件などを調べてみよう。

③さまざまなライフイベントにかかるお金を調べてみよう。

Challenge
チャレンジ 調べてみよう

老後資金は
どのくらい
必要？

大学4年間に
かかるお金は？

もしも，がんに
なって手術をする
なら？

起業するには
いくら必要？

世界一周の
旅に出るなら？

1年，10年，
一生…と考えると，
もらえるお金には
ずいぶん差が出るね。

（ゼクシィ「結婚トレ
ンド調査2022」より）

※１戸あたり，全国平均
（住宅金融支援機構「2022年度
フラット35利用者調査」より）

健康保険に加入していれば「出産育児一時金」50万円が受け
取れる。50万円が医療機関に直接支払われる手続きをしてお
けば，差額分の支払いで済む。

（厚生労働省資料などより）

結婚費用
303.8
万円

出産費用
約 50
万円

マンション購入費
4,848
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❷私たちの行動が未来を変える
問題解決に向けて，2030年に向けて世界各国が合意した目標

が，持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development 
Goals）である。各目標は相互に関連しているが，特に，目標
12「持続可能な生産消費形態を確保する」では，生産者と消費

者の責任が明確化されている。

持続可能な社会をつくるためには，一人ひとりの意識と行動
が重要である。一人の人間は，消費者であると同時に，企業な

どで働く労働者（生産者）であり，地域社会で活動する市民で

ある。これからの社会を変革する力は，後世に豊かな地球を残

したいという個人の想いが重要であり，共通の想いを持つ人た

ちがつながり，協力し合うことによって，大きな力を発揮する。

このような，消費者市民が問題解決に向けて積極的に行動する

社会が消費者市民社会である。私たちがその主役であることを

自覚し，行動しよう。

３

４

１ ライフスタイル：どのような暮らし方を重視するかと
いう生活の態度及びそれに即した生活の様式。

４ 消費者市民社会：➡p.13

２ 2023 Earth Overshoot Day. Global Footprint Network.
“How many Earths? How many Countries?” より

３ 持続可能な開発目標（SDGs）：➡ 口絵⑫
「持続可能な開発」とは，将来の世代のニーズを満たす能
力を損なうことなく，現在の世代のニーズを満たすよう
な社会づくりのことを意味する。

Challenge
チャレンジ 探してみよう（未来を選ぶことのできるマークのついた商品）

「あなたは地球や労働者の犠牲のもとでつくられた商品を買いたいと思いますか？」
このような質問に対し，「買いたい」という人はいないはずである。しかし，私たち
が通常知りうる情報は限られている。知らない間に，そのような行動に間接的にかか
わり，時には加害者になってしまうこともある。
消費者には「知らされる権利（➡  p.12）」があるので，商品がどのようにつくられ

ているのか，企業に情報を求めることができる。また，普段の買い物に疑問を持ち，
分からないことは積極的に企業に聞いてみるのもよいだろう。私たちの日々の買い物
は「お金の投票」であり，未来を選ぶことができる重要な行動だと意識しよう。

●未来を選ぶことができるマークの例
実現したい
未来

海の水産物をいつまでも
食べ続けられるように 森の豊かさを残すために 公正な貿易により貧困の

ない世界をつくるために
地球温暖化などから
地球環境を守るために

農薬などによる環境負荷
を減らすために

マーク

MSCラベル
（海のエコラベル）

FSC®マーク 国際フェアトレード認証
ラベル

エコマーク 有機 JAS マーク

おもな商品
水産物，水産加工品など 紙製品 ( ノート，ティッ

シュなど )
チョコレート，コーヒー， 
紅茶，ごまなど

文房具，制服， 日用品，
プリンタなど

農産物，加工食品， 
畜産物など

お金で商品を購入することは，それを
生産する事業者を応援し，支えること
につながる。選挙で政治家を選ぶこと
にたとえて，買い物は事業者に対する
「お金の投票」であるといわれる。

限りあるお金。
あなたはだれに，
何に，投票したい？

未来をつくるのは，私たち！

人類生存の危機をもたらす地球温暖化は確実
に進行している。世界平均気温は産業革命以前
に比べてすでに約１℃上昇しており，このまま
のペースでは2040年前後に1.5℃の上昇に達する
と予測されている（IPCC2018）。温室効果ガス
が現在のまま増加し，気候システムが転換点
（tipping point）に達するような状況を回避す
るには最大限の努力が必要であり，私たち一人
ひとりの行動が問われている。

サスティナビリティ SUSTAINABILITY

2050 年までに世界全体の
CO₂排出量を実質ゼロに！

7　私たちの地球を壊さないで！ 27
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39 図 10

衣服のサイズ表示は，日本産業規格（JIS）により，着用者の
身体寸法（基本身体寸法）に基づいて示される。着用者によっ

て，成人男子用，成人女子用，少年用，少女用，乳幼児用など

の区分がある。自分の身体のサイズを知り，適切なサイズの衣

服を選ぼう。また，サイズ表示を確認するだけでなく，できる

限り試着をして，着心地やサイズ，動きやすさなどを確認しよ

う。このほかに，製造（おもに縫製）された国を示す原産国表
示，洗濯での色落ちなどの注意喚起をするデメリット表示など
がある。

図10

衣服のタグや表示には，サスティナビリティ
を意識したさまざまなものがある。エシカル（➡︎
p.15）なタグや表示を探してみよう。

サスティナビリティ SUSTAINABILITY

エシカルなタグ

➡︎ SDGs　17の目標との関連は？　目標⓬⓭など

バスト
の記号

チェスト
の寸法

体型区分

体型区分

身長の記号

身長の記号

呼び方

呼び方

●サイズ表示
衣服の寸法ではなく，着用者の身体の寸法（基本身体寸法）で示される。

●デメリット表示
トラブルを未然に防ぐために，
販売者が自主的に表示するもの。

摩擦や汗，雨などで濡れた場合，他の衣
料や下着に色移りすることがありますの
で十分にご注意ください。

（例）

サイズ
 チェスト 92
 ウェスト 80
 身長 165

92 A4

サイズ
 バスト 83
 ヒップ 91
 身長 158

9A R

成人男子用ジャケットの
サイズ表示の例

成人女子用ドレスの
サイズ表示の例

T シャツやセーターなど，
フィット性を必要としない
衣服は，寸法を範囲で示す
ことができる。

バスト
番号 3 5 7 9 11 13 15 17 19

寸法（cm） 74 77 80 83 86 89 92 96 100

体型 Y A AB B
ヒップの
大きさ

A体型より
4cm 小さい

ふつうの
体型

A体型より
4cm 大きい

A体型より
８cm 大きい

身長
記号 PP P R T

寸法（cm） 142 150 158 166

◆成人女子の範囲表示記号
記号 S M L

バスト（cm） 72-80 79-87 86-94
ヒップ（cm） 82-90 87-95 92-100
ウエスト（cm） 58-64 64-70 69-77
◆成人男子の範囲表示記号

記号 S（SA） M（MA） L（LA）
身長（cm） 155-165 165-175 175-185
胸囲（cm） 80-88 88-96 96-104

体型 J JY Y YA A AB B BB BE E
チェストと
ウエストの
寸法差（cm）

20 18 16 14 12 10 ８ 6 4 0

身長
記号 3 4 5 6 … 9

寸法（cm） 160 165 170 175 … 190

環境に配慮したメッセージの例

リユースしやすい
子ども服のタグの例

❶衣服のライフサイクルを見通すという視点
を持つことができましたか。

❷自分が持っている服の種類や枚数，状態な
どを確認し，衣服計画を考えてみましょう。

❸組成表示や取扱い表示など，衣服の表示か
ら得られる情報を，日常生活の中で活用し
ていきましょう。

生活に生かそう。

学習をふり返ろう！ 
ひろげよう！

9　服を買いに行く服がない！ 39
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生
活
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衣服のサイズ表示は，日本産業規格（JIS）により，着用者の
身体寸法（基本身体寸法）に基づいて示される。着用者によっ

て，成人男子用，成人女子用，少年用，少女用，乳幼児用など

の区分がある。自分の身体のサイズを知り，適切なサイズの衣

服を選ぼう。また，サイズ表示を確認するだけでなく，できる

限り試着をして，着心地やサイズ，動きやすさなどを確認しよ

う。このほかに，製造（おもに縫製）された国を示す原産国表
示，洗濯での色落ちなどの注意喚起をするデメリット表示など
がある。

図10

衣服のタグや表示には，サスティナビリティ
を意識したさまざまなものがある。エシカル（➡ 
p.15）なタグや表示を探してみよう。

サスティナビリティ SUSTAINABILITY

エシカルなタグ

➡ SDGs　17の目標との関連は？　目標1213など

バスト
の記号

チェスト
の寸法

体型区分

身長の記号

身長の記号

呼び方

呼び方

●サイズ表示
衣服の寸法ではなく，着用者の身体の寸法（基本身体寸法）で示される。

●デメリット表示
トラブルを未然に防ぐために，
販売者が自主的に表示するもの。

摩擦や汗，雨などで濡れた場合，他の衣
料や下着に色移りすることがありますの
で十分にご注意ください。

（例）

サイズ
 チェスト 92
 ウェスト 80
 身長 165

92 A４

サイズ
 バスト 83
 ヒップ 91
 身長 158

９R

成人男子用ジャケットの
サイズ表示の例

[範囲表示 ]

成人女子用ドレスの
サイズ表示の例

T シャツやセーターなど，
フィット性を必要としない
衣服は，寸法を範囲で示す
ことができる。成人女性で
は「SS」から「６L」まで，
成人男子では「SS」から
「５L」までのサイズがある。
また，男女兼用のサイズ表
示もある。

バスト
番号 ３ ５ ７ ９ 11 13 15 17 19

寸法（cm）74 77 80 83 86 89 92 96 100

身長
記号 PP P R T

寸法（cm） 142 150 158 166

◆成人女子の範囲表示記号（例）身長154～162cm
記号 S M L

バスト（cm） 72-80 79-87 86-94
ヒップ（cm） 82-90 87-95 92-100
ウエスト（cm） 58-64 64-70 69-77
◆成人男子の範囲表示記号（例）

記号 S M L
チェスト（cm） 80-88 88-96 96-104
ウエスト（cm） 68-76 76-84 84-94

体型 J JY Y YA A AB B BB BE E
チェストと
ウエストの
寸法差（cm）

20 18 16 14 12 10 ８ ６ ４ ０

身長
記号 ３ ４ ５ ６ … ９

寸法（cm） 160 165 170 175 … 190

環境に配慮したメッセージの例

リユースしやすい
子ども服のタグの例

❶衣服のライフサイクルを見通すという視点
を持つことができましたか。

❷自分が持っている服の種類や枚数，状態な
どを確認し，衣服計画を考えてみましょう。

❸組成表示や取扱い表示など，衣服の表示か
ら得られる情報を，日常生活の中で活用し
ていきましょう。

生活に生かそう。

学習をふり返ろう！
ひろげよう！

9　服を買いに行く服がない！ 39
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注 3

グロー
バル

❷衣生活にかかわるエネルギー
衣服のライフサイクルを見通して環境負荷を評価すると，衣

服が消費者の手元に届くまでの「生産・製造」「流通・販売」の

過程で，多くのエネルギーが使われている。そのため，なるべ

く１枚の衣服を長持ちさせることが，衣生活にかかわるエネル

ギーの削減につながる。

日本は，世界でも繊維の消費が非常に大きい国の一つである。

また，衣類の輸入浸透率は97.9%（2020年）に達しており，ほと
んどを輸入に頼っている。一人あたりが消費する衣服に関する

二酸化炭素排出量は，ライフサイクルを通して試算すると，日

本が世界でも最も高く，世界標準の約５倍となっている。

着装の工夫でできる省エネルギー行動もある。クールビズ，ウ
ォームビズのように，夏は涼しく，冬は暖かい服装をすること
で，室内の冷暖房の空調エネルギーを削減することができる。

❸エシカルファッション
衣服のライフサイクルの各段階で，エネルギー，資源だけで

なく，多くの人々の労働力が費やされている。エシカルファッ
ションとは，地球環境問題，労働やジェンダーなどの社会問題，
地域固有の文化伝承に関する問題などに配慮したファッション

のことで，持続可能性の観点から注目されている。

２

３

４

５

衣服資源の有効利用のため，家庭できることは
何だろうか。衣服を適切に手入れして大切に着て
長持ちさせることに加え，衣服を処分するまでを
見通して，３R ＊1（Reduce, Reuse, Recycle），
修理（Repair） ，つくり変える（Reform，Remake），
アップサイクル（Upcycle）＊2 などを行うことが
できないか検討しよう。

＊1 ３R➡  p.29
＊2 アップサイクル： リフォームやリメイクのうち，つくり変えることで付加価値を高める

こと。➡  p.56～57

Challenge
チャレンジ 衣服の再資源化を考えよう

衣服の輸入元としては，中国が圧倒的に多く，
ベトナム，インドネシアなどアジアの国々が続
く。自分の衣服の表示を見てみよう。

グローバル GLOBAL

衣服はどこから？

１ 2016年の世界の繊維最終需要量は88百万トンとなり，
1990年から約2.3倍まで増加。また，一人当たり需要量も
約1.6倍に増えている（経済産業省製造産業局生活製品課
「繊維産業の課題と経済産業省の取組」平成31年１月16日
より）。

２ このような評価方法をライフサイクルアセスメントと
いう。➡p.29，37

３ 日本化学繊維協会「繊維ハンドブック2022」より。
輸入浸透率とは，国内需要に対する輸入量の割合のこと。

４ クールビズ，ウォームビズ：2005年に環境省の提唱に
より始まった温室効果ガス削減のための取り組み。ビジ
ネスの場での服装規範を緩めることで，冷房，暖房設定
温度を緩和し，空調負荷を抑える取り組みであり，その後，
ビジネスの場以外にも広がっている。

５ ➡p.15　エシカル消費

中国
58.7%

ベトナム
13.1%

バングラデシュ
3.7%

インドネシア
3.7%

カンボジア
3.4%

イタリア
2.5%

その他 14.9%

繊維製品の
輸入相手国
（2021年）

合計
約3兆6,707億円

（日本繊維輸入組合「繊維製品・主要国別　輸入の推移
(2012年～2021年 )」より作成）

リサイクルショップや
フリマアプリの利用で
衣服をシェアするのは
どうかな？

❶衣服を資源として循環させるという視点を
持つことができましたか。

❷自分なりのエシカルファッションを工夫し
てみましょう。

生活に生かそう。

学習をふり返ろう！
ひろげよう！
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衣
生
活

13　あれから50年か～ ! 53

衣
生
活

5

10

15

20

030-057_基礎B_衣生活.indd   53 2022/09/05   16:52

❷衣生活にかかわるエネルギー
衣服のライフサイクルを見通して環境負荷を評価すると，衣

服が消費者の手元に届くまでの「生産・製造」「流通・販売」の

過程で，多くのエネルギーが使われている。そのため，なるべ

く１枚の衣服を長持ちさせることが，衣生活にかかわるエネル

ギーの削減につながる。

日本は，世界でも繊維の消費が非常に大きい国の一つである。

また，衣類の輸入浸透率は97.9%（2020年）に達しており，ほと
んどを輸入に頼っている。一人あたりが消費する衣服に関する

二酸化炭素排出量は，ライフサイクルを通して試算すると，日

本が世界でも最も高く，世界標準の約５倍となっている。

着装の工夫でできる省エネルギー行動もある。クールビズ，ウ
ォームビズのように，夏は涼しく，冬は暖かい服装をすること
で，室内の冷暖房の空調エネルギーを削減することができる。

❸エシカルファッション
衣服のライフサイクルの各段階で，エネルギー，資源だけで

なく，多くの人々の労働力が費やされている。エシカルファッ
ションとは，地球環境問題，労働やジェンダーなどの社会問題，
地域固有の文化伝承に関する問題などに配慮したファッション

のことで，持続可能性の観点から注目されている。

２

３

４

５

衣服資源の有効利用のため，家庭できることは
何だろうか。衣服を適切に手入れして大切に着て
長持ちさせることに加え，衣服を処分するまでを
見通して，３R ＊1（Reduce, Reuse, Recycle），
修理（Repair） ，つくり変える（Reform，Remake），
アップサイクル（Upcycle）＊2 などを行うことが
できないか検討しよう。

＊1 ３R➡  p.29
＊2 アップサイクル： リフォームやリメイクのうち，つくり変えることで付加価値を高める

こと。➡  p.56～57

Challenge
チャレンジ 衣服の再資源化を考えよう

衣服の輸入元としては，中国が圧倒的に多く，
ベトナム，インドネシアなどアジアの国々が続
く。自分の衣服の表示を見てみよう。

グローバル GLOBAL

衣服はどこから？

１ 2016年の世界の繊維最終需要量は88百万トンとなり，
1990年から約2.3倍まで増加。また，一人当たり需要量も
約1.6倍に増えている（経済産業省製造産業局生活製品課
「繊維産業の課題と経済産業省の取組」平成31年１月16日
より）。

２ このような評価方法をライフサイクルアセスメントと
いう。➡p.29，37

３ 日本化学繊維協会「繊維ハンドブック2022」より。
輸入浸透率とは，国内需要に対する輸入量の割合のこと。

４ クールビズ，ウォームビズ：2005年に環境省の提唱に
より始まった温室効果ガス削減のための取り組み。ビジ
ネスの場での服装規範を緩めることで，冷房，暖房設定
温度を緩和し，空調負荷を抑える取り組みであり，その後，
ビジネスの場以外にも広がっている。

５ ➡p.15　エシカル消費

中国
58.7%

ベトナム
13.1%

バングラデシュ
3.7%

インドネシア
3.7%

カンボジア
3.4%

イタリア
2.5%

その他 14.9%

繊維製品の
輸入相手国
（2021年）

合計
約3兆6,707億円

（日本繊維輸入組合「繊維製品・主要国別　輸入の推移
(2012年～2021年 )」より作成）

リサイクルショップや
フリマアプリの利用で
衣服をシェアするのは
どうかな？

❶衣服を資源として循環させるという視点を
持つことができましたか。

❷自分なりのエシカルファッションを工夫し
てみましょう。

生活に生かそう。

学習をふり返ろう！
ひろげよう！
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❷衣生活にかかわるエネルギー
衣服のライフサイクルを見通して環境負荷を評価すると，衣

服が消費者の手元に届くまでの「生産・製造」「流通・販売」の

過程で，多くのエネルギーが使われている。そのため，なるべ

く１枚の衣服を長持ちさせることが，衣生活にかかわるエネル

ギーの削減につながる。

日本は，世界でも繊維の消費が非常に大きい国の一つである。

また，衣類の輸入浸透率は97.9%（2020年）に達しており，ほと
んどを輸入に頼っている。一人あたりが消費する衣服に関する

二酸化炭素排出量は，ライフサイクルを通して試算すると，日

本が世界でも最も高く，世界標準の約５倍となっている。

着装の工夫でできる省エネルギー行動もある。クールビズ，ウ
ォームビズのように，夏は涼しく，冬は暖かい服装をすること
で，室内の冷暖房の空調エネルギーを削減することができる。

❸エシカルファッション
衣服のライフサイクルの各段階で，エネルギー，資源だけで

なく，多くの人々の労働力が費やされている。エシカルファッ
ションとは，地球環境問題，労働やジェンダーなどの社会問題，
地域固有の文化伝承に関する問題などに配慮したファッション

のことで，持続可能性の観点から注目されている。

２

３

４

５

衣服資源の有効利用のため，家庭できることは
何だろうか。衣服を適切に手入れして大切に着て
長持ちさせることに加え，衣服を処分するまでを
見通して，３R ＊1（Reduce, Reuse, Recycle），
修理（Repair） ，つくり変える（Reform，Remake），
アップサイクル（Upcycle）＊2 などを行うことが
できないか検討しよう。

＊1 ３R➡  p.29
＊2 アップサイクル： リフォームやリメイクのうち，つくり変えることで付加価値を高める

こと。➡  p.56～57

Challenge
チャレンジ 衣服の再資源化を考えよう

衣服の輸入元としては，中国が圧倒的に多く，
ベトナム，インドネシアなどアジアの国々が続
く。自分の衣服の表示を見てみよう。

グローバル GLOBAL

衣服はどこから？

１ 2016年の世界の繊維最終需要量は88百万トンとなり，
1990年から約2.3倍まで増加。また，一人当たり需要量も
約1.6倍に増えている（経済産業省製造産業局生活製品課
「繊維産業の課題と経済産業省の取組」平成31年１月16日
より）。

２ このような評価方法をライフサイクルアセスメントと
いう。➡p.29，37

３ 日本化学繊維協会「繊維ハンドブック2022」より。
輸入浸透率とは，国内需要に対する輸入量の割合のこと。

４ クールビズ，ウォームビズ：2005年に環境省の提唱に
より始まった温室効果ガス削減のための取り組み。ビジ
ネスの場での服装規範を緩めることで，冷房，暖房設定
温度を緩和し，空調負荷を抑える取り組みであり，その後，
ビジネスの場以外にも広がっている。

５ ➡p.15　エシカル消費
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ベトナム
13.1%

バングラデシュ
3.7%

インドネシア
3.7%

カンボジア
3.4%

イタリア
2.5%

その他 14.9%

繊維製品の
輸入相手国
（2021年）

合計
約3兆6,707億円

（日本繊維輸入組合「繊維製品・主要国別　輸入の推移
(2012年～2021年 )」より作成）
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❷衣生活にかかわるエネルギー
衣服のライフサイクルを見通して環境負荷を評価すると，衣

服が消費者の手元に届くまでの「生産・製造」「流通・販売」の

過程で，多くのエネルギーが使われている。そのため，なるべ

く１枚の衣服を長持ちさせることが，衣生活にかかわるエネル

ギーの削減につながる。

日本は，世界でも繊維の消費が非常に大きい国の一つである。

また，衣類の輸入浸透率は98.2%（2021年）に達しており，ほと
んどを輸入に頼っている。一人あたりが消費する衣服に関する

二酸化炭素排出量は，ライフサイクルを通して試算すると，日

本が世界でも最も高く，世界標準の約５倍となっている。

着装の工夫でできる省エネルギー行動もある。クールビズ，ウ
ォームビズのように，夏は涼しく，冬は暖かい服装をすること
で，室内の冷暖房の空調エネルギーを削減することができる。

❸エシカルファッション
衣服のライフサイクルの各段階で，エネルギー，資源だけで

なく，多くの人々の労働力が費やされている。エシカルファッ
ションとは，地球環境問題，労働やジェンダーなどの社会問題，
地域固有の文化伝承に関する問題などに配慮したファッション

のことで，持続可能性の観点から注目されている。
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衣服資源の有効利用のため，家庭できることは
何だろうか。衣服を適切に手入れして大切に着て
長持ちさせることに加え，衣服を処分するまでを
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修理（Repair） ，つくり変える（Reform，Remake），
アップサイクル（Upcycle）＊2 などを行うことが
できないか検討しよう。

＊1 ３R➡  p.29
＊2 アップサイクル： リフォームやリメイクのうち，つくり変えることで付加価値を高める

こと。➡  p.56～57
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衣服の輸入元としては，中国が圧倒的に多く，
ベトナム，インドネシアなどアジアの国々が続
く。自分の衣服の表示を見てみよう。
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２ このような評価方法をライフサイクルアセスメントと
いう。➡p.29，37

３ 日本化学繊維協会「繊維ハンドブック2023」より。
輸入浸透率とは，国内需要に対する輸入量の割合のこと。

４ クールビズ，ウォームビズ：2005年に環境省の提唱に
より始まった温室効果ガス削減のための取り組み。ビジ
ネスの場での服装規範を緩めることで，冷房，暖房設定
温度を緩和し，空調負荷を抑える取り組みであり，その後，
ビジネスの場以外にも広がっている。
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で，室内の冷暖房の空調エネルギーを削減することができる。

❸エシカルファッション
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ションとは，地球環境問題，労働やジェンダーなどの社会問題，
地域固有の文化伝承に関する問題などに配慮したファッション

のことで，持続可能性の観点から注目されている。
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衣服資源の有効利用のため，家庭できることは
何だろうか。衣服を適切に手入れして大切に着て
長持ちさせることに加え，衣服を処分するまでを
見通して，３R ＊1（Reduce, Reuse, Recycle），
修理（Repair） ，つくり変える（Reform，Remake），
アップサイクル（Upcycle）＊2 などを行うことが
できないか検討しよう。
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より）。
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３ 日本化学繊維協会「繊維ハンドブック2023」より。
輸入浸透率とは，国内需要に対する輸入量の割合のこと。
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より始まった温室効果ガス削減のための取り組み。ビジ
ネスの場での服装規範を緩めることで，冷房，暖房設定
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より）。
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令 和 ５ 年 度 教 科 書（ 旧 ）

※�食品表示法は2015年4月1日に施行された。アレルギー表示は原材料ごとに（○○を含む）などと表示する「個別表示」が原則だが，原材料名欄の最後にまとめて（一部に
○○・△△を含む）などと表示する「一括表示」も可能。

図11 加工食品の表示例

図10 生鮮食品の品質表示の例

●�野菜：①名称と②原産地が
記載される。

●�水産物・食肉：①名称と②原産地に加え，パック詰めされたものには，③内容量，④消費期限，
⑤保存方法，⑥加工業者の名称と所在地などが記載される。

❻栄養成分表示
エネルギー，たんぱく質，脂質，炭水化物，食塩相当量が必ず表示
される。その他の栄養成分の含有量は任意で表示される。
飽和脂肪酸と食物繊維の量は，表示することが推奨されている。

※�❷は義務または任意表示，他は義務表示。
※輸入品の場合には，「原産国名表示」が義務付けられている。

本製品には，下表の■で示したアレルギー物質を
含む原材料を使用しています。
卵 乳 小麦 えび かに
そば 落花生 アーモンド あわび いか
いくら オレンジ カシューナッツ キウイフルーツ 牛肉
くるみ ごま さけ さば 大豆
鶏肉 バナナ 豚肉 まつたけ もも
やまいも りんご ゼラチン

名 称 ポテトチップス
原 材 料 名 じゃがいも（遺伝子組換えでない）（国産）、

パーム油、米油、粉末しょうゆ（小麦・
大豆を含む）、砂糖、食塩、かつおぶしエ
キスパウダー、デキストリン、粉末油脂
（乳を含む）、酒粕パウダー、酵母エキス
パウダー、粉末みそ、かつお節、ごま油、
唐辛子／調味料（アミノ酸等）、香料、酸
味料、甘味料（ステビア）

内 容 量 58g
賞 味 期 限 表面に記載

保 存 方 法 直射日光の当たる所，高温多湿の所での
保存は避けてください。

製 造 者
●●●●株式会社
〒●●● - ●●●●
東京都●●●●●●●●●●●●●●

❶ �食品添加物表示
原則として使用した
すべての添加物の物
質名が表示される。
用途名が併記された
り，簡略名表示や一
括表示の場合もある。
添加物以外の原材料
とは区別して表示さ
れる。この表示例で
は，スラッシュの後
が添加物。

❸原料原産地表示
一番多い原材料には産地または製造地が表示される。

❹アレルギー表示＊

食物アレルギー症状（じんましん，嘔
おう
吐
と
など。重症

の場合はショック症状など。）を起こしやすい原料
のうち，発症件数が多いもの，または症状が重く生
命にかかわるため注意が必要なもの7品目（特定原
材料）を使用した場合には，表示義務がある。

え
び

か
に

小
麦

そ
ば

卵 乳 落（
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
）



花
生

このほか，以下の21品目は表示が推奨されている。
（アーモンド，あわび・いか・いくら・オレンジ・
カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・
ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・ま
つたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン）

❺期限表示＊

未開封の状態で，保存方法に表示されている方法に従
って保存された場合に次の期限を示す年月日。
�＜消費期限＞　腐敗，変敗その他の品質の劣化に伴
い安全性を欠くこととなるおそれがないと認めら
れる期限。品質劣化がはやい食品が対象。
例：弁当，サンドイッチ，そうざいなど
＜賞味期限＞　期待されるすべての品質の保持が
十分に可能であると認められる期限。期限を過ぎて
も，すぐに食べられなくなるわけではない。
品質劣化が遅い食品が対象。
例：缶詰，スナック菓子など

栄養成分表示（1袋�58g 当たり）
エネルギー ····· · · · · · · · · · · · · · · 321 kcal
たんぱく質 ····· · · · · · · · · · · · · · · 3.0 ｇ
脂 質 ····· · · · · · · · · · · · · · · 20.2 ｇ
炭 水 化 物 ····· · · · · · · · · · · · · · · 31.9 ｇ
食塩相当量 ····· · · · · · · · · · · · · · · 0.6 ｇ

❷遺伝子組換え食品表示
安全性が確認された遺伝子組換え農産物を使用した
場合，表示の義務がある。�
（じゃがいも，大豆，とうもろこしなど，�9種類）

原材料 表示 義務・任意

遺伝子組換え農産物 遺伝子組換え 義務

遺伝子組換え農産物と
そうでない農産物を分
別せずに使用

遺伝子組換え
不分別 義務

遺伝子組換えでない
農産物

遺伝子組換え
でない 任意

分別生産流通管理をして，
意図せざる混入を5％以
下に抑えている注

分別生産流通
管理済など 任意

注：大豆・とうもろこしとそれらの加工品

＊�品質の変化が極めて少
ないなどの理由により，
期限表示の省略が認め
られている食品もある。
（例：アイスクリーム類，
食塩，砂糖，チューイ
ンガム　など）

原材料名は，
使用量の多い順に
表示される。

＊�食物アレルギーの原因物質は，時代の変化とともに変わ
っていく可能性があり，適宜見直しが行われている。
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令 和 ６ 年 度 教 科 書（ 新 ）

※ 食品表示法は2015年４月１日に施行された。アレルギー表示は原材料ごとに（○○を含む）などと表示する「個別表示」が原則だが，原材料名欄の最後にまとめて（一部に
○○・△△を含む）などと表示する「一括表示」も可能。

図11 加工食品の表示例

図10 生鮮食品の品質表示の例

●野菜：①名称と②原産地が
記載される。

●水産物・食肉：①名称と②原産地に加え，パック詰めされたものには，③内容量，④消費期限，
⑤保存方法，⑥加工業者の名称と所在地などが記載される。

❻栄養成分表示
エネルギー，たんぱく質，脂質，炭水化物，食塩相当量が必ず表示
される。その他の栄養成分の含有量は任意で表示される。
飽和脂肪酸と食物繊維の量は，表示することが推奨されている。

※ ❷は義務または任意表示，他は義務表示。
※輸入品の場合には，「原産国名表示」が義務付けられている。

本製品には，下表の■で示したアレルギー物質を
含む原材料を使用しています。
卵 乳 小麦 えび かに
そば 落花生 くるみ アーモンド あわび
いか いくら オレンジ カシューナッツ キウイフルーツ
牛肉 ごま さけ さば 大豆
鶏肉 バナナ 豚肉 まつたけ もも
やまいも りんご ゼラチン

名 称 ポテトチップス
原 材 料 名 じゃがいも（遺伝子組換えでない）（国産）、

パーム油、米油、粉末しょうゆ（小麦・
大豆を含む）、砂糖、食塩、かつおぶしエ
キスパウダー、デキストリン、粉末油脂
（乳を含む）、酒粕パウダー、酵母エキス
パウダー、粉末みそ、かつお節、ごま油、
唐辛子／調味料（アミノ酸等）、香料、酸
味料、甘味料（ステビア）

内 容 量 58g
賞 味 期 限 表面に記載

保 存 方 法 直射日光の当たる所，高温多湿の所での
保存は避けてください。

製 造 者
●●●●株式会社
〒●●● - ●●●●
東京都●●●●●●●●●●●●●●

❶食品添加物表示
原則として使用した
すべての添加物の物
質名が表示される。
用途名が併記された
り，簡略名表示や一
括表示の場合もある。
添加物以外の原材料
とは区別して表示さ
れる。この表示例で
は，スラッシュの後
が添加物。

❸原料原産地表示
一番多い原材料には産地または製造地が表示される。

❹アレルギー表示＊

食物アレルギー症状（じんましん，嘔
おう
吐
と
など。重症

の場合はショック症状など。）を起こしやすい原料
のうち，発症件数が多いもの，または症状が重く生
命にかかわるため注意が必要なもの８品目（特定原
材料）を使用した場合には，表示義務がある。

え
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花
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このほか，以下の20品目は表示が推奨されている。
（アーモンド，あわび・いか・いくら・オレンジ・
カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さ
け・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・
もも・やまいも・りんご・ゼラチン）

❺期限表示＊

未開封の状態で，保存方法に表示されている方法に従
って保存された場合に次の期限を示す年月日。
＜消費期限＞　腐敗，変敗その他の品質の劣化に伴
い安全性を欠くこととなるおそれがないと認めら
れる期限。品質劣化がはやい食品が対象。
例：弁当，サンドイッチ，そうざいなど
＜賞味期限＞　期待されるすべての品質の保持が
十分に可能であると認められる期限。期限を過ぎて
も，すぐに食べられなくなるわけではない。
品質劣化が遅い食品が対象。
例：缶詰，スナック菓子など

栄養成分表示（１袋 58g 当たり）
エネルギー ····· · · · · · · · · · · · · · · 321 kcal
たんぱく質 ····· · · · · · · · · · · · · · · 3.0 ｇ
脂 質 ····· · · · · · · · · · · · · · · 20.2 ｇ
炭 水 化 物 ····· · · · · · · · · · · · · · · 31.9 ｇ
食塩相当量 ····· · · · · · · · · · · · · · · 0.6 ｇ 

❷遺伝子組換え食品表示
安全性が確認された遺伝子組換え農産物を使用した
場合，表示の義務がある。 
（じゃがいも，大豆，とうもろこしなど， ９種類）

原材料 表示 義務・任意

遺伝子組換え農産物 遺伝子組換え 義務

遺伝子組換え農産物と
そうでない農産物を分
別せずに使用

遺伝子組換え
不分別 義務

遺伝子組換えでない
農産物

遺伝子組換え
でない 任意

分別生産流通管理をして，
意図せざる混入を５％以
下に抑えている注

分別生産流通
管理済など 任意

注：大豆・とうもろこしとそれらの加工品

生鮮食品の品質表示の例

＊ 品質の変化が極めて少
ないなどの理由により，
期限表示の省略が認め
られている食品もある。
（例：アイスクリーム類，
食塩，砂糖，チューイ
ンガム　など）

原材料名は，
使用量の多い順に
表示される。

＊ 食物アレルギーの原因物質は，時代の変化とともに変わっていく
可能性があり，適宜見直しが行われている。くるみの表示義務化
は経過措置を経たあとの2025年４月１日から完全施行。
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※「くるみ」を特定原材料に追加。
完全施行までの情報を注に追加。
それにともない体裁を調整。
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❷食品群別摂取量のめやす
食品を栄養成分の特徴によってグループ（食品群）

に分け，一日にとるとよい量を示したものが食品群別
摂取量のめやすである。食品群には，おもに，３色食
品群，６つの基礎食品群，４つの食品群がある。

表15

図16 日本人の食事摂取基準で示されている指標

エネルギー
日本人の平均や実態から総合的に判断し算出された推定エネルギー必要
量が用いられている。
目標とする BMIの範囲を提示している。

栄養素
●推定平均必要量：ある対象集団の50 %の人が必要量を満たすと推定さ
れる１日の摂取量。

●推奨量：ある対象集団のほとんどの人（97～98%）が充足している量。
●目安量：十分な科学的根拠が得られず，推定平均必要量と推奨量が設
定できない場合，一定の栄養状態を維持するのに十分な量。

●耐容上限量：健康障害をもたらすリスクがないとみなされる習慣的な
摂取量の上限を与える量。

●目標量：生活習慣病の予防を目的として，現在の日本人が当面の目標
とすべき摂取量。

※ きのこは，６つの基礎食品群では４群に，４つの食品群では第３群になる。海藻は，４つの食品群では第３群になる。骨ごと食べる魚は，３色食品群では赤群に，４つの食
品群では第２群に入る。３色食品群の海藻は ，この表では「緑群」に分類しているが，「赤群」に分類されることもある。

表15 ６つの基礎食品群，３色食品群，４つの食品群の特徴

4つの食品群は，
どんな時に
使うのかな？

小学校や中学校でも
食品群を学習したね。
食品群の分類って
いろいろあるんだね。６つの

基礎食品群

１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群

魚・肉・卵・
豆・豆製品

牛乳・乳製品・
骨ごと食べる魚・

海藻
緑黄色野菜 その他の野菜・

果物・きのこ
穀類・いも・

砂糖 油脂・種実

血や肉をつくる
骨，歯をつくる・
体の各機能を

調節

皮膚や粘膜の保
護・体の各機能

を調節
体の各機能
を調節

エネルギー源と
なる

エネルギー源と
なる

４つの
食品群

第１群 第２群 第３群 第４群

乳・乳製品・卵 魚介・肉・
豆・豆製品

緑黄色野菜・淡色野菜・
いも・果物 穀類・油脂・砂糖

栄養を完全にする 血や肉をつくる 体の調子をよくする 力や体温となる

３色
食品群

赤群 緑群 黄群
魚・肉・豆類・乳・卵 緑黄色野菜・淡色野菜・海藻・きのこ 穀物・砂糖・いも類・油脂

血や肉をつくる 体の調子をよくする 力や体温となる

図17 身体活動レベルの区分

生活習慣病は，よくない生活習慣の積み重ねにより発
症する。生活習慣病には，がん，心疾患，高血圧症，肥
満症，糖尿病＊などがある。

Column
コラム 生活習慣病

＊ これらの病気の中には，家族性のものや先天性のものなど生活習慣病
に分類されないものもある。

よくない習慣の積み重ね

夜ふかし 脂質・食塩の
とり過ぎ運動不足

過食

タバコ

過度な
ダイエット

欠食ストレス

飲酒

乳幼児期

児童期

青年期

壮年期

高齢期
生活習慣病・発症

身体活動
レベル 日常生活の内容

Ⅰ（低い）
生活の大部分が座位で，静的な活動が中心の
場合

Ⅱ（ふつう）
座位中心の仕事だが，職場内での移動や立位
での作業・接客等，通勤・買い物での歩行，
家事，軽いスポーツ，のいずれかを含む場合

Ⅲ（高い）
移動や立位の多い仕事への従事者，あるい
は，スポーツ等余暇における活発な運動習慣
を持っている場合

※ 食事摂取基準（2020年版）では，参考値として身体活動レベル別に推定エネ
ルギー必要量（➡p.82）が示されている。

●BMI（Body Mass Index）とは？
　⇒体格指数のこと。

年齢（歳） BMI（kg ／㎡）
18~49 18.5～24.9
50~64 20.0～24.9
65~74 21.5～24.9
75以上 21.5～24.9

●目標とする BMI の範囲
　（18歳以上）

　　 体重（kg）　　
身長（m）×身長（m）で算出する。
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❷食品群別摂取量のめやす

食品を栄養成分の特徴によってグループ（食品群）

に分け，一日にとるとよい量を示したものが食品群別
摂取量のめやすである。食品群には，おもに，３色食
品群，６つの基礎食品群，４つの食品群がある。

表15

図16 日本人の食事摂取基準で示されている指標

エネルギー
日本人の平均や実態から総合的に判断し算出された推定エネルギー必要
量が用いられている。
目標とする BMIの範囲を提示している。

栄養素
●�推定平均必要量：ある対象集団の50�%の人が必要量を満たすと推定さ
れる1日の摂取量。

●�推奨量：ある対象集団のほとんどの人（97〜98%）が充足している量。
●�目安量：十分な科学的根拠が得られず，推定平均必要量と推奨量が設
定できない場合，一定の栄養状態を維持するのに十分な量。

●�耐容上限量：健康障害をもたらすリスクがないとみなされる習慣的な
摂取量の上限を与える量。

●�目標量：生活習慣病の予防を目的として，現在の日本人が当面の目標
とすべき摂取量。

※�きのこは，6つの基礎食品群では4群に，4つの食品群では第３群になる。海藻は，4つの食品群では第３群になる。小魚は，３色食品群では赤群に，4つの食品群では第
２群に入る。３色食品群の海藻は�，この表では「緑群」に分類しているが，「赤群」に分類されることもある。

表15 6つの基礎食品群，3色食品群，4つの食品群の特徴

4つの食品群は，
どんな時に
使うのかな？

小学校や中学校でも
食品群を学習したね。
食品群の分類って
いろいろあるんだね。6つの

基礎食品群

1群 2群 3群 4群 5群 6群
魚・肉・卵・
豆・豆製品

牛乳・乳製品・
小魚・海藻 緑黄色野菜 その他の野菜・

果物
穀類・いも類・

砂糖 油脂

血や肉をつくる
骨，歯をつくる・
体の各機能を

調節

皮膚や粘膜の保
護・体の各機能

を調節
体の各機能
を調節

エネルギー源と
なる

エネルギー源と
なる

4つの
食品群

第1群 第2群 第3群 第4群

乳・乳製品・卵 魚介・肉・
豆・豆製品

緑黄色野菜・淡色野菜・
いも・果物 穀類・油脂・砂糖

栄養を完全にする 血や肉をつくる 体の調子をよくする 力や体温となる

3色
食品群

赤群 緑群 黄群
魚・肉・豆類・乳・卵 緑黄色野菜・淡色野菜・海藻・きのこ 穀物・砂糖・いも類・油脂

血や肉をつくる 体の調子をよくする 力や体温となる

図17 身体活動レベルの区分

生活習慣病は，よくない生活習慣の積み重ねにより発
症する。生活習慣病には，がん，心疾患，高血圧症，肥
満症，糖尿病＊などがある。

Column
コラム 生活習慣病

＊�これらの病気の中には，家族性のものや先天性のものなど生活習慣病
に分類されないものもある。

よくない習慣の積み重ね

夜ふかし 脂質・食塩の
とり過ぎ運動不足

過食

タバコ

過度な
ダイエット

欠食ストレス

飲酒

乳幼児期

児童期

青年期

壮年期

高齢期
生活習慣病・発症

身体活動
レベル 日常生活の内容

Ⅰ（低い）
生活の大部分が座位で，静的な活動が中心の
場合

Ⅱ（ふつう）
座位中心の仕事だが，職場内での移動や立位
での作業・接客等，通勤・買い物での歩行，
家事，軽いスポーツ，のいずれかを含む場合

Ⅲ（高い）
移動や立位の多い仕事への従事者，あるい
は，スポーツ等余暇における活発な運動習慣
を持っている場合

※�食事摂取基準（2020年版）では，参考値として身体活動レベル別に推定エネ
ルギー必要量（➡p.82）が示されている。

●BMI（Body�Mass�Index）とは？
　⇒体格指数のこと。

年齢（歳） BMI（kg ／㎡）
18~49 18.5〜24.9
50~64 20.0〜24.9
65~74 21.5〜24.9
75以上 21.5〜24.9

●目標とする BMI の範囲
　（18歳以上）

　　�体重（kg）　　
身長（m）×身長（m）�で算出する。
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表 18

チャレ
ンジ

①�1群は，卵1個（50g）をとり，残りを魚類：肉類：豆・豆製品類＝1：1：1の割合でとる。肉は脂身の少ない部位を適宜取り入れることが望ましい。
②��２群は，これまでの牛乳を基準としたカルシウムでの換算ではなく，食品重量とする。海藻類を20g（戻し後の重量）とる。牛乳・乳製品は，低脂肪のものを適宜取り入れ

ることが望ましい。しらす干しやそのまま食べる煮干しなど，骨ごと食べる魚をとる習慣をもつことが望ましい。
③�4群は，果物類を6〜17歳は150g，18歳以上は200g とる。きのこ類を20g とる。漬物を含む。
④�5群はいも類を50g，砂糖類を20g 含む。穀類は調理後の重量とする（米は炊飯後，めんはゆでた後の重量）。白飯の1/4程度を玄米飯に置き換えるのが望ましい。
⑤�1日に摂取する食品の種類は25〜30種類とする。不足しがちな食物繊維，ビタミンA，B₁，鉄などがとれるように，これらの栄養素を多く含む食品をとろう。
⑥�梅干し，ロースハム，ポテトチップス，食パンの食塩相当量は，文部科学省「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」より。コンビニ弁当の食塩相当量は市販品を参考にした。

（日本家庭科教育学会誌　Vol.63 No.2 2020年などより）

表18 6つの基礎食品群別摂取量のめやすと，食塩の食事摂取基準（目標量）（１人１日当たりの重量＝ g）

年齢区分

1群 2群 3群 4群 5群 6群 食塩

魚，肉，卵，
豆・豆製品

牛乳，乳製品，
小魚，海藻

緑黄色野菜
その他の野菜，

果物
穀類，いも類，

砂糖
油脂

食事摂取基準
（目標量）

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
6〜7歳 200 200 250 250 90 90 320 320 450 450 15 15 4.5未満 4.5未満
8〜9歳 230 230 300 300 100 100 400 400 550 500 20 20 5.0未満 5.0未満
10〜11歳 280 280 300 300 100 100 400 400 600 550 20 20 6.0未満 6.0未満
12〜14歳 330 300 400 400 100 100 400 400 700 650 25 20 7.0未満 6.5未満
15〜17歳 350 300 400 400 100 100 400 400 750 600 30 20 7.5未満 6.5未満
18〜29歳 330 300 300 300 100 100 450 450 700 600 25 20 7.5未満 6.5未満
30〜49歳 330 250 300 300 100 100 450 450 700 550 25 20 7.5未満 6.5未満
50〜64歳 330 250 300 300 100 100 450 450 650 550 25 15 7.5未満 6.5未満
65〜74歳 300 250 250 250 100 100 450 450 600 550 20 15 7.5未満 6.5未満
75歳以上 300 250 250 250 100 100 450 450 600 550 15 15 7.5未満 6.5未満

食品概量

卵
（殻を除く）　

50〜60g

生さけ1切　
80g

納豆
1パック　

50g

ウインナーソーセージ
２本　40g

ツナ缶
1/2缶
40g

油揚げ　
1枚
30g

えび4尾
70g

木綿豆腐
1/4丁
80g

鶏ささみ
中1本30g

牛肉　ステーキ用
1枚　150g

ひじき（乾）5g
→戻すと50g

わかめ
（乾）5g
→戻すと60g

牛乳1本
（200�mL）�

約210g

トマト
1／２個

50g

ヨーグルト
1/2カップ

100g

プロセス
チーズ

1枚　20g

しらす干し
10g

ほうれんそう　
1株
25g

ブロッコリー　
1/4株
50g

にんじん
1/5本　25g

ミニトマト
1個　15g

ピーマン
1個　25g

かぶ（根）
1個分50g

こまつな
1株　25g

かぼちゃ
1/20個
50g

きゅうり
1本　100g

キャベツ
1枚
80g

もやし
1／4袋

50g

たまねぎ
1/4個
50g

生しいたけ
1枚
10g

かぶ（葉）
1個分25g

りんご
1/2個
100g

うんしゅう
みかん
1個
75g

バナナ
中1本　150g

いちご
4個
50g

ご飯　茶碗一杯分
130g

（米の重さ60g）

食パン
6枚切り
1枚　60g

ロールパン
1個
40g

うどん（ゆで）
1玉
270g

スパゲッティ（ゆで）
180g（乾めんで80g）

じゃがいも
中1/2個
70g

さつまいも
1本　200g

砂糖
大さじ1
�9g

中華めん
（ゆで）
1玉　230g

サラダ油（植物油）
大さじ1�

12g

塩　小さじ1�
6g

梅干し
1個�13g

食塩相当量2.4g

ポテトチップス
1袋�60g

食塩相当量0.6g

バター　
大さじ1

12g

マヨネーズ
大さじ1

12g

フレンチ
ドレッシング
大さじ1

12g

ごま
大さじ1

9g

らっかせい
10個
12g

食パン
6枚切り
1枚　60g
食塩相当量0.7g

コンビニ弁当
1食分

食塩相当量3.9g

ロースハム
２枚　40g
食塩相当量0.9g
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① １群は，卵１個（50g）をとり，残りを魚類：肉類：豆・豆製品類＝１：１：１の割合でとる。肉は脂身の少ない部位を適宜取り入れることが望ましい。
②  ２群は，これまでの牛乳を基準としたカルシウムでの換算ではなく，食品重量とする。海藻類を20g（戻し後の重量）とる。牛乳・乳製品は，低脂肪のものを適宜取り入れ

ることが望ましい。しらす干しやそのまま食べる煮干しなど，骨ごと食べる魚をとる習慣をもつことが望ましい。
③ ４群は，果物類を６～17歳は150g，18歳以上は200g とる。きのこ類を20g とる。漬物を含む。
④ ５群はいも類を50g，砂糖類を20g 含む。穀類は調理後の重量とする（米は炊飯後，めんはゆでた後の重量）。白飯の1/4程度を玄米飯に置き換えるのが望ましい。
⑤ １日に摂取する食品の種類は25～30種類とする。不足しがちな食物繊維，ビタミンA，B₁，鉄などがとれるように，これらの栄養素を多く含む食品をとろう。
⑥ 梅干し，ロースハム，ポテトチップス，食パンの食塩相当量は，文部科学省「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」より。コンビニ弁当の食塩相当量は市販品を参考にした。

（日本家庭科教育学会誌　Vol.63 No.2 2020年などより）

表18 ６つの基礎食品群と食品群別摂取量のめやす，食塩の食事摂取基準（目標量）（１人１日当たりの重量＝ g）

年齢区分

１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群 食塩

魚，肉，卵，
豆・豆製品

牛乳・乳製品，
骨ごと食べる魚，海藻

緑黄色野菜
その他の野菜，
果物，きのこ

穀類，いも，
砂糖

油脂，種実
食事摂取基準
（目標量）

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
６～７歳 200 200 250 250 90 90 320 320 450 450 15 15 4.5未満 4.5未満
８～９歳 230 230 300 300 100 100 400 400 550 500 20 20 5.0未満 5.0未満
10～11歳 280 280 300 300 100 100 400 400 600 550 20 20 6.0未満 6.0未満
12～14歳 330 300 400 400 100 100 400 400 700 650 25 20 7.0未満 6.5未満
15～17歳 350 300 400 400 100 100 400 400 750 600 30 20 7.5未満 6.5未満
18～29歳 330 300 300 300 100 100 450 450 700 600 25 20 7.5未満 6.5未満
30～49歳 330 250 300 300 100 100 450 450 700 550 25 20 7.5未満 6.5未満
50～64歳 330 250 300 300 100 100 450 450 650 550 25 15 7.5未満 6.5未満
65～74歳 300 250 250 250 100 100 450 450 600 550 20 15 7.5未満 6.5未満
75歳以上 300 250 250 250 100 100 450 450 600 550 15 15 7.5未満 6.5未満

食品概量

卵
（殻を除く）　

50～60g

生さけ１切　
80g

納豆
１パック　

50g

ウインナーソーセージ
２本　40g

ツナ缶
1/2缶
40g

油揚げ　
１枚
30g

えび４尾
70g

木綿豆腐
1/4丁
80g

鶏ささみ
中１本30g

牛肉　ステーキ用
１枚　150g

ひじき（乾）５g
→戻すと50g

わかめ
（乾）５g
→戻すと60g

牛乳１本
（200 mL） 

約210g

トマト
１／２個

50g

ヨーグルト
1/2カップ

100g

プロセス
チーズ

１枚　20g

しらす干し
10g

ほうれんそう　
１株
25g

ブロッコリー　
1/4株
50g

にんじん
1/5本　25g

ミニトマト
１個　15g

ピーマン
１個　25g

かぶ（根）
１個分50g

こまつな
１株　25g

かぼちゃ
1/20個
50g

きゅうり
１本　100g

キャベツ
１枚
80g

もやし
１／４袋

50g

たまねぎ
1/4個
50g

生しいたけ
１枚
10g

かぶ（葉）
１個分25g

りんご
1/2個
100g

うんしゅう
みかん
１個
75g

バナナ
中１本　150g

いちご
４個
50g

ご飯　茶碗一杯分
130g

（米の重さ60g）

食パン
６枚切り
１枚　60g

ロールパン
１個
40g

うどん（ゆで）
１玉
270g

スパゲッティ（ゆで）
180g（乾めんで80g）

じゃがいも
中1/2個
70g

さつまいも
１本　200g

砂糖
大さじ１
 ９g

中華めん
（ゆで）
１玉　230g１玉　230g

180g（乾めんで80g）

サラダ油（植物油）
大さじ１ 

12g

塩　小さじ１ 
６g

梅干し
１個 13g

食塩相当量2.4g

ポテトチップス
１袋 60g

食塩相当量0.6g

バター　
大さじ１

12g

マヨネーズ
大さじ１

12g

フレンチ
ドレッシング
大さじ１

12g

ごま
大さじ１

９g

らっかせい
10個
12g

食パン
６枚切り
１枚　60g
食塩相当量0.7g

コンビニ弁当
１食分

食塩相当量3.9g

ロースハム
２枚　40g
食塩相当量0.9g

３章　食生活80

058-087_基礎B_食生活.indd   80 2023/09/20   16:33

Challenge
チャレンジ 3 食食べていれば大丈夫！？

大学生のみゆきさんは，一人暮らしを始めたばかり。みゆきさんは，しっかり食べているつもりだが，
実はバランスの悪い食事になっている。どのように改善すればよいのか，アドバイスをしてあげよう。

みゆきさん
（大学１年生）

朝食 昼食 夕食 デザート間食

必ず1日3食，しっかり食べています！
朝食や夕食はなるべく自分でつくって
食べることにしています。
いつか，お昼のお弁当づくりにもチャ
レンジしたいけど，朝は忙しくて，な
かなかつくれません。

へえ。うちの大学生の兄は料理が大好きで，
夕食の準備と一緒に次の日の朝食やお弁当づ
くりの準備をしておくと，時短になるってい
ってた。いつか私もやってみたいな。

「ちゃんと食べることが第一優先で，つくって食
べることにこだわらなくていい」って，うちの姉
が一人暮らしを始める時に，親にいわれていたよ。
うちの親，「ちゃんと食べなさい」が口癖なんだ。

●みゆきさんの食事を「食品群別摂取量のめやす」と比較してみると…？ （単位：g）

献立 食品 重量
１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群

その他 食塩
相当量魚・肉・卵・

豆・豆製品
牛乳・乳製品
・骨ごと食べ
る魚・海藻

緑黄色野菜 その他の野菜
・果物・きのこ

穀類・いも
・砂糖 油脂・種実

朝
食

トースト
食パン 120 120 1.4
バター 15 15 0.3
ジャム 15 15 ０

ミルクティ
牛乳 50 50 0.1
紅茶 100 100 ０
砂糖 ６ ６ ０

昼
食

サンドイッチ
（市販品）

食パン 60 60 0.7
ハム 20 20 0.5
チーズ 15 75 0.4

マヨネーズ 10 10 0.2
レタス 10 10 ０
バター ５ ５ 0.1

カフェオレ飲料 コーヒー，牛乳 240 200 40 0.2
ヨーグルト ー 100 100 0.1

間
食

フライドチキン
（市販品）

鶏肉，油，
調味料など 110 100 10 2.5

夕
食

ミートソース
スパゲッティ

スパゲッティ 180 180 ０
ひき肉 50 50 0.1
たまねぎ 40 40 ０
にんじん 10 10 ０
にんにく ２ ２ ０
バター ８ ８ 0.2

トマトケチャップ ３ ３ 0.1
固形コンソメ ２ ２ 0.9

小麦粉 ４ ４ ０
粉チーズ ２ 10 0.1

塩，こしょう １ １ 0.8

野菜サラダ
レタス 50 50 ０
きゅうり 30 30 ０

ドレッシング 15 15 0.5
デ
ザ
ー
ト

アイスクリーム アイスクリーム 110 110 0.3

お茶 お茶 100 100 ０
１日合計 170 545 10 132 370 63 ー 9.5

18歳女子めやす量 300 300 100 450 600 20 ー 6.5未満
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Challenge
チャレンジ 3 食食べていれば大丈夫！？

大学生のみゆきさんは，一人暮らしを始めたばかり。みゆきさんは，しっかり食べているつもりだが，
実はバランスの悪い食事になっている。どのように改善すればよいのか，アドバイスをしてあげよう。

みゆきさん
（大学1年生）

朝食 昼食 夕食 デザート間食

必ず1日3食，しっかり食べています！
朝食や夕食はなるべく自分でつくって
食べることにしています。
いつか，お昼のお弁当づくりにもチャ
レンジしたいけど，朝は忙しくて，な
かなかつくれません。

へえ。うちの大学生の兄は料理が大好きで，
夕食の準備と一緒に次の日の朝食やお弁当づ
くりの準備をしておくと，時短になるってい
ってた。いつか私もやってみたいな。

「ちゃんと食べることが第一優先で，つくって食
べることにこだわらなくていい」って，うちの姉
が一人暮らしを始める時に，親にいわれていたよ。
うちの親，「ちゃんと食べなさい」が口癖なんだ。

●みゆきさんの食事を「6つの基礎食品群別摂取量のめやす」と比較してみると…？ （単位：g）

献立 食品 重量
1群 2群 3群 4群 5群 6群

その他 食塩
相当量魚・肉・卵・

豆・豆製品
牛乳・乳製品
・小魚・海藻 緑黄色野菜 その他の野菜

・果物
穀類・いも類

・砂糖 油脂

朝
食

トースト
食パン 120 120 1.4
バター 15 15 0.3
ジャム 15 15 0

ミルクティ
牛乳 50 50 0.1
紅茶 100 100 0
砂糖 6 6 0

昼
食

サンドイッチ
（市販品）

食パン 60 60 0.7
ハム 20 20 0.5
チーズ 15 75 0.4

マヨネーズ 10 10 0.2
レタス 10 10 0
バター 5 5 0.1

カフェオレ飲料 コーヒー，牛乳 240 200 40 0.2
ヨーグルト ー 100 100 0.1

間
食

フライドチキン
（市販品）

鶏肉，油，
調味料など 110 100 10 2.5

夕
食

ミートソース
スパゲッティ

スパゲッティ 180 180 0
ひき肉 50 50 0.1
たまねぎ 40 40 0
にんじん 10 10 0
にんにく ２ ２ 0
バター ８ ８ 0.2

トマトケチャップ ３ ３ 0.1
固形コンソメ ２ ２ 0.9

小麦粉 4 4 0
粉チーズ ２ 10 0.1

塩，こしょう 1 1 0.8

野菜サラダ
レタス 50 50 0
きゅうり 30 30 0

ドレッシング 15 15 0.5
デ
ザ
ー
ト

アイスクリーム アイスクリーム 110 110 0.3

お茶 お茶 100 100 0
1日合計 170 545 10 132 370 63 ー 9.5

18歳女子めやす量 300 300 100 450 600 20 ー 6.5未満
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食料自給率とは，国内の食料消費が国産でどの程度賄えているかを示す指
標のことをいう。総合食料自給率は，カロリーベース（供給熱量ベース）と
生産額ベースの２通りの方法で算出されている。

グローバル GLOBAL

日本と各国の食料自給率

❶ 豊かな食生活の裏側

日本の食料自給率は，現在およそ40％という，先進国の中で
も低い水準にある。これは，この数十年の間に，科学技術の発

展や食品流通の国際化などにより，日本人の食生活が便利で豊

かなものになったことが原因の一つであるといわれている。

たとえば，自給率の高い米の消費量が減り，飼料や原料の多

くを輸入に頼る畜産物（肉類や乳，卵など）や油脂の消費量が

増えている。また，便利な外食や中
なか
食
しょく
，加工食品の材料を輸入

に頼っていることも，輸入量を増やす原因となっている。

私たちは，自分の家で料理をつくらなくても，おいしいもの

を手軽に購入して食べることができる。しかし，このような食

生活は，ずっと続けることができるのだろうか。便利で豊かな

食生活の裏側で，失われているものはないだろうか。また，犠

牲になっている人はいないだろうか。

➡  Global

図22 図23

今日食べたものは，だれが，どこでつくったもの？　どうしてそれを選
んで食べたの？　答えずにボーッとしていると，未来の子どもたちに叱ら
れちゃうかも！？

考えよう!　話し合おう!
これからの長い人生，あなたはどんな食生活をつくっ
ていきたい？
❶持続可能な社会を目指すために
❷ 食生活の自立のために

これからの食生活

ねえ，パパ，ママ
ご飯はお店で売っているのに
どうしてウチでは
お米から炊くの？

なんで？ なんで？
なんで？

えっ…？

ママのお友達が
育てているお米だから
買って応援してるの

パパとママ
ちゃんと
考えているんだなー

えーっと
それはね…

お米をつくる
人のことを大切に
思っているんだ

いつもボーッと
してるのに…

【ミホ・39歳】
ミホの子ども（ミウ・４歳）は，好奇
心旺盛！　今日も食事の時間は質問大
会です。

ミウちゃんに叱られる
！？19

アメリカ
121%

フランス
131%

オースト
ラリア
169%

● 日本の総合食料自給率
（令和３年度，概算）

● 各国の食料自給率（2019年）
（カロリーベース）

カロリー
ベース

生産額
ベース

38% 63%

（農林水産省「食料需給表」より）
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図22 日本人の食生活の変化

図23 外食・中食・内食

普段食べているものの原産地を調べてみよう。また，各食品の自給率（品
目別自給率）を調べてみよう。

Challenge
チャレンジ 食べ物はどこから来ているの？

1980年ごろの日本人の食事は，米を主食とし，野菜，魚，果物，牛
乳などをほどよく組み合わせており，栄養素のバランスがよく，健
康・長寿に理想的な食事として「日本型食生活」と呼ばれた。
近年は，食生活の欧米化が進んでおり，生活習慣病へのリスクを高

めることも心配されている。

P ＝たんぱく質，F＝脂質，Ｃ＝炭水化物を示す。
厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2020年版）」では，エネルギーを産
生する栄養素が総エネルギー摂取量に占めるべき割合（%エネルギー）
としてエネルギー産生栄養素バランス（P＝13～20（１~49歳）， F ＝20
～30，C＝50～65）を示している注。

●日本人１人１日あたり供給熱量の PFC比率●日本人１人１日あたり供給熱量とその内訳

1980年度のPFC比率（P：13.0%　F：25.5　C：61.5）
を100として比較すると……

P（13.0）

C
（61.5）

F
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（農林水産省「食料需給表」より）
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2,271
kcal

2,563
kcal

2,291
kcal

内食
（ないしょく，うちしょく）
家庭内で食材を調理して食
べること。

外食 （がいしょく）
レストランなどで食べるこ
と。

中食 （なかしょく）
 市販の弁当やそうざいなど，
家庭外で調理・加工された
食品を持ち帰って食べるこ
と。

（年）60
80

100

120

140

160

180

30252015105平成元年

83.0

103.3

168.8

内食

中食（調理食品）

外食

（総務省統計局「統計が語る平成のあゆみ」より作成）

さまざまな外食・中食のメニューと原産地の例
●小麦：
 アメリカ，カナダなど

●小麦：
 アメリカ，カナダなど

●そば： 中国など

●えび：
アメリカ，カナダなど

●牛肉：オーストラリア，
ニュージーランドなど

●鶏
とり
肉
にく
：タイ，中国など

●ポテト：アメリカ

●コーヒー：ブラジル，
コロンビアなど

●ピクルス：
スリランカ，
トルコなど

●たまねぎ：
アメリカ，
インドなど

●１か月あたりの食費の割合（平成元年を100として）

注：脂質と炭水化物は１歳以上の目標量。たんぱく質は，50～64歳は14～20，65歳以上・妊婦（後期）・授乳婦は15～20。➡ p.82
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としてエネルギー産生栄養素バランス（P＝13～20（１~49歳）， F ＝20
～30，C＝50～65）を示している注。

●日本人１人１日あたり供給熱量の PFC比率●日本人１人１日あたり供給熱量とその内訳

1980年度のPFC比率（P：13.0%　F：25.5　C：61.5）
を100として比較すると……

P（13.0）

C
（61.5）

F
（25.5）

P（12.2）

C
（44.0）

F
（43.8）

P（13.8）

C
（53.7）

F
（32.5）

P（12.2）

C
（71.6）

F
（16.2）

（農林水産省「食料需給表」より）

日本（1965年度）

日本（1980年度）

アメリカ（2019年）日本（2020年度）

48.3%

30.0 12.7 12.1 12.5 

5.2 

3.7

27.5 

10.9

3.9

3.8

4.6

28.5

20.9 13.2 18.0 15.4 28.8

米

小麦
畜産物

魚介類
油脂類

その他

（年度）

2020

1980

1960

2,271
kcal

2,563
kcal

2,291
kcal

内食
（ないしょく，うちしょく）
家庭内で食材を調理して食
べること。

外食 （がいしょく）
レストランなどで食べるこ
と。

中食 （なかしょく）
 市販の弁当やそうざいなど，
家庭外で調理・加工された
食品を持ち帰って食べるこ
と。

（年）60
80

100

120

140

160

180

30252015105平成元年

83.0

103.3

168.8

内食

中食（調理食品）

外食

（総務省統計局「統計が語る平成のあゆみ」より作成）

さまざまな外食・中食のメニューと原産地の例
●小麦：
 アメリカ，カナダなど

●小麦：
 アメリカ，カナダなど

●そば： 中国など

●えび：
アメリカ，カナダなど

●牛肉：オーストラリア，
ニュージーランドなど

●鶏
とり
肉
にく
：タイ，中国など

●ポテト：アメリカ

●コーヒー：ブラジル，
コロンビアなど

●ピクルス：
スリランカ，
トルコなど

●たまねぎ：
アメリカ，
インドなど

●１か月あたりの食費の割合（平成元年を100として）

注：脂質と炭水化物は１歳以上の目標量。たんぱく質は，50～64歳は14～20，65歳以上・妊婦（後期）・授乳婦は15～20。➡ p.82
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❺食中毒の予防

飲食物を通して体内に入った微生物や有害・有毒物質によっ

て起こる健康障害を食中毒という。多くの場合，頭痛，発熱の
ほか，嘔

おう
吐
と
，腹痛，下痢などの胃腸障害を起こす。現在，食中

毒原因は，細菌（特にカンピロバクター）とウイルス（特にノ

ロウイルス）によるものが多い。細菌による食中毒は，細菌が

増殖しやすい高温多湿の夏期に多発し，ウイルスによる食中毒

の発生は，冬期に集中する。寄生虫による食中毒は年間を通じ

て起きている。

食中毒予防のために，食品の製造や販売に関わる事業者は，国

際的に認められたHACCP（ハサップ）システムに沿った衛生
管理を計画し，実行している。

家庭での食中毒予防の3原則は，菌を「つけない，増やさな
い，やっつける」である。食品の購入から残った食品の処理ま
での各段階で，食品自体を衛生的に取り扱うとともに，調理器

具や調理をする人の手指の清潔を保ち，冷蔵庫を衛生的に使う

ようにする。

表12

1

2

3

図15

＊食物アレルギーと同様の症状を示す。アレルギー体質でない人も発症する食中毒。

表12 食中毒の分類とおもな予防法
種　類 原因微生物，原因物質 （　）内は原因食品 おもな予防法

細
菌
性
食
中
毒

感染侵入型
（細菌感染による）

カンピロバクター（鶏肉，牛肉，豚肉，飲料水） ・�新鮮な食材を入手し，�
生の肉や魚から他の食
材に細菌をつけない。

・�調理器具の洗浄と殺菌，
調理者の手指の消毒を念入りにする。

・�適正な温度（冷蔵，冷凍，常温）で
食品を貯蔵し，できるだけ速やかに
使う。

・内部まで十分に加熱する。

サルモネラ属菌（卵，食肉）
腸炎ビブリオ（海産魚介類）

感染毒素型（細菌
が腸管内でつくる
毒素による）

ウエルシュ菌（煮込み料理）

腸管出血性大腸菌O157（牛肉）

毒素型（細菌のつ
くる毒素による）

黄色ブドウ球菌（穀類加工品，乳製品）
ボツリヌス菌（缶詰，真空包装食品，いずし）

ウイルス性食中毒 ノロウイルス（二枚貝） 十分に加熱する。調理器具，手指を洗
浄・消毒する。

寄生虫 アニサキス（さけ，さば，あじ，さんま，いか） 内臓を生で食べない。加熱する。

自
然
毒

動物性 テトロドトキシン（ふぐ） 無資格の者が調理しない。

植物性 アルカロイド類（毒きのこ），
ソラニン・チャコニン（じゃがいも）

食べられるかわからないきのこ，じゃ
がいもの芽と緑色の部分は食べない。

かび アフラトキシン（落花生） かびの生えているものを食べない。

化学物質 農薬，ヒ素，鉛，水銀 取り扱いと管理に注意する。
調理場に置かない。

アレルギー様食中毒＊ ヒスタミン（赤身魚：さば，かつお，いわし） 低温で保存し，新鮮なうちに食べる。

1 カンピロバクター：鶏や牛，
豚の腸管内に生息する。症状
が出るまでの潜伏期間が長い
（2～7日）。鶏レバーや鶏肉
の生食で食中毒になることが
多い。
➡p.88　鶏肉による食中毒の予防

2 ノロウイルス：感染力が
非常に強く人から人への感染
もある。アルコールや逆性石
けんに強い。調理器具等には，
熱湯消毒や次亜塩素酸ナトリウ
ム処理（塩素濃度200ppm）が有効。

3 HACCP ： Hazard�Analysis�and�Critical�Control�
Point（危害分析重要管理点）
食品製造のすべての工程で起こりうる危害を分析し，そ
れを防ぐための重要管理点を決めて，継続的に監視・改
善・記録する方法。厚生労働省が定めた「総合衛生管理
製造過程」の承認を受けた工場で製造された食品にはマ
ークがつけられる。

約1,000倍

約10万倍

最近起こった食中毒の事件を調べてみよう。

Challenge  チャレンジ

食中毒について調べてみよう

＊�ノロウイルスは中心が８5～９0℃で９0秒以上
の加熱で死滅する。

図15 �家庭でできる食中毒予防
6つのポイント

①食品の購入
表示を見て新鮮な
ものを購入する。

②保存
帰ったらすぐ冷蔵庫に保存する。

③下準備
こまめに手を洗う。
肉・魚は生で食べるものから離す。

④調理
加熱は十分にする
（中心が75℃・1分以上＊）。

⑤食事
長時間室温に
放置しない。

⑥残った食事
早く冷やして保存する。
温め直しは十分に加熱する。

牛乳の表示例
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❺食中毒の予防

飲食物を通して体内に入った微生物や有害・有毒物質によっ

て起こる健康障害を食中毒という。多くの場合，頭痛，発熱の
ほか，嘔

おう
吐
と
，腹痛，下痢などの胃腸障害を起こす。現在，食中

毒原因は，細菌（特にカンピロバクター）とウイルス（特にノ

ロウイルス），寄生虫（特にアニサキス）によるものが多い。細

菌による食中毒は，細菌が増殖しやすい高温多湿の夏期に多発

し，ウイルスによる食中毒の発生は，冬期に集中する。寄生虫

による食中毒は年間を通じて起きている。

食中毒予防のために，食品の製造や販売に関わる事業者は，国

際的に認められたHACCP（ハサップ）システムに沿った衛生
管理を計画し，実行している。

家庭での食中毒予防の３原則は，菌を「つけない，増やさな
い，やっつける」である。食品の購入から残った食品の処理ま
での各段階で，食品自体を衛生的に取り扱うとともに，調理器

具や調理をする人の手指の清潔を保ち，冷蔵庫を衛生的に使う
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表12 食中毒の分類とおもな予防法
種　類 原因微生物，原因物質 （　）内は原因食品 おもな予防法

細
菌
性
食
中
毒

感染侵入型
（細菌感染による）

カンピロバクター（鶏肉，牛肉，豚肉，飲料水） ・ 新鮮な食材を入手し，
生の肉や魚から他の食
材に細菌をつけない。

・ 調理器具の洗浄と殺菌，
調理者の手指の消毒を念入りにする。

・ 適正な温度（冷蔵，冷凍，常温）で
食品を貯蔵し，できるだけ速やかに
使う。

・内部まで十分に加熱する。

サルモネラ属菌（卵，食肉）
腸炎ビブリオ（海産魚介類）

感染毒素型（細菌
が腸管内でつくる
毒素による）

ウエルシュ菌（煮込み料理）

腸管出血性大腸菌O157（牛肉）

毒素型（細菌のつ
くる毒素による）

黄色ブドウ球菌（穀類加工品，乳製品）
ボツリヌス菌（缶詰，真空包装食品，いずし）

ウイルス性食中毒 ノロウイルス（二枚貝） 十分に加熱する。調理器具，手指を洗
浄・消毒する。

寄生虫 アニサキス（さけ，さば，あじ，さんま，いか） 内臓を生で食べない。加熱する。

自
然
毒

動物性 テトロドトキシン（ふぐ） 無資格の者が調理しない。

植物性 アルカロイド類（毒きのこ），
ソラニン・チャコニン（じゃがいも）

食べられるかわからないきのこ，じゃ
がいもの芽と緑色の部分は食べない。

かび アフラトキシン（落花生） かびの生えているものを食べない。

化学物質 農薬，ヒ素，鉛，水銀 取り扱いと管理に注意する。
調理場に置かない。

アレルギー様食中毒＊ ヒスタミン（赤身魚：さば，かつお，いわし） 低温で保存し，新鮮なうちに食べる。

１ カンピロバクター：鶏や牛，
豚の腸管内に生息する。症状
が出るまでの潜伏期間が長い
（２～７日）。鶏レバーや鶏肉
の生食で食中毒になることが
多い。
➡p.88　鶏肉による食中毒の予防

２ ノロウイルス：感染力が
非常に強く人から人への感染
もある。アルコールや逆性石
けんに強い。調理器具等には，
熱湯消毒や次亜塩素酸ナトリウ
ム処理（塩素濃度200ppm）が有効。

３ HACCP ： Hazard Analysis and Critical Control 
Point（危害分析重要管理点）
食品製造のすべての工程で起こりうる危害を分析し，そ
れを防ぐための重要管理点を決めて，継続的に監視・改
善・記録する方法。厚生労働省が定めた「総合衛生管理
製造過程」の承認を受けた工場で製造された食品にはマ
ークがつけられる。

約1,000倍

約10万倍

最近起こった食中毒の事件を調べてみよう。

Challenge チャレンジ

食中毒について調べてみよう

＊ ノロウイルスは中心が85～90℃で90秒以上
の加熱で死滅する。

図15  家庭でできる食中毒予防
６つのポイント

①食品の購入
表示を見て新鮮な
ものを購入する。

②保存
帰ったらすぐ冷蔵庫に保存する。

③下準備
こまめに手を洗う。
肉・魚は生で食べるものから離す。

④調理
加熱は十分にする
（中心が75℃・１分以上＊）。

⑤食事
長時間室温に
放置しない。

⑥残った食事
早く冷やして保存する。
温め直しは十分に加熱する。

肉・魚は生で食べるものから離す。

（中心が75℃・１分以上＊）。

牛乳の表示例
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食料自給率とは，国内の食料消費が国産でどの程度賄えているかを示す指
標のことをいう。総合食料自給率は，カロリーベース（供給熱量ベース）と
生産額ベースの２通りの方法で算出されている。

グローバル GLOBAL

日本と各国の食料自給率

❶ 豊かな食生活の裏側

日本の食料自給率は，現在およそ40％という，先進国の中で
も低い水準にある。これは，この数十年の間に，科学技術の発

展や食品流通の国際化などにより，日本人の食生活が便利で豊

かなものになったことが原因の一つであるといわれている。

たとえば，自給率の高い米の消費量が減り，飼料や原料の多

くを輸入に頼る畜産物（肉類や乳，卵など）や油脂の消費量が

増えている。また，便利な外食や中
なか
食
しょく
，加工食品の材料を輸入

に頼っていることも，輸入量を増やす原因となっている。

私たちは，自分の家で料理をつくらなくても，おいしいもの

を手軽に購入して食べることができる。しかし，このような食

生活は，ずっと続けることができるのだろうか。便利で豊かな

食生活の裏側で，失われているものはないだろうか。また，犠

牲になっている人はいないだろうか。

➡  Global

図22 図23

今日食べたものは，だれが，どこでつくったもの？　どうしてそれを選
んで食べたの？　答えずにボーッとしていると，未来の子どもたちに叱ら
れちゃうかも！？

考えよう!　話し合おう!
これからの長い人生，あなたはどんな食生活をつくっ
ていきたい？
❶持続可能な社会を目指すために
❷ 食生活の自立のために

これからの食生活

ねえ，パパ，ママ
ご飯はお店で売っているのに
どうしてウチでは
お米から炊くの？

なんで？ なんで？
なんで？

えっ…？

ママのお友達が
育てているお米だから
買って応援してるの

パパとママ
ちゃんと
考えているんだなー

えーっと
それはね…

お米をつくる
人のことを大切に
思っているんだ

いつもボーッと
してるのに…

【ミホ・39歳】
ミホの子ども（ミウ・４歳）は，好奇
心旺盛！　今日も食事の時間は質問大
会です。

ミウちゃんに叱られる
！？19

アメリカ
115%

フランス
117%

オースト
ラリア
173%

● 日本の総合食料自給率
（令和４年度，概算）

● 各国の食料自給率（2020年）
（カロリーベース）

カロリー
ベース

生産額
ベース

38% 58%

（農林水産省「食料需給表」より）
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図22 日本人の食生活の変化

図23 外食・中食・内食

普段食べているものの原産地を調べてみよう。また，各食品の自給率（品
目別自給率）を調べてみよう。

Challenge
チャレンジ 食べ物はどこから来ているの？

1980年ごろの日本人の食事は，米を主食とし，野菜，魚，果物，牛
乳などをほどよく組み合わせており，栄養素のバランスがよく，健
康・長寿に理想的な食事として「日本型食生活」と呼ばれた。
近年は，食生活の欧米化が進んでおり，生活習慣病へのリスクを高

めることも心配されている。

P ＝たんぱく質，F＝脂質，Ｃ＝炭水化物を示す。
厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2020年版）」では，エネルギーを産
生する栄養素が総エネルギー摂取量に占めるべき割合（%エネルギー）
としてエネルギー産生栄養素バランス（P＝13～20（１~49歳）， F ＝20
～30，C＝50～65）を示している注。

●日本人１人１日あたり供給熱量の PFC比率●日本人１人１日あたり供給熱量とその内訳

1980年度のPFC比率（P：13.0%　F：25.5　C：61.5）
を100として比較すると……

P（13.0）

C
（61.5）

F
（25.5）

P（12.4）

C
（43.8）

F
（43.8）

P（13.6）

C
（54.8）

F
（31.6）

P（12.2）

C
（71.6）

F
（16.2）

（農林水産省「食料需給表」より）
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日本（1980年度）
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48.3%

30.0 12.7 12.1 12.5 

5.2 

3.4

27.5 

10.9

3.9

3.8

4.6

28.5
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畜産物

魚介類
油脂類

その他

（年度）

2022

1980

1960

2,259
kcal

2,563
kcal

2,291
kcal

内食
（ないしょく，うちしょく）
家庭内で食材を調理して食
べること。

外食 （がいしょく）
レストランなどで食べるこ
と。

中食 （なかしょく）
 市販の弁当やそうざいなど，
家庭外で調理・加工された
食品を持ち帰って食べるこ
と。

（年）60
80

100

120

140

160

180

30252015105平成元年

83.0

103.3

168.8

内食

中食（調理食品）

外食

（総務省統計局「統計が語る平成のあゆみ」より作成）

さまざまな外食・中食のメニューと原産地の例
●小麦：
 アメリカ，カナダなど

●小麦：
 アメリカ，カナダなど

●そば： 中国など

●えび：
アメリカ，カナダなど

●牛肉：オーストラリア，
ニュージーランドなど

●鶏
とり
肉
にく
：タイ，中国など

●ポテト：アメリカ

●コーヒー：ブラジル，
コロンビアなど

●ピクルス：
スリランカ，
トルコなど

●たまねぎ：
アメリカ，
インドなど

●１か月あたりの食費の割合（平成元年を100として）

注：脂質と炭水化物は１歳以上の目標量。たんぱく質は，50～64歳は14～20，65歳以上・妊婦（後期）・授乳婦は15～20。➡ p.82
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❷持続可能な食生活のために

世界では，人口増加や開発途上国の経済発展などで食料の必

要量が増える一方で，地球温暖化による異常気象の頻発や砂漠

化の進行など，食料の生産量を増やしていくことについて不安

な点がある。わが国の食生活は，海外からの輸入に支えられて

おり，世界の食料需給の影響を受けやすい状況にある。私たち

一人ひとりが，便利で豊かな食生活を当たり前のものとして捉

えず，持続可能な食生活のための行動をとることが重要になる。

たとえば，私たち消費者が食品を選択する際に，フードマイ
レージやカーボンフットプリントなどの考え方を参考に，地産
地消を心がけることは，食料自給率向上やそれに伴う問題解決
への第一歩となる。また，商品の製造，輸送，販売，使用，廃

棄，再利用というライフサイクル全体で環境への影響を分析す

るライフサイクルアセスメント（LCA)という視点を持つこと
も大切である。

大量の食料を輸入している一方で，大量の食品を廃棄（食品
ロス）している問題にも目を向けよう。食料をむだのないよう

１ ２

３

４

図24

（農林水産省資料をもとに作成）

２ カーボンフットプリント：商品やサー
ビスの原材料調達から廃棄・リサイクル
に至るまでに排出される温室効果ガスの
排出量を CO₂に換算し，商品やサービス
にわかりやすく表示する仕組みのこと。

４ ライフサイクルアセスメント（LCA）：➡p.29

１ フードマイレージ：イギリスの消費者運動家ティム・
ラングが1994年から提唱している「フードマイルズ」の
考え方をもとに農林水産省の研究所で考えたもので，「食
料の輸送量（t）」×「輸送距離（km）」で表す。一般に，
この値が大きいほど地球環境への負担が大きいことにな
る。食料を輸入に頼る日本のフード・マイレージは他国
に比べると格段に大きくなっている。

３ 地産地消：地域で生産されたものを，その地域で消費
すること。

商品に表示さ
れるマーク

８億1,100万人
世界の人口の
10分の１

持続可能な開発目標（SDGs）では，2030年
までに世界の飢餓の人口をゼロにしようという
目標が掲げられている。

サスティナビリティ SUSTAINABILITY

世界の飢餓の人口

➡ SDGs　17の目標との関連は？　目標❶❷❸など
（WFP「ハンガーマップ2021」より）

図24 食品廃棄物の内訳

事業系廃棄物等
（約1,624万トン）

家庭系廃棄物
（約748万トン）

うち可食部分と
考えられる量
（275万トン）

うち可食部分と
考えられる量
（247万トン）

食品由来の廃棄物等
（令和２年度推計：約2,372万トン）

国民１人あたりの食品ロス量

食品ロス（522万トン）

食べ残し規格外品 返品 過剰除去
売れ残り 直接廃棄食べ残し

年間 41kg（年間１人あたりのコメの消費量は約53kg）
　⇒１日あたり約113g（茶碗約１杯のご飯に近い量）

企業・
農家など

福祉施設や
団体など

フード
バンク

食品
・
食材

食品
・
食材

食品企業の製造工程で発生する規格外品などを引き取り，
福祉施設などへ無料で提供する「フードバンク」と呼ばれる
団体・活動がある。この活動は，1960年代にアメリカで誕生
して世界各地に広がり，日本では2000年代から始められたと
される。また，家庭で余っている食べ物を学校や職場などに
持ち寄り，それらをまとめて地域の福祉施設やフードバンク
などに寄付する「フードドライブ」という活動もある。これ
らの活動は，食品ロスの削減と生活困窮者への支援という２
つの社会課題への効果が期待されている。

Column   コラム

「もったいない」をなくそう！
（フードバンクの取り組み）

３章　食生活108

5

10

15

106-113_基礎B_食生活.indd   108 2022/09/05   16:57

121 注 3

❷家庭内事故への対策
住まいは身の安全を守り，くつろぐことのできる場所である。

しかし，住まいの中で起こる事故は意外に多い。家庭内事故に

よる年間死亡者数は，交通事故による年間死亡者数を上回って

いる。特に高齢者の場合，ちょっとした転倒で骨折し，それが

原因で寝たきりになるケースもある。乳幼児の場合には，親が

ちょっと目を離したすきに浴槽で溺れるというような，死に直

結する事故が起こることがある。高齢者や乳幼児がいる家庭で

は，身体機能の低下や未熟さを十分理解し，その立場から住ま

いを見直すことで，危険箇所の発見につながる。

また，住まいの中では，足を滑らせて転倒・転落・墜落とい

う事故が圧倒的に多い。どの住まいでも，出入りの多いところ

の段差をなくす，段差の上り下りや移動の手がかりになる手す

りをつける，つまずく原因となるものを床に置かない，浴室の

床にはマットを敷く，足もとの適切な明るさを確保するなどの

基本的な対策はしておきたい。

図10

３

４

（厚生労働省「令和２年人口動態統計」より）
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１ １階の入り口にオートロックシステムのついたマンシ
ョンでも，侵入犯罪は起きている。各戸ごとの戸締まり
は必要である。

２ ホームセキュリティシステム：戸締り，照明，インタ
ーホンなどの防犯にかかわることを，防犯を行う企業で
確認，コントロールするシステム。

３ 交通事故による年間死亡者数：3,718人
家庭内の不慮の事故による年間死亡者数：13,708人
➡おもな原因別割合（下グラフ）

４ ➡p.140　子どもの事故
➡p.161　高齢者の心身の特徴

① ❶～❼は，それぞれ家の中のどんなところで
起こりやすいだろうか。

② ❶～❼の防止対策をあげてみよう。
③ 住まいや学校の中の危険なところがないか，
点検してみよう。

④ まわりの友達と意見交換してみよう。

Challenge チャレンジ

考えてみよう
図10 おもな家庭内事故の種類

❶転倒 ❷転落 ❸溺水 ❹火傷・熱傷

滑って転ぶ，物につ
まずいて転ぶなど

物を取ろうとして落
下，滑って落下など

浴槽で溺れるなど 熱湯に触れる，火が
衣服に燃え移るなど

❺中毒 ❻窒息 ❼その他

一酸化炭素中毒など 食べ物をのどに詰ま
らせるなど

熱中症 急な気温差によるヒー
トショック（血圧変動
による心筋梗

こう
塞
そく
など）

（総務省消防庁「令和３年（５月から９月）の
熱中症による搬送状況」より）

39.4% が

住居　で

発生している

合計
47,877 人 このうち

0～6歳  366 人
7～17歳
4,610 人

18～64歳
15,959 人65 歳～

26,942 人

●熱中症による救急搬送状況（令和３年５～９月）
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❷持続可能な食生活のために

世界では，人口増加や開発途上国の経済発展などで食料の必

要量が増える一方で，地球温暖化による異常気象の頻発や砂漠

化の進行など，食料の生産量を増やしていくことについて不安

な点がある。わが国の食生活は，海外からの輸入に支えられて

おり，世界の食料需給の影響を受けやすい状況にある。私たち

一人ひとりが，便利で豊かな食生活を当たり前のものとして捉

えず，持続可能な食生活のための行動をとることが重要になる。

たとえば，私たち消費者が食品を選択する際に，フードマイ
レージやカーボンフットプリントなどの考え方を参考に，地産
地消を心がけることは，食料自給率向上やそれに伴う問題解決
への第一歩となる。また，商品の製造，輸送，販売，使用，廃

棄，再利用というライフサイクル全体で環境への影響を分析す

るライフサイクルアセスメント（LCA)という視点を持つこと
も大切である。

大量の食料を輸入している一方で，大量の食品を廃棄（食品
ロス）している問題にも目を向けよう。食料をむだのないよう

１ ２

３

４

図24

（農林水産省資料をもとに作成）

２ カーボンフットプリント：商品やサー
ビスの原材料調達から廃棄・リサイクル
に至るまでに排出される温室効果ガスの
排出量を CO₂に換算し，商品やサービス
にわかりやすく表示する仕組みのこと。

４ ライフサイクルアセスメント（LCA）：➡p.29

１ フードマイレージ：イギリスの消費者運動家ティム・
ラングが1994年から提唱している「フードマイルズ」の
考え方をもとに農林水産省の研究所で考えたもので，「食
料の輸送量（t）」×「輸送距離（km）」で表す。一般に，
この値が大きいほど地球環境への負担が大きいことにな
る。食料を輸入に頼る日本のフード・マイレージは他国
に比べると格段に大きくなっている。

３ 地産地消：地域で生産されたものを，その地域で消費
すること。

商品に表示さ
れるマーク

８億1,100万人
世界の人口の
10分の１

持続可能な開発目標（SDGs）では，2030年
までに世界の飢餓の人口をゼロにしようという
目標が掲げられている。

サスティナビリティ SUSTAINABILITY

世界の飢餓の人口

➡ SDGs　17の目標との関連は？　目標❶❷❸など
（WFP「ハンガーマップ2021」より）

図24 食品廃棄物の内訳

事業系廃棄物等
（約1,670万トン）

家庭系廃棄物
（約732万トン）

うち可食部分と
考えられる量
（279万トン）

うち可食部分と
考えられる量
（244万トン）

食品由来の廃棄物等
（令和３年度推計：約2,402万トン）

国民１人あたりの食品ロス量

食品ロス（523万トン）

食べ残し規格外品 返品 過剰除去
売れ残り 直接廃棄食べ残し

年間 42kg（年間１人あたりのコメの消費量は約51kg）
　⇒１日あたり約114g（茶碗約１杯のご飯に近い量）

企業・
農家など

福祉施設や
団体など

フード
バンク

食品
・
食材

食品
・
食材

食品企業の製造工程で発生する規格外品などを引き取り，
福祉施設などへ無料で提供する「フードバンク」と呼ばれる
団体・活動がある。この活動は，1960年代にアメリカで誕生
して世界各地に広がり，日本では2000年代から始められたと
される。また，家庭で余っている食べ物を学校や職場などに
持ち寄り，それらをまとめて地域の福祉施設やフードバンク
などに寄付する「フードドライブ」という活動もある。これ
らの活動は，食品ロスの削減と生活困窮者への支援という２
つの社会課題への効果が期待されている。

Column   コラム

「もったいない」をなくそう！
（フードバンクの取り組み）
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❷家庭内事故への対策
住まいは身の安全を守り，くつろぐことのできる場所である。

しかし，住まいの中で起こる事故は意外に多い。家庭内事故に

よる年間死亡者数は，交通事故による年間死亡者数を上回って

いる。特に高齢者の場合，ちょっとした転倒で骨折し，それが

原因で寝たきりになるケースもある。乳幼児の場合には，親が

ちょっと目を離したすきに浴槽で溺れるというような，死に直

結する事故が起こることがある。高齢者や乳幼児がいる家庭で

は，身体機能の低下や未熟さを十分理解し，その立場から住ま

いを見直すことで，危険箇所の発見につながる。

また，住まいの中では，足を滑らせて転倒・転落・墜落とい

う事故が圧倒的に多い。どの住まいでも，出入りの多いところ

の段差をなくす，段差の上り下りや移動の手がかりになる手す

りをつける，つまずく原因となるものを床に置かない，浴室の

床にはマットを敷く，足もとの適切な明るさを確保するなどの

基本的な対策はしておきたい。

図10

３

４

（厚生労働省「令和３年人口動態統計」より）
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１ １階の入り口にオートロックシステムのついたマンシ
ョンでも，侵入犯罪は起きている。各戸ごとの戸締まり
は必要である。

２ ホームセキュリティシステム：戸締り，照明，インタ
ーホンなどの防犯にかかわることを，防犯を行う企業で
確認，コントロールするシステム。

３ 交通事故による年間死亡者数：3,536人
家庭内の不慮の事故による年間死亡者数：13,352人
➡おもな原因別割合（下グラフ）

４ ➡p.140　子どもの事故
➡p.161　高齢者の心身の特徴

① ❶～❼は，それぞれ家の中のどんなところで
起こりやすいだろうか。

② ❶～❼の防止対策をあげてみよう。
③ 住まいや学校の中の危険なところがないか，
点検してみよう。

④ まわりの友達と意見交換してみよう。

Challenge チャレンジ

考えてみよう
図10 おもな家庭内事故の種類

❶転倒 ❷転落 ❸溺水 ❹火傷・熱傷

滑って転ぶ，物につ
まずいて転ぶなど

物を取ろうとして落
下，滑って落下など

浴槽で溺れるなど 熱湯に触れる，火が
衣服に燃え移るなど

❺中毒 ❻窒息 ❼その他

一酸化炭素中毒など 食べ物をのどに詰ま
らせるなど

熱中症 急な気温差によるヒー
トショック（血圧変動
による心筋梗

こう
塞
そく
など）

（総務省消防庁「令和４年（５月から９月）の
熱中症による搬送状況」より）

39.5% が

住居　で

発生している

合計
71,029 人 このうち

0～6歳  568 人
7～17歳
7,636 人

18～64歳
24,100 人65 歳～

38,725 人

●熱中症による救急搬送状況（令和４年５～９月）
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❷家庭内事故への対策
住まいは身の安全を守り，くつろぐことのできる場所である。

しかし，住まいの中で起こる事故は意外に多い。家庭内事故に

よる年間死亡者数は，交通事故による年間死亡者数を上回って

いる。特に高齢者の場合，ちょっとした転倒で骨折し，それが

原因で寝たきりになるケースもある。乳幼児の場合には，親が

ちょっと目を離したすきに浴槽で溺れるというような，死に直

結する事故が起こることがある。高齢者や乳幼児がいる家庭で

は，身体機能の低下や未熟さを十分理解し，その立場から住ま

いを見直すことで，危険箇所の発見につながる。

また，住まいの中では，足を滑らせて転倒・転落・墜落とい

う事故が圧倒的に多い。どの住まいでも，出入りの多いところ

の段差をなくす，段差の上り下りや移動の手がかりになる手す

りをつける，つまずく原因となるものを床に置かない，浴室の

床にはマットを敷く，足もとの適切な明るさを確保するなどの

基本的な対策はしておきたい。

図10

３

４

（厚生労働省「令和２年人口動態統計」より）
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１ １階の入り口にオートロックシステムのついたマンシ
ョンでも，侵入犯罪は起きている。各戸ごとの戸締まり
は必要である。

２ ホームセキュリティシステム：戸締り，照明，インタ
ーホンなどの防犯にかかわることを，防犯を行う企業で
確認，コントロールするシステム。

３ 交通事故による年間死亡者数：3,718人
家庭内の不慮の事故による年間死亡者数：13,708人
➡おもな原因別割合（下グラフ）

４ ➡p.140　子どもの事故
➡p.161　高齢者の心身の特徴

① ❶～❼は，それぞれ家の中のどんなところで
起こりやすいだろうか。

② ❶～❼の防止対策をあげてみよう。
③ 住まいや学校の中の危険なところがないか，
点検してみよう。

④ まわりの友達と意見交換してみよう。

Challenge チャレンジ

考えてみよう
図10 おもな家庭内事故の種類

❶転倒 ❷転落 ❸溺水 ❹火傷・熱傷

滑って転ぶ，物につ
まずいて転ぶなど

物を取ろうとして落
下，滑って落下など

浴槽で溺れるなど 熱湯に触れる，火が
衣服に燃え移るなど

❺中毒 ❻窒息 ❼その他

一酸化炭素中毒など 食べ物をのどに詰ま
らせるなど

熱中症 急な気温差によるヒー
トショック（血圧変動
による心筋梗

こう
塞
そく
など）

（総務省消防庁「令和３年（５月から９月）の
熱中症による搬送状況」より）

39.4% が

住居　で

発生している

合計
47,877 人 このうち

0～6歳  366 人
7～17歳
4,610 人

18～64歳
15,959 人65 歳～

26,942 人

●熱中症による救急搬送状況（令和３年５～９月）
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❸火災への対策

防火の基本は，火気や燃えやすいものの扱いに十分注意する
ことである。また，熱・煙感知器や消火器を設置したり，熱源

遮断機能つきの暖房器具を使用したりするなど，大きな被害に

ならないための対策もしておきたい。カーテンやじゅうたんに

燃えにくい素材のものを使うのも，火災対策の一つである。た

こ足配線やコンセントのほこりなどにも注意したい。

❹自然災害への対策
日本は世界でも有数の地震国である。建物の揺れに対する対

策としては，耐震（揺れに耐えられる材料や構造を使う），免
震（揺れが建物に伝わらないようにする），制震（揺れを吸収し，
抑える）がある。古い木造住居では柱や土台の点検を行い，筋

交いによる補強など対策が必要となる場合がある。また，生活

面でも，家具や機器の転倒，備品の落下防止など，高い位置に

ある物への注意が必要である。

図11 1

図12

図13

1 消防法により，すべての住宅に住宅用火災警報器の設
置が義務付けられている。

（消防庁「消防白書」令和3年より）

図11 おもな出火原因

出火件数
34,691（件）

放火・
放火の
疑い
4,052 たばこ

3,104

こんろ
2,792

たき火
2,824

火入れ
1,684

その他
15,993

不明
4,242

（2020年中）

図12 トラッキング現象

図13 耐震，免震，制震の例

筋交い
すじ　か

積層ゴム

オイル
ダンパー

耐震の例（筋交い）
四角形の対角方向に入れる斜めの材料を筋交いと
いう。三角形を構成することで，よこ方向の力によ
る変形を抑える。

免震の例（積層ゴム）
建物の下の積層ゴムが熱エネルギーとして揺れを
吸収し，建物に伝わるよこ揺れを軽減する。

制震の例（オイルダンパー）
ダンパーに入っているオイルなどによってよこ揺
れのエネルギーを吸収させ，建物には影響を与えな
いようにする仕組みである。

トラッキング現象とは，プラ
グとコンセントの間にほこ
りがたまり，ほこりが湿気を
吸うことにより電流が流れ
て発熱し，発火すること。洗
面所や台所など，湿気の多い
場所で起こりやすい。

（写真提供：製品評価技術基盤機構）
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❷家庭内事故への対策
住まいは身の安全を守り，くつろぐことのできる場所である。

しかし，住まいの中で起こる事故は意外に多い。家庭内事故に

よる年間死亡者数は，交通事故による年間死亡者数を上回って

いる。特に高齢者の場合，ちょっとした転倒で骨折し，それが

原因で寝たきりになるケースもある。乳幼児の場合には，親が

ちょっと目を離したすきに浴槽で溺れるというような，死に直

結する事故が起こることがある。高齢者や乳幼児がいる家庭で

は，身体機能の低下や未熟さを十分理解し，その立場から住ま

いを見直すことで，危険箇所の発見につながる。

また，住まいの中では，足を滑らせて転倒・転落・墜落とい

う事故が圧倒的に多い。どの住まいでも，出入りの多いところ

の段差をなくす，段差の上り下りや移動の手がかりになる手す

りをつける，つまずく原因となるものを床に置かない，浴室の

床にはマットを敷く，足もとの適切な明るさを確保するなどの

基本的な対策はしておきたい。

図10

３

４

（厚生労働省「令和３年人口動態統計」より）
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１ １階の入り口にオートロックシステムのついたマンシ
ョンでも，侵入犯罪は起きている。各戸ごとの戸締まり
は必要である。

２ ホームセキュリティシステム：戸締り，照明，インタ
ーホンなどの防犯にかかわることを，防犯を行う企業で
確認，コントロールするシステム。

３ 交通事故による年間死亡者数：3,536人
家庭内の不慮の事故による年間死亡者数：13,352人
➡おもな原因別割合（下グラフ）

４ ➡p.140　子どもの事故
➡p.161　高齢者の心身の特徴

① ❶～❼は，それぞれ家の中のどんなところで
起こりやすいだろうか。

② ❶～❼の防止対策をあげてみよう。
③ 住まいや学校の中の危険なところがないか，
点検してみよう。

④ まわりの友達と意見交換してみよう。

Challenge チャレンジ

考えてみよう
図10 おもな家庭内事故の種類

❶転倒 ❷転落 ❸溺水 ❹火傷・熱傷

滑って転ぶ，物につ
まずいて転ぶなど

物を取ろうとして落
下，滑って落下など

浴槽で溺れるなど 熱湯に触れる，火が
衣服に燃え移るなど

❺中毒 ❻窒息 ❼その他

一酸化炭素中毒など 食べ物をのどに詰ま
らせるなど

熱中症 急な気温差によるヒー
トショック（血圧変動
による心筋梗

こう
塞
そく
など）

（総務省消防庁「令和４年（５月から９月）の
熱中症による搬送状況」より）

39.5% が

住居　で

発生している

合計
71,029 人 このうち

0～6歳  568 人
7～17歳
7,636 人

18～64歳
24,100 人65 歳～

38,725 人

●熱中症による救急搬送状況（令和４年５～９月）
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❸火災への対策

防火の基本は，火気や燃えやすいものの扱いに十分注意する
ことである。また，熱・煙感知器や消火器を設置したり，熱源

遮断機能つきの暖房器具を使用したりするなど，大きな被害に

ならないための対策もしておきたい。カーテンやじゅうたんに

燃えにくい素材のものを使うのも，火災対策の一つである。た

こ足配線やコンセントのほこりなどにも注意したい。

❹自然災害への対策

日本は世界でも有数の地震国である。建物の揺れに対する対

策としては，耐震（揺れに耐えられる材料や構造を使う），免
震（揺れが建物に伝わらないようにする），制震（揺れを吸収し，
抑える）がある。古い木造住居では柱や土台の点検を行い，筋

交いによる補強など対策が必要となる場合がある。また，生活

面でも，家具や機器の転倒，備品の落下防止など，高い位置に

ある物への注意が必要である。

図11 １

図12

図13

１ 消防法により，すべての住宅に住宅用火災警報器の設
置が義務付けられている。

（消防庁「消防白書」令和４年より）

図11 おもな出火原因

出火件数
35,222（件）

放火・
放火の
疑い
3,888 たばこ

3,042

こんろ
2,678

たき火
2,764

電気機器
1,816

その他
16,711

不明
4,323

（2021年中）

図12 トラッキング現象

図13 耐震，免震，制震の例

筋交い
すじ　か

積層ゴム

オイル
ダンパー

耐震の例（筋交い）
四角形の対角方向に入れる斜めの材料を筋交いと
いう。三角形を構成することで，よこ方向の力によ
る変形を抑える。

免震の例（積層ゴム）
建物の下の積層ゴムが熱エネルギーとして揺れを
吸収し，建物に伝わるよこ揺れを軽減する。

制震の例（オイルダンパー）
ダンパーに入っているオイルなどによってよこ揺
れのエネルギーを吸収させ，建物には影響を与えな
いようにする仕組みである。

トラッキング現象とは，プラ
グとコンセントの間にほこ
りがたまり，ほこりが湿気を
吸うことにより電流が流れ
て発熱し，発火すること。洗
面所や台所など，湿気の多い
場所で起こりやすい。

（写真提供：製品評価技術基盤機構）
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❶子どもを取り巻く問題

１.児童虐待
子どもの世話をすることは，本来楽しいものであるが，子ど

もは泣いたり，わがままを言ったり，扱いにくい存在となるこ

ともある。そのような扱いにくさなどから，子どもを殴ったり，

育児を放棄したりする親が増えている。

児童虐待の背景には，出産や育児に対する家族の無理解や，子
どもの成長と子育て情報の不一致による育児不安など，さまざ
まな原因が考えられる。

図23

１

子どもを取り巻く環境は，必ずしも整っているとは言い難い現状があり，
さまざまな問題が起こっている。子育てをめぐる課題について知り，これ
からの子育て環境や支援のあり方について考えてみよう。

考えよう!　話し合おう!�
近隣の家から，子どもの泣き声が聞こえてきた。
「もしかしたら虐待かも？　でも，違ったら気まずい
し……。」判断に迷う時，どう行動したらよいのだろ
う？

子育て環境，子育て
支援

あれ？
隣の子かな？
泣いているなー

泣き止まなくて
親は大変だろう
なあ…

子どもは
よく泣くものだし
このくらいは
普通かな…？

5分後

10分後

15分後

ええっ！？
大丈夫かな！？

【ハジメ・40歳】
転職をして引っ越しをしたハジメ。隣
にはまだ挨拶ができておらず，どんな
人たちが住んでいるのかわかりません。

隣の子どもが泣いてい
る！？28

（厚生労働省「福祉行政報告例」より）

図23 児童相談所における児童虐待相談対応件数と内訳

（年）

（件）

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

240,000

2020201520102005200019951990

ネグレクト
15.3% 身体的虐待

24.4%

心理的虐待
59.2%

性的虐待
1.1%

1,101 2,722
17,725

34,472
56,384

205,044

103,286

※2010年は東日本大震災の影響により，福島県を除いた数値。

●身体的虐待：�殴る，蹴る，髪の毛を引っぱるな
ど，身体的な暴力を加えること

●心理的虐待：�怒鳴る，暴言を浴びせるなどして，
子どものこころを傷つけること

●ネグレクト：�食事を与えない，長時間の放置な
どの育児放棄や怠慢のこと

●性的虐待　：�子どもにわいせつな行為をするこ
と，またはさせること

内訳と虐待の種類
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表１ 乳幼児の発達の道筋（個人差があるため必ずしもこの通りではない）

月
齢
・
年
齢
や
発
達
の
様
子

乳児期 幼児期
新生児期

０-１か月 ３か月頃 ５～７か月頃 ８～10か月頃 １歳頃 １歳～１歳半頃 ２歳頃 ３歳頃 ４歳頃 ５歳頃 ６歳頃

体
の
発
達

体
の
動
き

●手足を無秩序に動かす
●あおむけに寝ている

●首がすわる
●うつぶせにすると首をも
たげようとする

●寝返りができる
●ずり這

ば
いをする

●お座りをする

●はいはい（高
たか
這
ば
い）をす

る
●つかまり立ちをする

●つかまらずに一人で立て
る

●つたい歩きから始ま
り少しずつ歩くよう
になる

●転ばずに歩いたり走
ったりする

●手をつかずに階段を
上る

●三輪車をこぐ

●速く走ったり高いと
ころから飛び降りた
りする

●ケンケンができる

●スキップができる ●木のぼりをする
●鉄棒やなわとびが少
しずつできるように
なる

手
指
の
動
き

●手にふれたものを握る
●指しゃぶりをすることも
ある

●ガラガラなどを握って振
る

●近くにあるものを取る
●おもに手の平を使ってわ
しづかみにする

●指をしっかり使ってもの
をつかむ

●両手に持って打ち合わせ
る

●親指と人差し指でつまむ ●積み木を並べる ●クレヨンなどでなぐ
りがきをする

●ボールを両手で投げ
る

●はさみを使う
●クレヨンなどで円を
描く

●はしを上手に使う ●細かい折り紙が折れ
る

●ひもを結ぶことがで
きる

こ
こ
ろ
の
発
達

認
知
・
言
葉

● 機 嫌 が よ い 時 に
「あー」「くー」などの声
を出す

●泣く

●声を出して笑う
●いろいろな声を出すよう
になる

●喃
なん
語
ご
で話そうとする ●大人の語りかける簡単な

言葉や名前に反応する
●指さしをする

●初めて意味を持つ「言葉」
を話す

●一語文を話す
●ごっこ遊びを始める

●二語文・多語文を話す
●「なに？」と盛んにた
ずねる

●自分の気持ちを言葉
で伝えられる

●自分の姓名をいえる

●日常会話がほぼ成立
する

●「なぜ？」と盛んにた
ずねる

●抽象語を理解して使
う

●文字に興味を持つ

●ひらがなが読める
●ひらがなで名前を書
く

情
緒
・
社
会
性

●人の声がすると反応する
●あやされると泣き止む

●目が合う
●大人の気を引こうとする

●人見知りをする
●いないいないばあを楽し
む

●やりとり遊びを楽しむ
●後追いをする

●バイバイをする
●泣かずに身振りで意思表
示する

●家族が家事をする様
子などをまねる

●友達に関心を示す
●第一次反抗期が始ま
る

●仲良しの友達と一緒
に遊ぶことを楽しむ

●ものの取り合いなど
でたびたび喧

けん
嘩
か
する

●ルールを理解したり，
がまんしたりするこ
とができる

●集団で遊ぶことがで
きる

●役割やルールを話し
合いで決める

●友達と協力してやり
とげようとする

パタパタ ブンブン
ズリズリ

ハイハイ

すっくと
たっち

Challenge
チャレンジ 考えてみよう ①０歳の子どもに窒息が多いの

はなぜだろう？

②左図は死亡事故の人数だが，
死に至らない事故はもっと多
くある。子どもの事故に関す
る情報は，どこでまとめられ
ているのだろうか。

③大人はどのようにして子ども
の事故と向き合うべきだろう
か。事故を減らすためにでき
ることをあげてみよう。

子どもの不慮の事故による死亡者数とその原因

0 20 40 60 80 100

窒息

72.4%

3.4

10.3 5.2 8.7

36.8 35.1 14.0

3.5

10.6

交通事故 溺死

転倒・転落・墜落 その他

（％）

0歳
（58人）

1～4歳
（57人）

乳幼児期は，好奇心旺盛で，身の回
りのモノや状況に興味を持つが，危険
を理解できていないため，事故が起こ
りやすい。また，運動機能が未熟であ
り，体に対して頭が大きく転びやすい。
子どもの事故は，心身の発育・発達

の段階と関係が深い。上の表を見なが
ら，子どもの月齢や年齢によってどの
ような事故が起こりやすいか，事故を
防止するにはどうしたらよいか考えて
みよう。

（厚生労働省「令和２年　人口動態統計」より）
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表１ 乳幼児の発達の道筋（個人差があるため必ずしもこの通りではない）

月
齢
・
年
齢
や
発
達
の
様
子

乳児期 幼児期
新生児期

０-１か月 ３か月頃 ５～７か月頃 ８～10か月頃 １歳頃 １歳～１歳半頃 ２歳頃 ３歳頃 ４歳頃 ５歳頃 ６歳頃

体
の
発
達

体
の
動
き

●手足を無秩序に動かす
●あおむけに寝ている

●首がすわる
●うつぶせにすると首をも
たげようとする

●寝返りができる
●ずり這

ば
いをする

●お座りをする

●はいはい（高
たか
這
ば
い）をす

る
●つかまり立ちをする

●つかまらずに一人で立て
る

●つたい歩きから始ま
り少しずつ歩くよう
になる

●転ばずに歩いたり走
ったりする

●手をつかずに階段を
上る

●三輪車をこぐ

●速く走ったり高いと
ころから飛び降りた
りする

●ケンケンができる

●スキップができる ●木のぼりをする
●鉄棒やなわとびが少
しずつできるように
なる

手
指
の
動
き

●手にふれたものを握る
●指しゃぶりをすることも
ある

●ガラガラなどを握って振
る

●近くにあるものを取る
●おもに手の平を使ってわ
しづかみにする

●指をしっかり使ってもの
をつかむ

●両手に持って打ち合わせ
る

●親指と人差し指でつまむ ●積み木を並べる ●クレヨンなどでなぐ
りがきをする

●ボールを両手で投げ
る

●はさみを使う
●クレヨンなどで円を
描く

●はしを上手に使う ●細かい折り紙が折れ
る

●ひもを結ぶことがで
きる

こ
こ
ろ
の
発
達

認
知
・
言
葉

● 機 嫌 が よ い 時 に
「あー」「くー」などの声
を出す

●泣く

●声を出して笑う
●いろいろな声を出すよう
になる

●喃
なん
語
ご
で話そうとする ●大人の語りかける簡単な

言葉や名前に反応する
●指さしをする

●初めて意味を持つ「言葉」
を話す

●一語文を話す
●ごっこ遊びを始める

●二語文・多語文を話す
●「なに？」と盛んにた
ずねる

●自分の気持ちを言葉
で伝えられる

●自分の姓名をいえる

●日常会話がほぼ成立
する

●「なぜ？」と盛んにた
ずねる

●抽象語を理解して使
う

●文字に興味を持つ

●ひらがなが読める
●ひらがなで名前を書
く

情
緒
・
社
会
性

●人の声がすると反応する
●あやされると泣き止む

●目が合う
●大人の気を引こうとする

●人見知りをする
●いないいないばあを楽し
む

●やりとり遊びを楽しむ
●後追いをする

●バイバイをする
●泣かずに身振りで意思表
示する

●家族が家事をする様
子などをまねる

●友達に関心を示す
●第一次反抗期が始ま
る

●仲良しの友達と一緒
に遊ぶことを楽しむ

●ものの取り合いなど
でたびたび喧

けん
嘩
か
する

●ルールを理解したり，
がまんしたりするこ
とができる

●集団で遊ぶことがで
きる

●役割やルールを話し
合いで決める

●友達と協力してやり
とげようとする

パタパタ ブンブン
ズリズリ

ハイハイ

すっくと
たっち

Challenge
チャレンジ 考えてみよう ①０歳の子どもに窒息が多いの

はなぜだろう？

②左図は死亡事故の人数だが，
死に至らない事故はもっと多
くある。子どもの事故に関す
る情報は，どこでまとめられ
ているのだろうか。

③大人はどのようにして子ども
の事故と向き合うべきだろう
か。事故を減らすためにでき
ることをあげてみよう。

子どもの不慮の事故による死亡者数とその原因

0 20 40 60 80 100

窒息

91.8%

1.6

4.9

0 1.7

22.0 24.0 26.0 18.0 10.0

交通事故 溺死

転倒・転落・墜落 その他

（％）

0歳
（61人）

1～4歳
（50人）

乳幼児期は，好奇心旺盛で，身の回
りのモノや状況に興味を持つが，危険
を理解できていないため，事故が起こ
りやすい。また，運動機能が未熟であ
り，体に対して頭が大きく転びやすい。
子どもの事故は，心身の発育・発達

の段階と関係が深い。上の表を見なが
ら，子どもの月齢や年齢によってどの
ような事故が起こりやすいか，事故を
防止するにはどうしたらよいか考えて
みよう。

（厚生労働省「令和３年　人口動態統計」より）
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❶子どもを取り巻く問題
１.児童虐待
子どもの世話をすることは，本来楽しいものであるが，子ど

もは泣いたり，わがままを言ったり，扱いにくい存在となるこ

ともある。そのような扱いにくさなどから，子どもを殴ったり，

育児を放棄したりする親が増えている。

児童虐待の背景には，出産や育児に対する家族の無理解や，子
どもの成長と子育て情報の不一致による育児不安など，さまざ
まな原因が考えられる。

図23

１

子どもを取り巻く環境は，必ずしも整っているとは言い難い現状があり，
さまざまな問題が起こっている。子育てをめぐる課題について知り，これ
からの子育て環境や支援のあり方について考えてみよう。

考えよう!　話し合おう!
近隣の家から，子どもの泣き声が聞こえてきた。
「もしかしたら虐待かも？　でも，違ったら気まずい
し……。」判断に迷う時，どう行動したらよいのだろ
う？

子育て環境，子育て
支援

あれ？
隣の子かな？
泣いているなー

泣き止まなくて
親は大変だろう
なあ…

子どもは
よく泣くものだし
このくらいは
普通かな…？

5分後

10分後

15分後

ええっ！？
大丈夫かな！？

【ハジメ・40歳】
転職をして引っ越しをしたハジメ。隣
にはまだ挨拶ができておらず，どんな
人たちが住んでいるのかわかりません。

隣の子どもが泣いてい
る！？28

（厚生労働省「福祉行政報告例」より）

図23 児童相談所における児童虐待相談対応件数と内訳
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※2010年は東日本大震災の影響により，福島県を除いた数値。

●身体的虐待： 殴る，蹴る，髪の毛を引っぱるな
ど，身体的な暴力を加えること

●心理的虐待： 怒鳴る，暴言を浴びせるなどして，
子どものこころを傷つけること

●ネグレクト： 食事を与えない，長時間の放置な
どの育児放棄や怠慢のこと

●性的虐待　： 子どもにわいせつな行為をするこ
と，またはさせること

内訳と虐待の種類
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153 図 24

１ 育児不安：子育てをする時に，「子育てがうまくいっ
ていない」「まちがった子育てをしているのではないか」
などの不安や恐怖を感じたり，子育てに困難を感じたり
することをいう。親の育児不安は，子どもの心身の成長
や生活に影響を及ぼし，児童虐待につながることもある。

２ 厚生労働省「2019年国民生活基礎調査」による。

３ 合計特殊出生率：ある年において，15～49歳の一人の
女性が一生の間に生むと想定される子どもの数。
➡p.193　図10

４ 晩婚化の進行や未婚率の上昇：➡p.192

（厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ（令和４年４月１日）」より） （国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査（2015年）」より）

図24 保育所等の利用率と待機児童数
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図26 夫婦が理想の子ども数を持たない理由

（%）

子育てや教育にお金が
かかりすぎるから

高年齢で生むのはいやだから

欲しいけれどもできないから
これ以上，育児の心理的，

肉体的負担に耐えられないから
健康上の理由から

自分の仕事 (勤めや家業 )に
差し支えるから
家が狭いから

夫の家事・育児への
協力が得られないから

夫が望まないから
一番末の子が夫の定年退職
までに成人してほしいから

子どもがのびのび育つ
社会環境ではないから

自分や夫婦の生活を大切にしたいから

0 10 20 30 40 50 60

56.3%

39.8

23.5

17.6

16.4

15.2

11.3
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8.1

7.3

6.0

5.9

（複数回答）

対象は予定子ども数が理想子ども数を下回る初婚どうしの夫婦。

（総務省統計局「令和２年国勢調査」より）

図25 15歳未満の子どもの割合

（年）

（%）0 20 40 60 80 100

2020

2000

1980

1955

0～14 歳 15～64 歳 65 歳以上

33.4% 61.2 5.3

23.5 67.4 9.1

14.6 68.1 17.4

11.9 59.5 28.6

２. 待機児童
都市部などでは，保育所等に入所を希望しても入れない，い

わゆる待機児童が問題となっている。特に，産後休業後の０歳
児保育や育児休業後の１歳児保育が不足しており，低年齢の待

機児童が多くなっている。以前に比べ保育所定員は増加し，低

年齢児に対応する保育所も徐々に増えてきてはいるが，まだ待

機児童をなくすところまでには至っていない。

３. 子どもの貧困
厚生労働省の調査によると，2018年の「子どもの貧困率」（17

歳以下）は14.0％となっている。2014年１月には子どもの貧困

対策法が施行され，生活が苦しい家庭の子どもの成長を支えて

いるが，貧しい家庭で育った子どもが将来，自らも貧しくなる

「貧困の連鎖」を断ち切ることが課題となっている。

４. 少子化
日本では，合計特殊出生率の低い状態が続いており，15歳未満
の子どもの総人口に対する割合は，年々下がり続けている。晩

婚化の進行や未婚率の上昇などに加え，子どもを持つことに不

安を持つ人が多いことなども，少子化の原因となっている。
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１ 育児不安：子育てをする時に，「子育てがうまくいっ
ていない」「まちがった子育てをしているのではないか」
などの不安や恐怖を感じたり，子育てに困難を感じたり
することをいう。親の育児不安は，子どもの心身の成長
や生活に影響を及ぼし，児童虐待につながることもある。

２ 厚生労働省「令和４年国民生活基礎調査」による。

３ 合計特殊出生率：ある年において，15～49歳の一人の
女性が一生の間に生むと想定される子どもの数。
➡p.193　図10

４ 晩婚化の進行や未婚率の上昇：➡p.192

（こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ（令和５年４月１日）」より） （国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査（2021年）」より）

図24 保育所等の利用率と待機児童数
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図26 夫婦が理想の子ども数を持たない理由

0 10 20 30 40 50 60

52.6%

40.4

23.9

23.0

17.4

15.8

11.5

9.4

8.9

8.2

6.7

5.0

（複数回答）

対象は予定子ども数が理想子ども数を下回る初婚どうしの夫婦。

子育てや教育にお金が
かかりすぎるから

高年齢で生むのはいやだから

健康上の理由から
自分の仕事 (勤めや家業 )に

差し支えるから

家が狭いから

夫の家事・育児への
協力が得られないから

夫が望まないから

末子が夫の定年退職
までに成人してほしいから

子どもがのびのび育つ
環境ではないから

自分や夫婦の生活を大切にしたいから

（%）

ほしいけれどもできないから
これ以上，育児の心理的，

肉体的負担に耐えられないから

（総務省統計局「令和２年国勢調査」より）

図25 15歳未満の子どもの割合

（年）

（%）0 20 40 60 80 100

2020

2000

1980

1955

0～14 歳 15～64 歳 65 歳以上

33.4% 61.2 5.3

23.5 67.4 9.1

14.6 68.1 17.4

11.9 59.5 28.6

２. 待機児童
都市部などでは，保育所等に入所を希望しても入れない，い

わゆる待機児童が問題となっている。特に，産後休業後の０歳
児保育や育児休業後の１歳児保育が不足しており，低年齢の待

機児童が多くなっている。以前に比べ保育所定員は増加し，低

年齢児に対応する保育所も徐々に増えてきてはいるが，まだ待

機児童をなくすところまでには至っていない。

３. 子どもの貧困
厚生労働省の調査によると，2021年の「子どもの貧困率」（17

歳以下）は11.5％となっている。2014年１月には子どもの貧困

対策法が施行され，生活が苦しい家庭の子どもの成長を支えて

いるが，貧しい家庭で育った子どもが将来，自らも貧しくなる

「貧困の連鎖」を断ち切ることが課題となっている。

４. 少子化
日本では，合計特殊出生率の低い状態が続いており，15歳未満

の子どもの総人口に対する割合は，年々下がり続けている。晩

婚化の進行や未婚率の上昇などに加え，子どもを持つことに不

安を持つ人が多いことなども，少子化の原因となっている。
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153

153

9
-
10

側注
2

１ 育児不安：子育てをする時に，「子育てがうまくいっ
ていない」「まちがった子育てをしているのではないか」
などの不安や恐怖を感じたり，子育てに困難を感じたり
することをいう。親の育児不安は，子どもの心身の成長
や生活に影響を及ぼし，児童虐待につながることもある。

２ 厚生労働省「2019年国民生活基礎調査」による。

３ 合計特殊出生率：ある年において，15～49歳の一人の
女性が一生の間に生むと想定される子どもの数。
➡p.193　図10

４ 晩婚化の進行や未婚率の上昇：➡p.192

（厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ（令和４年４月１日）」より） （国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査（2015年）」より）

図24 保育所等の利用率と待機児童数
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図26 夫婦が理想の子ども数を持たない理由
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高年齢で生むのはいやだから

欲しいけれどもできないから
これ以上，育児の心理的，

肉体的負担に耐えられないから
健康上の理由から

自分の仕事 (勤めや家業 )に
差し支えるから
家が狭いから

夫の家事・育児への
協力が得られないから

夫が望まないから
一番末の子が夫の定年退職
までに成人してほしいから

子どもがのびのび育つ
社会環境ではないから

自分や夫婦の生活を大切にしたいから
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（複数回答）

対象は予定子ども数が理想子ども数を下回る初婚どうしの夫婦。

（総務省統計局「令和２年国勢調査」より）

図25 15歳未満の子どもの割合

（年）

（%）0 20 40 60 80 100

2020

2000

1980

1955

0～14 歳 15～64 歳 65 歳以上

33.4% 61.2 5.3

23.5 67.4 9.1

14.6 68.1 17.4

11.9 59.5 28.6

２. 待機児童
都市部などでは，保育所等に入所を希望しても入れない，い

わゆる待機児童が問題となっている。特に，産後休業後の０歳
児保育や育児休業後の１歳児保育が不足しており，低年齢の待

機児童が多くなっている。以前に比べ保育所定員は増加し，低

年齢児に対応する保育所も徐々に増えてきてはいるが，まだ待

機児童をなくすところまでには至っていない。

３. 子どもの貧困
厚生労働省の調査によると，2018年の「子どもの貧困率」（17

歳以下）は14.0％となっている。2014年１月には子どもの貧困

対策法が施行され，生活が苦しい家庭の子どもの成長を支えて

いるが，貧しい家庭で育った子どもが将来，自らも貧しくなる

「貧困の連鎖」を断ち切ることが課題となっている。

４. 少子化
日本では，合計特殊出生率の低い状態が続いており，15歳未満
の子どもの総人口に対する割合は，年々下がり続けている。晩

婚化の進行や未婚率の上昇などに加え，子どもを持つことに不

安を持つ人が多いことなども，少子化の原因となっている。
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１ 育児不安：子育てをする時に，「子育てがうまくいっ
ていない」「まちがった子育てをしているのではないか」
などの不安や恐怖を感じたり，子育てに困難を感じたり
することをいう。親の育児不安は，子どもの心身の成長
や生活に影響を及ぼし，児童虐待につながることもある。

２ 厚生労働省「2019年国民生活基礎調査」による。

３ 合計特殊出生率：ある年において，15～49歳の一人の
女性が一生の間に生むと想定される子どもの数。
➡p.193　図10

４ 晩婚化の進行や未婚率の上昇：➡p.192

（厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ（令和４年４月１日）」より） （国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査（2015年）」より）

図24 保育所等の利用率と待機児童数
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図26 夫婦が理想の子ども数を持たない理由
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これ以上，育児の心理的，

肉体的負担に耐えられないから
健康上の理由から

自分の仕事 (勤めや家業 )に
差し支えるから
家が狭いから

夫の家事・育児への
協力が得られないから

夫が望まないから
一番末の子が夫の定年退職
までに成人してほしいから

子どもがのびのび育つ
社会環境ではないから

自分や夫婦の生活を大切にしたいから
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（複数回答）

対象は予定子ども数が理想子ども数を下回る初婚どうしの夫婦。

（総務省統計局「令和２年国勢調査」より）

図25 15歳未満の子どもの割合

（年）
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0～14 歳 15～64 歳 65 歳以上

33.4% 61.2 5.3

23.5 67.4 9.1

14.6 68.1 17.4

11.9 59.5 28.6

２. 待機児童
都市部などでは，保育所等に入所を希望しても入れない，い

わゆる待機児童が問題となっている。特に，産後休業後の０歳
児保育や育児休業後の１歳児保育が不足しており，低年齢の待

機児童が多くなっている。以前に比べ保育所定員は増加し，低

年齢児に対応する保育所も徐々に増えてきてはいるが，まだ待

機児童をなくすところまでには至っていない。

３. 子どもの貧困
厚生労働省の調査によると，2018年の「子どもの貧困率」（17

歳以下）は14.0％となっている。2014年１月には子どもの貧困

対策法が施行され，生活が苦しい家庭の子どもの成長を支えて

いるが，貧しい家庭で育った子どもが将来，自らも貧しくなる

「貧困の連鎖」を断ち切ることが課題となっている。

４. 少子化
日本では，合計特殊出生率の低い状態が続いており，15歳未満
の子どもの総人口に対する割合は，年々下がり続けている。晩

婚化の進行や未婚率の上昇などに加え，子どもを持つことに不

安を持つ人が多いことなども，少子化の原因となっている。
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153 図 26

１ 育児不安：子育てをする時に，「子育てがうまくいっ
ていない」「まちがった子育てをしているのではないか」
などの不安や恐怖を感じたり，子育てに困難を感じたり
することをいう。親の育児不安は，子どもの心身の成長
や生活に影響を及ぼし，児童虐待につながることもある。

２ 厚生労働省「2019年国民生活基礎調査」による。

３ 合計特殊出生率：ある年において，15～49歳の一人の
女性が一生の間に生むと想定される子どもの数。
➡p.193　図10

４ 晩婚化の進行や未婚率の上昇：➡p.192

（厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ（令和４年４月１日）」より） （国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査（2015年）」より）

図24 保育所等の利用率と待機児童数
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図26 夫婦が理想の子ども数を持たない理由
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自分の仕事 (勤めや家業 )に
差し支えるから
家が狭いから

夫の家事・育児への
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夫が望まないから
一番末の子が夫の定年退職
までに成人してほしいから

子どもがのびのび育つ
社会環境ではないから

自分や夫婦の生活を大切にしたいから
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（複数回答）

対象は予定子ども数が理想子ども数を下回る初婚どうしの夫婦。

（総務省統計局「令和２年国勢調査」より）

図25 15歳未満の子どもの割合
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0～14 歳 15～64 歳 65 歳以上

33.4% 61.2 5.3

23.5 67.4 9.1

14.6 68.1 17.4

11.9 59.5 28.6

２. 待機児童
都市部などでは，保育所等に入所を希望しても入れない，い

わゆる待機児童が問題となっている。特に，産後休業後の０歳
児保育や育児休業後の１歳児保育が不足しており，低年齢の待

機児童が多くなっている。以前に比べ保育所定員は増加し，低

年齢児に対応する保育所も徐々に増えてきてはいるが，まだ待

機児童をなくすところまでには至っていない。

３. 子どもの貧困
厚生労働省の調査によると，2018年の「子どもの貧困率」（17

歳以下）は14.0％となっている。2014年１月には子どもの貧困

対策法が施行され，生活が苦しい家庭の子どもの成長を支えて

いるが，貧しい家庭で育った子どもが将来，自らも貧しくなる

「貧困の連鎖」を断ち切ることが課題となっている。

４. 少子化
日本では，合計特殊出生率の低い状態が続いており，15歳未満
の子どもの総人口に対する割合は，年々下がり続けている。晩

婚化の進行や未婚率の上昇などに加え，子どもを持つことに不

安を持つ人が多いことなども，少子化の原因となっている。

図24

２

３

図25

４

図26

28　隣の子どもが泣いている！? 153

子
ど
も
の
保
育

5

10

15
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１ 育児不安：子育てをする時に，「子育てがうまくいっ
ていない」「まちがった子育てをしているのではないか」
などの不安や恐怖を感じたり，子育てに困難を感じたり
することをいう。親の育児不安は，子どもの心身の成長
や生活に影響を及ぼし，児童虐待につながることもある。

２ 厚生労働省「令和４年国民生活基礎調査」による。

３ 合計特殊出生率：ある年において，15～49歳の一人の
女性が一生の間に生むと想定される子どもの数。
➡p.193　図10

４ 晩婚化の進行や未婚率の上昇：➡p.192

（こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ（令和５年４月１日）」より） （国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査（2021年）」より）
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図26 夫婦が理想の子ども数を持たない理由
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（複数回答）

対象は予定子ども数が理想子ども数を下回る初婚どうしの夫婦。

子育てや教育にお金が
かかりすぎるから

高年齢で生むのはいやだから

健康上の理由から
自分の仕事 (勤めや家業 )に

差し支えるから

家が狭いから

夫の家事・育児への
協力が得られないから

夫が望まないから

末子が夫の定年退職
までに成人してほしいから

子どもがのびのび育つ
環境ではないから

自分や夫婦の生活を大切にしたいから

（%）

ほしいけれどもできないから
これ以上，育児の心理的，

肉体的負担に耐えられないから

（総務省統計局「令和２年国勢調査」より）

図25 15歳未満の子どもの割合
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0～14 歳 15～64 歳 65 歳以上

33.4% 61.2 5.3

23.5 67.4 9.1

14.6 68.1 17.4

11.9 59.5 28.6

２. 待機児童
都市部などでは，保育所等に入所を希望しても入れない，い

わゆる待機児童が問題となっている。特に，産後休業後の０歳
児保育や育児休業後の１歳児保育が不足しており，低年齢の待

機児童が多くなっている。以前に比べ保育所定員は増加し，低

年齢児に対応する保育所も徐々に増えてきてはいるが，まだ待

機児童をなくすところまでには至っていない。

３. 子どもの貧困
厚生労働省の調査によると，2021年の「子どもの貧困率」（17

歳以下）は11.5％となっている。2014年１月には子どもの貧困

対策法が施行され，生活が苦しい家庭の子どもの成長を支えて

いるが，貧しい家庭で育った子どもが将来，自らも貧しくなる

「貧困の連鎖」を断ち切ることが課題となっている。

４. 少子化
日本では，合計特殊出生率の低い状態が続いており，15歳未満

の子どもの総人口に対する割合は，年々下がり続けている。晩

婚化の進行や未婚率の上昇などに加え，子どもを持つことに不

安を持つ人が多いことなども，少子化の原因となっている。
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１ 育児不安：子育てをする時に，「子育てがうまくいっ
ていない」「まちがった子育てをしているのではないか」
などの不安や恐怖を感じたり，子育てに困難を感じたり
することをいう。親の育児不安は，子どもの心身の成長
や生活に影響を及ぼし，児童虐待につながることもある。

２ 厚生労働省「令和４年国民生活基礎調査」による。

３ 合計特殊出生率：ある年において，15～49歳の一人の
女性が一生の間に生むと想定される子どもの数。
➡p.193　図10

４ 晩婚化の進行や未婚率の上昇：➡p.192

（こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ（令和５年４月１日）」より） （国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査（2021年）」より）
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図26 夫婦が理想の子ども数を持たない理由
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（複数回答）

対象は予定子ども数が理想子ども数を下回る初婚どうしの夫婦。

子育てや教育にお金が
かかりすぎるから

高年齢で生むのはいやだから

健康上の理由から
自分の仕事 (勤めや家業 )に

差し支えるから

家が狭いから

夫の家事・育児への
協力が得られないから

夫が望まないから

末子が夫の定年退職
までに成人してほしいから

子どもがのびのび育つ
環境ではないから

自分や夫婦の生活を大切にしたいから

（%）

ほしいけれどもできないから
これ以上，育児の心理的，

肉体的負担に耐えられないから

（総務省統計局「令和２年国勢調査」より）

図25 15歳未満の子どもの割合
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33.4% 61.2 5.3

23.5 67.4 9.1

14.6 68.1 17.4

11.9 59.5 28.6

２. 待機児童
都市部などでは，保育所等に入所を希望しても入れない，い

わゆる待機児童が問題となっている。特に，産後休業後の０歳
児保育や育児休業後の１歳児保育が不足しており，低年齢の待

機児童が多くなっている。以前に比べ保育所定員は増加し，低

年齢児に対応する保育所も徐々に増えてきてはいるが，まだ待

機児童をなくすところまでには至っていない。

３. 子どもの貧困
厚生労働省の調査によると，2021年の「子どもの貧困率」（17

歳以下）は11.5％となっている。2014年１月には子どもの貧困

対策法が施行され，生活が苦しい家庭の子どもの成長を支えて

いるが，貧しい家庭で育った子どもが将来，自らも貧しくなる

「貧困の連鎖」を断ち切ることが課題となっている。

４. 少子化
日本では，合計特殊出生率の低い状態が続いており，15歳未満

の子どもの総人口に対する割合は，年々下がり続けている。晩

婚化の進行や未婚率の上昇などに加え，子どもを持つことに不

安を持つ人が多いことなども，少子化の原因となっている。
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１ 育児不安：子育てをする時に，「子育てがうまくいっ
ていない」「まちがった子育てをしているのではないか」
などの不安や恐怖を感じたり，子育てに困難を感じたり
することをいう。親の育児不安は，子どもの心身の成長
や生活に影響を及ぼし，児童虐待につながることもある。

２ 厚生労働省「令和４年国民生活基礎調査」による。

３ 合計特殊出生率：ある年において，15～49歳の一人の
女性が一生の間に生むと想定される子どもの数。
➡p.193　図10

４ 晩婚化の進行や未婚率の上昇：➡p.192

（こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ（令和５年４月１日）」より） （国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査（2021年）」より）
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図26 夫婦が理想の子ども数を持たない理由
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（複数回答）

対象は予定子ども数が理想子ども数を下回る初婚どうしの夫婦。

子育てや教育にお金が
かかりすぎるから

高年齢で生むのはいやだから

健康上の理由から
自分の仕事 (勤めや家業 )に

差し支えるから

家が狭いから

夫の家事・育児への
協力が得られないから

夫が望まないから

末子が夫の定年退職
までに成人してほしいから

子どもがのびのび育つ
環境ではないから

自分や夫婦の生活を大切にしたいから

（%）

ほしいけれどもできないから
これ以上，育児の心理的，

肉体的負担に耐えられないから

（総務省統計局「令和２年国勢調査」より）

図25 15歳未満の子どもの割合

（年）

（%）0 20 40 60 80 100

2020

2000

1980

1955

0～14 歳 15～64 歳 65 歳以上

33.4% 61.2 5.3

23.5 67.4 9.1

14.6 68.1 17.4

11.9 59.5 28.6

２. 待機児童
都市部などでは，保育所等に入所を希望しても入れない，い

わゆる待機児童が問題となっている。特に，産後休業後の０歳
児保育や育児休業後の１歳児保育が不足しており，低年齢の待

機児童が多くなっている。以前に比べ保育所定員は増加し，低

年齢児に対応する保育所も徐々に増えてきてはいるが，まだ待

機児童をなくすところまでには至っていない。

３. 子どもの貧困
厚生労働省の調査によると，2021年の「子どもの貧困率」（17

歳以下）は11.5％となっている。2014年１月には子どもの貧困

対策法が施行され，生活が苦しい家庭の子どもの成長を支えて

いるが，貧しい家庭で育った子どもが将来，自らも貧しくなる

「貧困の連鎖」を断ち切ることが課題となっている。

４. 少子化
日本では，合計特殊出生率の低い状態が続いており，15歳未満

の子どもの総人口に対する割合は，年々下がり続けている。晩

婚化の進行や未婚率の上昇などに加え，子どもを持つことに不

安を持つ人が多いことなども，少子化の原因となっている。
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３. 子育て支援の充実
妊娠期から子育て期にわたって切れ目のない支援のために，

各市町村には，子育て世代包括支援センターが設置されている。
これまでは，母子保健法に基づく母子保健事業，子ども子育て

支援法に基づく利用者支援事業，児童福祉法に基づく子育て支

援事業など，それぞれの関係機関が分かれて，母子のサポート

を担ってきた。子育て世代包括支援センターは，妊娠期から子

育て期間まで，母子の心身のケアや育児のサポートが継続的に

できるように，関係機関の連絡調整を行う。フィンランドの子

育て支援施設「ネウボラ」を参考にしていることから日本版ネ
ウボラともいわれ，地域において母子やその家族を支える大き

な力になることができる。

子どもを生み育てる経済的な負担の軽減のために，児童手当
や児童扶養手当などの，子育ての費用を社会的に負担する仕組
みも定められている。また，育児休業中に申請することでもら

える育児休業給付金もある。

図28

１

図29

２

３

４

図28 子育て世代包括支援センターのイメージ 図29 自治体による子育て支援の実例
（東京都世田谷区）

２ 児童手当：親の所得が一定内の中学校以下の子どもを
対象とする手当。

１ ネウボラとは，相談やアドバイスの場を意味するフィ
ンランド語。

３ 児童扶養手当：父または母の一方からしか養育を受け
られない一人親家庭などの児童のために，地方自治体か
ら支給される手当。

４ 育児休業給付金：原則満１歳未満（理由により２歳ま
で延長可能）の子を養育するために休業をした雇用保険
被保険者に支給する給付金である。両親の育児休業を取
得しやすくしている。

男性と女性で，育児休業取得率が大きく異な
るのはなぜだろうか。

育児休業取得率（令和３年度）
男性： 13.97％
女性： 85.1％
（厚生労働省「令和３年度雇用均等基本調査」より）

Challenge チャレンジ

考えてみよう

世田谷区では，「子どもを生み育てやすいまち」を目指
し，妊産婦や子育て家庭に寄り添いながら切れ目なく支
援するために「世田谷版ネウボラ」を実施している。

●妊娠期面接

妊娠中のすべての人を対象にした「妊娠期面接」は，保
健師や助産師などの専門職がチームをつくって担当し，
妊娠・出産・育児などの不安や悩み，相談を受けている。
家族やパートナーの相談にも対応し，専門職としての支
援とともに，孤立しない育児を実現するために，地域の
中で行われているさまざまな支援につなぐ役割も担っ
ている。

市町村保健
センター

都道府県
市町村

保健所

医療機関
分
ぶん
娩
べん
施設

子育て
支援機関

こども園
幼稚園
保育所

学校

公民館
児童館

児童
相談所

児童発達支援
センターなど

NPO
ボランティア

連絡
調整

連絡調整

子育て世代包括
支援センター

継続的把握
相談・情報提供・助言
支援プランの策定

（厚生労働省ホームページより。2019年現在）
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❹子育て支援政策とこれからの子育て
わが国では，2015年４月から子ども・子育て支援新制度がス

タートした。これは，2012年８月に制定された子ども・子育て

関連３法に基づく制度のことである。０歳～５歳までのすべて

の子ども・子育て家庭を対象に，幼児教育，保育，地域の子ど

も・子育て支援の質・量の拡充を図っている。

この制度のポイントは，地域の実情に応じて認定こども園や

地域型保育事業ができ，保育の場が増えたこと，子育て支援の

政策プロセスなどに参画・関与することができる仕組みとして，

子ども・子育て会議を設置したことなどがあげられる。また，

2019年10月からは３～５歳児クラスの幼稚園，保育所，認定こ

ども園などの利用料が無償になった。

これからは，社会全体で育児をする体制を整えていく必要が

ある。自分に子どもがいてもいなくても，だれもが子育てに無

責任にならず，それぞれの立場から子どもにかかわっていくこ

とで，子どもも大人も住みやすい世の中を実現していこう。

1994年，カイロで開催された国際人口開発会
議で発表された考え方で，「性と生殖に関する健
康・権利」と訳される。リプロダクティブ・ヘ
ルスとは，思春期以降の男女が，生殖的な面で，
生涯にわたって身体的，精神的，社会的に良好
な状態にあることを示している。また，リプロ
ダクティブ・ライツとは，すべてのカップルや
個人が，望まない妊娠や性感染症から守られる
ための情報や手段を得ることができる権利や，
子どもを生むか生まないか，いつ生むか，何人
生むかなどについて，責任を持って自由に決め
ることができる権利をいう。

世界中の人々が，健康で安全な出産や育児が
できるような環境整備の実現を支援する一方で，
子どもを持たない多様な生き方を受容できる社
会をつくっていくことも重要である。

➡ SDGs　17の目標との関連は？　目標❸❺など

サスティナビリティ SUSTAINABILITY

リプロダクティブヘルス／
ライツ

妊娠期から子育て期の母子の健康を１冊
で管理できる日本の「母子健康手帳」は大
変優れており，子どもの健康を守る上で重
要な役割を果たしているとされている。現
在，約50か国で母子健康手帳が導入されて
おり，その多くの国で日本の母子健康手帳
が参考にされている。

●各国の子どもの死亡率（出生1,000人あたりの死亡数）
新生児死亡率
（2019年）

５歳未満児死亡率
（2019年）

パキスタン 41 67
ナイジェリア 36 117
メキシコ ９ 14
アメリカ ４ ６
イギリス ３ ４
日本 １ ２

グローバル GLOBAL

海を渡る母子健康手帳

ガーナの母子健康手帳
（写真提供：JICA）

（ユニセフ「世界子供白書2021」より）

日本の子どもの死亡率
は，世界各国と比較して
低い。子どもの死亡率が
高い国では，医療従事者
や医療品の不足，清潔な
出産環境など，さまざま
な原因があるとされる。

❶子どもを取り巻く環境や，子育てを支援す
るおもな仕組みや制度がわかりましたか。

❷身近な地域の子育て支援施設について，ど
のようなところがあるか調べてみましょう。

❸新聞やインターネットなどから，日本や世
界の子育て支援に関する記事を探し，興味
のあることをレポートにまとめてみましょう。

生活に生かそう。

学習をふり返ろう！
ひろげよう！

①待機児童問題がなかなか解消されないのはな
ぜだろう。

②保育士が不足している。理由を調べてみよう。

Challenge チャレンジ

調べてみよう・考えてみよう
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❷さまざまな子育て支援

１.妊娠・出産の支援
妊娠がわかったら，市町村に妊娠の届出をし（妊娠届），母

子健康手帳を交付してもらう。胎児や母体の健康を守ることは，
女性だけではなく，男性や社会全体の責任であるという考え方

のもと，さまざまな法律が定められている。母体の健康は母子
保健法で，労働時間短縮や産前産後休業は男女雇用機会均等法
および労働基準法で定められている。また，父親および母親の
育児休業に関しては育児・介護休業法が，子どもの保育につい
ては児童福祉法が制定されている。

２. さまざまな保育の場
家庭で行われる保育のことを，家庭保育という。これに対し

て，幼稚園や保育所などの施設で複数の子どもに行われる保育

を，集団保育という。集団保育は，複数の子どもや保育者との
遊びやかかわりを通して，家庭では得られない多くの貴重な体

験ができ，子どもの心身の発達を促すことにつながる。保護者

は，就労形態やニーズに合わせて，多様な保育施設や事業の中

から選択をして利用することができる。

図27

表２

表３

図27 母子健康手帳

表２ 出産・子育てを支えるおもな法律
●母子保健法
母子健康手帳の交付／妊娠中の
女性と乳幼児の健康診査の実施
／妊娠・出産・育児に関する保
健指導の実施など

●男女雇用機会均等法＊1

保健指導・健康診査の時間の確
保，結婚・出産・産前産後休業
をとったことを理由とする解雇
の禁止など

●労働基準法
産前・産後休業（産前休業６週間〔多胎妊娠の場合は14週
間〕，産後休業８週間），妊婦に対する有害業務の就業制限，
時間外労働，休日労働，深夜業の制限，生後１歳未満の子
どもを育てている女性に１日２回，30分の育児時間を与え
ることなど

●育児・介護休業法＊1

労働者の申し出による育児休業（子どもが１歳に達するま
で。父母ともに取得した場合は１歳２か月まで。一定の場
合＊2は２歳まで），３歳になるまでの短時間勤務制度の義
務化，所定外労働の免除，子ども（小学校就学前）の看護
休暇制度など＊3

●児童福祉法
保育所への入所の手続き，母子家庭への支援，心身障害児
に対する自立支援など
＊1 正式名称は➡ p.200～201　
＊2 保育所に入れない場合など。
＊3  2022年10月からは，子の出生後８週間以内に４週間まで「出生

時育児休業（産後パパ育休）」を育児休業のほかに取得する権
利が保障された。

表３ 幼稚園，認定こども園 , 保育所，地域型保育事業の比較
幼稚園 認定こども園 保育所 地域型保育事業

所管 文部科学省 内閣府，文部科学省，
厚生労働省

厚生労働省 厚生労働省

概要

小学校以降の教育
の基礎をつくるた
めの幼児期の教育
を行う学校

幼稚園と保育所の機能
や特徴をあわせ持ち，地
域の子育て支援も行う
施設

就労などのため家
庭で保育のできな
い保護者に代わっ
て保育する施設

保育所よりも少人数の
単位で，０～２歳の子
どもを保育する事業

対象児 ３歳から就学前の
幼児

０歳から就学前の乳幼
児

０歳から就学前の
乳幼児

０歳から２歳までの乳
幼児

受け入
れ条件

特に条件はなし ２歳までは保護者が就
労しているなどの保育
を必要とする事由が必
要。３歳以上は特になし

保護者が就労して
いるなどの保育を
必要とする事由が
必要

保護者が就労している
などの保育を必要とす
る事由が必要

利用
時間

昼過ぎ頃まで。園に
より預かり保育な
どを実施

昼過ぎ頃まで，または夕
方まで。園によって延長
保育を実施

夕方までの保育の
ほか，園により延長
保育を実施

夕方までの保育のほ
か，園により延長保育
を実施

保育者
幼稚園教諭 幼稚園教諭，

保育士，保育教諭
保育士 保育士，市町村が行う

研修を修了した者など

母子健康手帳には，妊娠や出産の経過や子
どもの健康状態，発達，予防接種などを記
録する。

最近では，母子健康手帳の記録をデジタル
化してスマートフォンなどで管理できるア
プリも普及してきている。
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❷さまざまな子育て支援

１.妊娠・出産の支援
妊娠がわかったら，市町村に妊娠の届出をし（妊娠届），母
子健康手帳を交付してもらう。胎児や母体の健康を守ることは，
女性だけではなく，男性や社会全体の責任であるという考え方

のもと，さまざまな法律が定められている。母体の健康は母子
保健法で，労働時間短縮や産前産後休業は男女雇用機会均等法
および労働基準法で定められている。また，父親および母親の
育児休業に関しては育児・介護休業法が，子どもの保育につい
ては児童福祉法が制定されている。

２. さまざまな保育の場
家庭で行われる保育のことを，家庭保育という。これに対し
て，幼稚園や保育所などの施設で複数の子どもに行われる保育

を，集団保育という。集団保育は，複数の子どもや保育者との
遊びやかかわりを通して，家庭では得られない多くの貴重な体

験ができ，子どもの心身の発達を促すことにつながる。保護者

は，就労形態やニーズに合わせて，多様な保育施設や事業の中

から選択をして利用することができる。

図27

表２

表３

図27 母子健康手帳

表２ 出産・子育てを支えるおもな法律
●母子保健法
母子健康手帳の交付／妊娠中の
女性と乳幼児の健康診査の実施
／妊娠・出産・育児に関する保
健指導の実施など

●男女雇用機会均等法＊1

保健指導・健康診査の時間の確
保，結婚・出産・産前産後休業
をとったことを理由とする解雇
の禁止など

●労働基準法
産前・産後休業（産前休業６週間〔多胎妊娠の場合は14週
間〕，産後休業８週間），妊婦に対する有害業務の就業制限，
時間外労働，休日労働，深夜業の制限，生後１歳未満の子
どもを育てている女性に１日２回，30分の育児時間を与え
ることなど

●育児・介護休業法＊1

労働者の申し出による育児休業（子どもが１歳に達するま
で。父母ともに取得した場合は１歳２か月まで。一定の場
合＊2は２歳まで），３歳になるまでの短時間勤務制度の義
務化，所定外労働の免除，子ども（小学校就学前）の看護
休暇制度など＊3

●児童福祉法
保育所への入所の手続き，母子家庭への支援，心身障害児
に対する自立支援など
＊1 正式名称は➡ p.200～201　
＊2 保育所に入れない場合など。
＊3  2022年10月からは，子の出生後８週間以内に４週間まで「出生

時育児休業（産後パパ育休）」を育児休業のほかに取得する権
利が保障された。

表３ 幼稚園，認定こども園 , 保育所，地域型保育事業の比較
幼稚園 認定こども園 保育所 地域型保育事業

所管
文部科学省 こども家庭庁

文部科学省
こども家庭庁 こども家庭庁

概要

小学校以降の教育
の基礎をつくるた
めの幼児期の教育
を行う学校

幼稚園と保育所の機能
や特徴をあわせ持ち，地
域の子育て支援も行う
施設

就労などのため家
庭で保育のできな
い保護者に代わっ
て保育する施設

保育所よりも少人数の
単位で，０～２歳の子
どもを保育する事業

対象児 ３歳から就学前の
幼児

０歳から就学前の乳幼
児

０歳から就学前の
乳幼児

０歳から２歳までの乳
幼児

受け入
れ条件

特に条件はなし ２歳までは保護者が就
労しているなどの保育
を必要とする事由が必
要。３歳以上は特になし

保護者が就労して
いるなどの保育を
必要とする事由が
必要

保護者が就労している
などの保育を必要とす
る事由が必要

利用
時間

昼過ぎ頃まで。園に
より預かり保育な
どを実施

昼過ぎ頃まで，または夕
方まで。園によって延長
保育を実施

夕方までの保育の
ほか，園により延長
保育を実施

夕方までの保育のほ
か，園により延長保育
を実施

保育者
幼稚園教諭 幼稚園教諭，

保育士，保育教諭
保育士 保育士，市町村が行う

研修を修了した者など

母子健康手帳には，妊娠や出産の経過や子
どもの健康状態，発達，予防接種などを記
録する。

最近では，母子健康手帳の記録をデジタル
化してスマートフォンなどで管理できるア
プリも普及してきている。
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３. 子育て支援の充実
妊娠期から子育て期にわたって切れ目のない支援のために，

各市町村には，子育て世代包括支援センターが設置されている。
これまでは，母子保健法に基づく母子保健事業，子ども子育て

支援法に基づく利用者支援事業，児童福祉法に基づく子育て支

援事業など，それぞれの関係機関が分かれて，母子のサポート

を担ってきた。子育て世代包括支援センターは，妊娠期から子

育て期間まで，母子の心身のケアや育児のサポートが継続的に

できるように，関係機関の連絡調整を行う。フィンランドの子

育て支援施設「ネウボラ」を参考にしていることから日本版ネ
ウボラともいわれ，地域において母子やその家族を支える大き

な力になることができる。

子どもを生み育てる経済的な負担の軽減のために，児童手当
や児童扶養手当などの，子育ての費用を社会的に負担する仕組
みも定められている。また，育児休業中に申請することでもら

える育児休業給付金もある。

図28

１

図29

２

３

４

図28 子育て世代包括支援センターのイメージ 図29 自治体による子育て支援の実例
（東京都世田谷区）

２ 児童手当：親の所得が一定内の中学校以下の子どもを
対象とする手当。

１ ネウボラとは，相談やアドバイスの場を意味するフィ
ンランド語。

３ 児童扶養手当：父または母の一方からしか養育を受け
られない一人親家庭などの児童のために，地方自治体か
ら支給される手当。

４ 育児休業給付金：原則満１歳未満（理由により２歳ま
で延長可能）の子を養育するために休業をした雇用保険
被保険者に支給する給付金である。両親の育児休業を取
得しやすくしている。

男性と女性で，育児休業取得率が大きく異な
るのはなぜだろうか。

育児休業取得率（令和４年度）
男性： 17.13％
女性： 80.2％
（厚生労働省「令和４年度雇用均等基本調査」より）

Challenge チャレンジ

考えてみよう

世田谷区では，「子どもを生み育てやすいまち」を目指
し，妊産婦や子育て家庭に寄り添いながら切れ目なく支
援するために「世田谷版ネウボラ」を実施している。

●妊娠期面接

妊娠中のすべての人を対象にした「妊娠期面接」は，保
健師や助産師などの専門職がチームをつくって担当し，
妊娠・出産・育児などの不安や悩み，相談を受けている。
家族やパートナーの相談にも対応し，専門職としての支
援とともに，孤立しない育児を実現するために，地域の
中で行われているさまざまな支援につなぐ役割も担っ
ている。

市町村保健
センター

都道府県
市町村

保健所

医療機関
分
ぶん
娩
べん
施設

子育て
支援機関

こども園
幼稚園
保育所

学校

公民館
児童館

児童
相談所

児童発達支援
センターなど

NPO
ボランティア

連絡
調整

連絡調整

子育て世代包括
支援センター

継続的把握
相談・情報提供・助言
支援プランの策定

（厚生労働省ホームページより。2019年現在）
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❹子育て支援政策とこれからの子育て

わが国では，2015年４月から子ども・子育て支援新制度がス
タートした。この制度は，2012年８月に制定された子ども・子

育て関連３法に基づくもので，０歳～５歳までのすべての子ど

も・子育て家庭を対象に，幼児教育，保育，地域の子ども・子

育て支援の質・量の拡充を図っている。また，2019年10月から

は３～５歳児クラスの幼稚園，保育所，認定こども園などの利

用料が無償になった。さらに，2023年４月には「こどもまんな

か社会」の実現に向け，国の子ども政策の司令塔となるこども
家庭庁が発足し，子ども施策の基本理念や規定などを定めたこ
ども基本法が施行された。すべての子どもが将来にわたり幸福
な生活を送ることができる社会の実現を目指している。

今後も，社会全体で子育てをする体制をさらに整えていく必

要がある。自分に子どもがいてもいなくても，だれもが子育て

に無責任にならず，それぞれの立場から子どもにかかわってい

くことで，子どもも大人も住みやすい世の中を実現していこう。

５

1994年，カイロで開催された国際人口開発会
議で発表された考え方で，「性と生殖に関する健
康・権利」と訳される。リプロダクティブ・ヘ
ルスとは，思春期以降の男女が，生殖的な面で，
生涯にわたって身体的，精神的，社会的に良好
な状態にあることを示している。また，リプロ
ダクティブ・ライツとは，すべてのカップルや
個人が，望まない妊娠や性感染症から守られる
ための情報や手段を得ることができる権利や，
子どもを生むか生まないか，いつ生むか，何人
生むかなどについて，責任を持って自由に決め
ることができる権利をいう。

世界中の人々が，健康で安全な出産や育児が
できるような環境整備の実現を支援する一方で，
子どもを持たない多様な生き方を受容できる社
会をつくっていくことも重要である。

➡ SDGs　17の目標との関連は？　目標❸❺など

サスティナビリティ SUSTAINABILITY

リプロダクティブヘルス／
ライツ

妊娠期から子育て期の母子の健康を１冊
で管理できる日本の「母子健康手帳」は大
変優れており，子どもの健康を守る上で重
要な役割を果たしているとされている。現
在，約50か国で母子健康手帳が導入されて
おり，その多くの国で日本の母子健康手帳
が参考にされている。

●各国の子どもの死亡率（出生1,000人あたりの死亡数）
新生児死亡率
（2021年）

５歳未満児死亡率
（2021年）

パキスタン 39 63
ナイジェリア 35 111
メキシコ ８ 13
アメリカ ３ ６
イギリス ３ ４
日本 １ ２

グローバル GLOBAL

海を渡る母子健康手帳

ガーナの母子健康手帳
（写真提供：JICA）

（ユニセフ「世界子供白書2023」より）

日本の子どもの死亡率
は，世界各国と比較して
低い。子どもの死亡率が
高い国では，医療従事者
や医療品の不足，清潔な
出産環境など，さまざま
な原因があるとされる。

❶子どもを取り巻く環境や，子育てを支援す
るおもな仕組みや制度がわかりましたか。

❷身近な地域の子育て支援施設について，ど
のようなところがあるか調べてみましょう。

❸新聞やインターネットなどから，日本や世
界の子育て支援に関する記事を探し，興味
のあることをレポートにまとめてみましょう。

生活に生かそう。

学習をふり返ろう！
ひろげよう！

①待機児童問題がなかなか解消されないのはな
ぜだろう。

②保育士が不足している。理由を調べてみよう。

Challenge チャレンジ

調べてみよう・考えてみよう

５ 常に子どもの最善の利益を第一に考え，子どもに関す
る取り組み・政策を社会の真ん中に据えること。

28　隣の子どもが泣いている！? 157

子
ど
も
の
保
育

5

10

15
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❹子育て支援政策とこれからの子育て
わが国では，2015年４月から子ども・子育て支援新制度がス

タートした。これは，2012年８月に制定された子ども・子育て

関連３法に基づく制度のことである。０歳～５歳までのすべて

の子ども・子育て家庭を対象に，幼児教育，保育，地域の子ど

も・子育て支援の質・量の拡充を図っている。

この制度のポイントは，地域の実情に応じて認定こども園や

地域型保育事業ができ，保育の場が増えたこと，子育て支援の

政策プロセスなどに参画・関与することができる仕組みとして，

子ども・子育て会議を設置したことなどがあげられる。また，

2019年10月からは３～５歳児クラスの幼稚園，保育所，認定こ

ども園などの利用料が無償になった。

これからは，社会全体で育児をする体制を整えていく必要が

ある。自分に子どもがいてもいなくても，だれもが子育てに無

責任にならず，それぞれの立場から子どもにかかわっていくこ

とで，子どもも大人も住みやすい世の中を実現していこう。

1994年，カイロで開催された国際人口開発会
議で発表された考え方で，「性と生殖に関する健
康・権利」と訳される。リプロダクティブ・ヘ
ルスとは，思春期以降の男女が，生殖的な面で，
生涯にわたって身体的，精神的，社会的に良好
な状態にあることを示している。また，リプロ
ダクティブ・ライツとは，すべてのカップルや
個人が，望まない妊娠や性感染症から守られる
ための情報や手段を得ることができる権利や，
子どもを生むか生まないか，いつ生むか，何人
生むかなどについて，責任を持って自由に決め
ることができる権利をいう。

世界中の人々が，健康で安全な出産や育児が
できるような環境整備の実現を支援する一方で，
子どもを持たない多様な生き方を受容できる社
会をつくっていくことも重要である。

➡ SDGs　17の目標との関連は？　目標❸❺など

サスティナビリティ SUSTAINABILITY

リプロダクティブヘルス／
ライツ

妊娠期から子育て期の母子の健康を１冊
で管理できる日本の「母子健康手帳」は大
変優れており，子どもの健康を守る上で重
要な役割を果たしているとされている。現
在，約50か国で母子健康手帳が導入されて
おり，その多くの国で日本の母子健康手帳
が参考にされている。

●各国の子どもの死亡率（出生1,000人あたりの死亡数）
新生児死亡率
（2019年）

５歳未満児死亡率
（2019年）

パキスタン 41 67
ナイジェリア 36 117
メキシコ ９ 14
アメリカ ４ ６
イギリス ３ ４
日本 １ ２

グローバル GLOBAL

海を渡る母子健康手帳

ガーナの母子健康手帳
（写真提供：JICA）

（ユニセフ「世界子供白書2021」より）

日本の子どもの死亡率
は，世界各国と比較して
低い。子どもの死亡率が
高い国では，医療従事者
や医療品の不足，清潔な
出産環境など，さまざま
な原因があるとされる。

❶子どもを取り巻く環境や，子育てを支援す
るおもな仕組みや制度がわかりましたか。

❷身近な地域の子育て支援施設について，ど
のようなところがあるか調べてみましょう。

❸新聞やインターネットなどから，日本や世
界の子育て支援に関する記事を探し，興味
のあることをレポートにまとめてみましょう。

生活に生かそう。

学習をふり返ろう！
ひろげよう！

①待機児童問題がなかなか解消されないのはな
ぜだろう。

②保育士が不足している。理由を調べてみよう。

Challenge チャレンジ

調べてみよう・考えてみよう
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❹子育て支援政策とこれからの子育て
わが国では，2015年４月から子ども・子育て支援新制度がス

タートした。この制度は，2012年８月に制定された子ども・子

育て関連３法に基づくもので，０歳～５歳までのすべての子ど

も・子育て家庭を対象に，幼児教育，保育，地域の子ども・子

育て支援の質・量の拡充を図っている。また，2019年10月から

は３～５歳児クラスの幼稚園，保育所，認定こども園などの利

用料が無償になった。さらに，2023年４月には「こどもまんな

か社会」の実現に向け，国の子ども政策の司令塔となるこども
家庭庁が発足し，子ども施策の基本理念や規定などを定めたこ
ども基本法が施行された。すべての子どもが将来にわたり幸福
な生活を送ることができる社会の実現を目指している。

今後も，社会全体で子育てをする体制をさらに整えていく必

要がある。自分に子どもがいてもいなくても，だれもが子育て

に無責任にならず，それぞれの立場から子どもにかかわってい

くことで，子どもも大人も住みやすい世の中を実現していこう。

５

1994年，カイロで開催された国際人口開発会
議で発表された考え方で，「性と生殖に関する健
康・権利」と訳される。リプロダクティブ・ヘ
ルスとは，思春期以降の男女が，生殖的な面で，
生涯にわたって身体的，精神的，社会的に良好
な状態にあることを示している。また，リプロ
ダクティブ・ライツとは，すべてのカップルや
個人が，望まない妊娠や性感染症から守られる
ための情報や手段を得ることができる権利や，
子どもを生むか生まないか，いつ生むか，何人
生むかなどについて，責任を持って自由に決め
ることができる権利をいう。

世界中の人々が，健康で安全な出産や育児が
できるような環境整備の実現を支援する一方で，
子どもを持たない多様な生き方を受容できる社
会をつくっていくことも重要である。

➡ SDGs　17の目標との関連は？　目標❸❺など

サスティナビリティ SUSTAINABILITY

リプロダクティブヘルス／
ライツ

妊娠期から子育て期の母子の健康を１冊
で管理できる日本の「母子健康手帳」は大
変優れており，子どもの健康を守る上で重
要な役割を果たしているとされている。現
在，約50か国で母子健康手帳が導入されて
おり，その多くの国で日本の母子健康手帳
が参考にされている。

●各国の子どもの死亡率（出生1,000人あたりの死亡数）
新生児死亡率
（2021年）

５歳未満児死亡率
（2021年）

パキスタン 39 63
ナイジェリア 35 111
メキシコ ８ 13
アメリカ ３ ６
イギリス ３ ４
日本 １ ２

グローバル GLOBAL

海を渡る母子健康手帳

ガーナの母子健康手帳
（写真提供：JICA）

（ユニセフ「世界子供白書2023」より）

日本の子どもの死亡率
は，世界各国と比較して
低い。子どもの死亡率が
高い国では，医療従事者
や医療品の不足，清潔な
出産環境など，さまざま
な原因があるとされる。

❶子どもを取り巻く環境や，子育てを支援す
るおもな仕組みや制度がわかりましたか。

❷身近な地域の子育て支援施設について，ど
のようなところがあるか調べてみましょう。

❸新聞やインターネットなどから，日本や世
界の子育て支援に関する記事を探し，興味
のあることをレポートにまとめてみましょう。

生活に生かそう。

学習をふり返ろう！
ひろげよう！

①待機児童問題がなかなか解消されないのはな
ぜだろう。

②保育士が不足している。理由を調べてみよう。

Challenge チャレンジ

調べてみよう・考えてみよう

５ 常に子どもの最善の利益を第一に考え，子どもに関す
る取り組み・政策を社会の真ん中に据えること。
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❹子育て支援政策とこれからの子育て
わが国では，2015年４月から子ども・子育て支援新制度がス

タートした。この制度は，2012年８月に制定された子ども・子

育て関連３法に基づくもので，０歳～５歳までのすべての子ど

も・子育て家庭を対象に，幼児教育，保育，地域の子ども・子

育て支援の質・量の拡充を図っている。また，2019年10月から

は３～５歳児クラスの幼稚園，保育所，認定こども園などの利

用料が無償になった。さらに，2023年４月には「こどもまんな

か社会」の実現に向け，国の子ども政策の司令塔となるこども
家庭庁が発足し，子ども施策の基本理念や規定などを定めたこ
ども基本法が施行された。すべての子どもが将来にわたり幸福
な生活を送ることができる社会の実現を目指している。

今後も，社会全体で子育てをする体制をさらに整えていく必

要がある。自分に子どもがいてもいなくても，だれもが子育て

に無責任にならず，それぞれの立場から子どもにかかわってい

くことで，子どもも大人も住みやすい世の中を実現していこう。

５

1994年，カイロで開催された国際人口開発会
議で発表された考え方で，「性と生殖に関する健
康・権利」と訳される。リプロダクティブ・ヘ
ルスとは，思春期以降の男女が，生殖的な面で，
生涯にわたって身体的，精神的，社会的に良好
な状態にあることを示している。また，リプロ
ダクティブ・ライツとは，すべてのカップルや
個人が，望まない妊娠や性感染症から守られる
ための情報や手段を得ることができる権利や，
子どもを生むか生まないか，いつ生むか，何人
生むかなどについて，責任を持って自由に決め
ることができる権利をいう。

世界中の人々が，健康で安全な出産や育児が
できるような環境整備の実現を支援する一方で，
子どもを持たない多様な生き方を受容できる社
会をつくっていくことも重要である。

➡ SDGs　17の目標との関連は？　目標❸❺など

サスティナビリティ SUSTAINABILITY

リプロダクティブヘルス／
ライツ

妊娠期から子育て期の母子の健康を１冊
で管理できる日本の「母子健康手帳」は大
変優れており，子どもの健康を守る上で重
要な役割を果たしているとされている。現
在，約50か国で母子健康手帳が導入されて
おり，その多くの国で日本の母子健康手帳
が参考にされている。

●各国の子どもの死亡率（出生1,000人あたりの死亡数）
新生児死亡率
（2021年）

５歳未満児死亡率
（2021年）

パキスタン 39 63
ナイジェリア 35 111
メキシコ ８ 13
アメリカ ３ ６
イギリス ３ ４
日本 １ ２

グローバル GLOBAL

海を渡る母子健康手帳

ガーナの母子健康手帳
（写真提供：JICA）

（ユニセフ「世界子供白書2023」より）

日本の子どもの死亡率
は，世界各国と比較して
低い。子どもの死亡率が
高い国では，医療従事者
や医療品の不足，清潔な
出産環境など，さまざま
な原因があるとされる。

❶子どもを取り巻く環境や，子育てを支援す
るおもな仕組みや制度がわかりましたか。

❷身近な地域の子育て支援施設について，ど
のようなところがあるか調べてみましょう。

❸新聞やインターネットなどから，日本や世
界の子育て支援に関する記事を探し，興味
のあることをレポートにまとめてみましょう。

生活に生かそう。

学習をふり返ろう！
ひろげよう！

①待機児童問題がなかなか解消されないのはな
ぜだろう。

②保育士が不足している。理由を調べてみよう。

Challenge チャレンジ

調べてみよう・考えてみよう

５ 常に子どもの最善の利益を第一に考え，子どもに関す
る取り組み・政策を社会の真ん中に据えること。
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❶人生における高齢期

人の一生を生涯発達という視点から見ると，高齢期は人生の
集大成，円熟期であるといえる。かつては平均寿命が今よりも
はるかに短く，一生の中の高齢期は短かった。しかし，医療の

進歩，公衆衛生・栄養状態の向上などにより，平均寿命が延び，

長い高齢期を過ごす時代がやってきた。

私たちは，高齢化した社会を支える一人であり，約50年後には，

高校生も高齢者と呼ばれる年齢になる。高齢者の心身の特徴や

生活課題，高齢者とその家族を支える社会制度などについて学

習することは，高齢者に対する理解を深めるだけでなく，私た

ち自身をも成長させてくれるだろう。

１

２

「理想の高齢者像」「理想の高齢期」って，どんな感じ？　どこで，だれ
と，どんな風に暮らしていたい？　容姿は？　経済力は？　その理想を実
現するために，どんな課題に取り組んでいけばよいのだろう？

考えよう!　話し合おう!
❶あなたは「高齢者」に対してどんなイメージを持っ
ている？
❷あなたは何を基準に「高齢者」と「高齢者でない人」
を分ける？

6章 高齢期の生活

高齢期を理解する

髪
染めようかな？

おばあちゃん
席どうぞ

って
まさか…

あ…
ありがとね……

まだ55歳
なんだけど……

はい
どうぞ

おばあちゃん？

私かー ー！！

あー最近
急に白髪が
増えたなー

え！？
どこ？

【ミホ・55歳】
フリーアナウンサーとして働くミホ。
最近は，ナレーションやラジオの仕事
が増え，忙しく働いています。
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日本の平均寿命の変化と国際比較

※平均寿命の諸外国との比較は，国により作成基礎期間が異なるので厳密な比較は困難である。
上記の平均寿命は厚生労働省「令和３年簡易生命表」による。作成基礎期間は2020～2021年。
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182.97 歳　香港

81.60 歳　スイス

81.59 歳　ノルウェー 

81.47 歳　日本

81.21 歳　スウェーデン

87.67 歳 香港

87.57 歳 日本

86.50 歳 韓国

85.90 歳 シンガポール

85.83 歳 スペイン

男 女

●日本の平均寿命の変化

●平均寿命の国際比較（上位国）

1955年（※沖縄県を除く） 2021年

女 女男 男

63.60歳 67.75歳 81.47歳 87.57歳
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図

❷高齢期の心身の特徴
年齢を重ねることにより，体のさまざまな機能が低下してい

く。その過程を加齢（エイジング），または老化という。
一般的に，高齢期になると，新しいことを覚えたり，新しい

場面へ適応したりする能力（流動性知能）が低下し，物忘れな
どが起こる。しかし，過去の知識や経験の積み重ねによる総合

的な判断能力（結晶性知能）に補われ，生活に大きな支障が出
るわけではない。老化は遺伝や生活環境，生活習慣などにより

個人差が大きく，進み方も人それぞれである。若い頃からの運
動や食事の習慣などにより，老化を遅らせることもできる。

❸高齢期の健康
高齢者の多くは，自分の健康状態を悪くないと感じている。

健康上の問題による日常生活への影響がない期間のことを健康
寿命という。日本の健康寿命は，男女ともに世界でも最高水準
であるが，平均寿命との差は約10年前後ある。高齢者の病気の

おもな特徴は，治療に時間がかかる場合が多いことである。免

疫力や抵抗力の低下により感染症にかかりやすいこと，薬の副

作用が出やすいことなどもあげられる。また，治療が長期化す

ると，身体を動かすことが減り，筋肉量が落ちて寝たきりにな

ったり，精神的に落ち込んだり，意欲が低下したりすることが

ある。これを廃用性症候群という。

図１

３

図２

４

１ 生涯発達：人間の発達は成人になると止まるわけでは
なく，生まれてから死ぬまでの間，身体的，精神的に変
化し続けるという考え方。➡p.184

３ 内閣府「令和３年度高齢者の日常生活・地域社会への
参加に関する調査結果」による。

２ 高齢者の年齢の明確な基準はないが，WHO（世界保
健機関）では65歳以上を高齢者としている。65～74歳ま
でを前期高齢者，75歳以上を後期高齢者と呼ぶこともある。

（内閣府「令和４年版高齢社会白書」より。健康寿命は３年に一度公表される。）

図２ 平均寿命と健康寿命の差

平均寿命と健康寿命の差の期間には，介護など何らかの支援が必要になる。

高齢者に対する年齢による偏見
や差別を，エイジズムという。
「高齢者は弱い」「高齢者は気難しい」
などと，高齢者全体を画一的に捉える
こともエイジズムの一つである。

Column   コラム

エイジズムとは？

図１ 老化の例

●白髪や，肌のシミ，しわの増加
●腰が曲がる，背が縮む，
●視力の低下，視野がせまくなる
●聴力の低下
●筋力・関節などの柔軟性の低下
●飲み込む力の低下
●骨の密度の低下　●体力の低下
●抵抗力・回復力の低下
●注意力や集中力の低下
●瞬間的な判断力の低下
●暑さを感じにくくなる
●記憶力の低下，物忘れが起こる

老化による能力の低下は急激に起こるわけではないも
のも多い。高齢者によっては自分の能力の低下に気づい
ておらず，事故を起こして初めて気づく場合もある。

  「おばあちゃんには
無理！」とか，
決めつけないで～。

よい，
まあよい

普通

よくない，
あまりよくない

33.1%

40.3%

26.2%
現在の
健康状態
（%）

不明・無回答
0.3%

（年） （年）
0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

平均寿命 81.41

健康寿命
8.73年

72.68

男 性

平均寿命 87.45

健康寿命 75.38

女 性

12.06年

※調査対象：全国の60歳以上の男女

４ 身体を動かすための組織や器官（骨・筋肉・関節など）
の機能が低下し，立ったり座ったり，歩いたりできなく
なる状態をロコモティブシンドローム（ロコモ）という。
また，加齢により心身が老い衰えた状態をフレイル（虚
弱）という。フレイルは健康な状態と介護状態の中間的
な状態で，早めの対策で改善できる。
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❶人生における高齢期

人の一生を生涯発達という視点から見ると，高齢期は人生の
集大成，円熟期であるといえる。かつては平均寿命が今よりも
はるかに短く，一生の中の高齢期は短かった。しかし，医療の

進歩，公衆衛生・栄養状態の向上などにより，平均寿命が延び，

長い高齢期を過ごす時代がやってきた。

私たちは，高齢化した社会を支える一人であり，約50年後には，

高校生も高齢者と呼ばれる年齢になる。高齢者の心身の特徴や

生活課題，高齢者とその家族を支える社会制度などについて学

習することは，高齢者に対する理解を深めるだけでなく，私た

ち自身をも成長させてくれるだろう。

１

２

「理想の高齢者像」「理想の高齢期」って，どんな感じ？　どこで，だれ
と，どんな風に暮らしていたい？　容姿は？　経済力は？　その理想を実
現するために，どんな課題に取り組んでいけばよいのだろう？

考えよう!　話し合おう!
❶あなたは「高齢者」に対してどんなイメージを持っ
ている？
❷あなたは何を基準に「高齢者」と「高齢者でない人」
を分ける？

6章 高齢期の生活

高齢期を理解する

髪
染めようかな？

おばあちゃん
席どうぞ

って
まさか…

あ…
ありがとね……

まだ55歳
なんだけど……

はい
どうぞ

おばあちゃん？

私かー ー！！

あー最近
急に白髪が
増えたなー

え！？
どこ？

【ミホ・55歳】
フリーアナウンサーとして働くミホ。
最近は，ナレーションやラジオの仕事
が増え，忙しく働いています。

私が高齢者？！29

グローバル GLOBAL

日本の平均寿命の変化と国際比較

※平均寿命の諸外国との比較は，国により作成基礎期間が異なるので厳密な比較は困難である。
上記の平均寿命は厚生労働省「令和４年簡易生命表」による。作成基礎期間は2019～2022年。
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181.60 歳　スイス

81.34 歳　スウェーデン

81.30 歳　オーストラリア 

81.27 歳　香港

81.05 歳　日本

87.16 歳　香港

87.09 歳　日本

86.60 歳　韓国

85.83 歳　スペイン

85.41 歳　オーストラリア

男 女

●日本の平均寿命の変化

●平均寿命の国際比較（上位国）

1955年（※沖縄県を除く） 2022年

女 女男 男

63.60歳 67.75歳 81.05歳 87.09歳
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❷高齢期の心身の特徴
年齢を重ねることにより，体のさまざまな機能が低下してい

く。その過程を加齢（エイジング），または老化という。
一般的に，高齢期になると，新しいことを覚えたり，新しい

場面へ適応したりする能力（流動性知能）が低下し，物忘れな
どが起こる。しかし，過去の知識や経験の積み重ねによる総合

的な判断能力（結晶性知能）に補われ，生活に大きな支障が出
るわけではない。老化は遺伝や生活環境，生活習慣などにより

個人差が大きく，進み方も人それぞれである。若い頃からの運
動や食事の習慣などにより，老化を遅らせることもできる。

❸高齢期の健康
高齢者の多くは，自分の健康状態を悪くないと感じている。

健康上の問題による日常生活への影響がない期間のことを健康
寿命という。日本の健康寿命は，男女ともに世界でも最高水準
であるが，平均寿命との差は約10年前後ある。高齢者の病気の

おもな特徴は，治療に時間がかかる場合が多いことである。免

疫力や抵抗力の低下により感染症にかかりやすいこと，薬の副

作用が出やすいことなどもあげられる。また，治療が長期化す

ると，身体を動かすことが減り，筋肉量が落ちて寝たきりにな

ったり，精神的に落ち込んだり，意欲が低下したりすることが

ある。これを廃用性症候群という。

図１

３

図２

４

１ 生涯発達：人間の発達は成人になると止まるわけでは
なく，生まれてから死ぬまでの間，身体的，精神的に変
化し続けるという考え方。➡p.184

３ 内閣府「令和４年高齢者の健康に関する調査結果」に
よる。

２ 高齢者の年齢の明確な基準はないが，WHO（世界保
健機関）では65歳以上を高齢者としている。65～74歳ま
でを前期高齢者，75歳以上を後期高齢者と呼ぶこともある。

（内閣府「令和４年版高齢社会白書」より。健康寿命は３年に一度公表される。）

図２ 平均寿命と健康寿命の差

平均寿命と健康寿命の差の期間には，介護など何らかの支援が必要になる。

高齢者に対する年齢による偏見
や差別を，エイジズムという。
「高齢者は弱い」「高齢者は気難しい」
などと，高齢者全体を画一的に捉える
こともエイジズムの一つである。

Column   コラム

エイジズムとは？

図１ 老化の例

●白髪や，肌のシミ，しわの増加
●腰が曲がる，背が縮む，
●視力の低下，視野がせまくなる
●聴力の低下
●筋力・関節などの柔軟性の低下
●飲み込む力の低下
●骨の密度の低下　●体力の低下
●抵抗力・回復力の低下
●注意力や集中力の低下
●瞬間的な判断力の低下
●暑さを感じにくくなる
●記憶力の低下，物忘れが起こる

老化による能力の低下は急激に起こるわけではないも
のも多い。高齢者によっては自分の能力の低下に気づい
ておらず，事故を起こして初めて気づく場合もある。

  「おばあちゃんには
無理！」とか，
決めつけないで～。

よい，
まあよい

普通

よくない，
あまりよくない

30.9%

41.7%

24.6%
現在の
健康状態
（%）

不明・無回答
2.7%

（年） （年）
0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

平均寿命 81.41

健康寿命
8.73年

72.68

男 性

平均寿命 87.45

健康寿命 75.38

女 性

12.07年

※調査対象：全国の65歳以上の男女

４ 身体を動かすための組織や器官（骨・筋肉・関節など）
の機能が低下し，立ったり座ったり，歩いたりできなく
なる状態をロコモティブシンドローム（ロコモ）という。
また，加齢により心身が老い衰えた状態をフレイル（虚
弱）という。フレイルは健康な状態と介護状態の中間的
な状態で，早めの対策で改善できる。
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注 1

❹高齢化と高齢者の暮らし

日本の総人口は，2021年10月１日現在，１億2,550万人である。

そのうち65歳以上人口は3,621万人で，総人口に占める割合（高
齢化率）は28.9％である。つまり，約３人に１人は65歳以上と
いう時代が間近にやってきている。

全世帯のうち，高齢者のいる世帯は約５割を占める。その中

で，三世代世帯は減少しており，夫婦のみの世帯や一人暮らし

世帯が増えている。こうしたなか，高齢者の孤立（社会的孤
立）が問題となっている。

❺高齢者の生きがい

生きがいとは，人生に意味・価値を感じることができる，生

きる上での「張り合い」と解釈されることが多い。高齢者の生

活に関する調査によると，日々の生活に満足している，生きが

いを感じていると答えた人の割合は７割以上であった。

近年は「アクティブシニア」と呼ばれる活動的な高齢者も増

えている。定年年齢が上がるなか，何歳頃まで収入を伴う仕事

１

２

図３

３

（内閣府「令和３年版高齢社会白書」より）

（内閣府「令和３年版高齢社会白書」「平成29年高齢者の健康に関する調査」より）

図３ 高齢者のいる世帯数，構成割合
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24.0

34.4

49.4%

全世帯に占める
65歳以上の者が
いる世帯の割合

（%）

単独世帯
夫婦のみの世帯
親と未婚の子のみの世帯
三世代世帯
その他の世帯

（年）

図４ 何歳頃まで収入を伴う仕事をしたいか

１ 内閣府「令和４年版高齢社会白書」より。

２ 高齢化率：65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割
合のこと。高齢化率が７％以上になると高齢化社会，14
％以上になると高齢社会，21％以上になると超高齢社会
という。

３ 生きがいを感じている高齢者が多い一方で，定年によ
る仕事の喪失，子育てからの解放による役割の喪失，親
族や配偶者の死などのさまざまな喪失体験によって，生
きる意味や価値が感じられない高齢者もいる。

（内閣府「令和２年度　第９回高齢者の生活と意識に関する国際比
較調査」「令和３年度高齢者の日常生活・地域社会への参加に関す

る調査結果」より）

※調査対象：全国の60歳以上の仕事をしている男女

●働く理由は？

生活の
総合満足度
（%）

現在の
生きがいを
感じる度合い

（%）

その他
18.5

81.5

その他

満足している，
まあ満足している

十分感じている，
多少感じている26.8

73.2

（%）

その他

80歳くらいまで

65歳くらいまで

75歳くらいまで

70歳くらいまで

働けるうちは
いつまでも

1.4

7.6

11.6

19.3

23.4

36.7 収入がほしい

働くのは体によい，
老化を防ぐ

おもしろい，
自分の活力になる

友人や仲間を
得られる

※ 調査対象：
60歳以上の男女

※ 調査対象：
60歳以上の男女
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❹高齢化と高齢者の暮らし

日本の総人口は，2021年10月１日現在，１億2,550万人である。

そのうち65歳以上人口は3,621万人で，総人口に占める割合（高
齢化率）は28.9％である。つまり，約３人に１人は65歳以上と
いう時代が間近にやってきている。

全世帯のうち，高齢者のいる世帯は約５割を占める。その中

で，三世代世帯は減少しており，夫婦のみの世帯や一人暮らし

世帯が増えている。こうしたなか，高齢者の孤立（社会的孤
立）が問題となっている。

❺高齢者の生きがい

生きがいとは，人生に意味・価値を感じることができる，生

きる上での「張り合い」と解釈されることが多い。高齢者の生

活に関する調査によると，日々の生活に満足している，生きが

いを感じていると答えた人の割合は７割以上であった。

近年は「アクティブシニア」と呼ばれる活動的な高齢者も増

えている。定年年齢が上がるなか，何歳頃まで収入を伴う仕事
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１ 内閣府「令和４年版高齢社会白書」より。

２ 高齢化率：65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割
合のこと。高齢化率が７％以上になると高齢化社会，14
％以上になると高齢社会，21％以上になると超高齢社会
という。

３ 生きがいを感じている高齢者が多い一方で，定年によ
る仕事の喪失，子育てからの解放による役割の喪失，親
族や配偶者の死などのさまざまな喪失体験によって，生
きる意味や価値が感じられない高齢者もいる。

（内閣府「令和２年度　第９回高齢者の生活と意識に関する国際比
較調査」「令和３年度高齢者の日常生活・地域社会への参加に関す

る調査結果」より）
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いを感じていると答えた人の割合は７割以上であった。

近年は「アクティブシニア」と呼ばれる活動的な高齢者も増

えている。定年年齢が上がるなか，何歳頃まで収入を伴う仕事

１

２

図３

３

（内閣府「令和３年版高齢社会白書」より）

（内閣府「令和３年版高齢社会白書」「平成29年高齢者の健康に関する調査」より）

図３ 高齢者のいる世帯数，構成割合

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

10

20

30

40

50

60
（千世帯）

25,58425,584

1980 2000 2019

24.0

34.4

49.4%

全世帯に占める
65歳以上の者が
いる世帯の割合

（%）

単独世帯
夫婦のみの世帯
親と未婚の子のみの世帯
三世代世帯
その他の世帯

（年）

図４ 何歳頃まで収入を伴う仕事をしたいか

１ 内閣府「令和４年版高齢社会白書」より。
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３ 生きがいを感じている高齢者が多い一方で，定年によ
る仕事の喪失，子育てからの解放による役割の喪失，親
族や配偶者の死などのさまざまな喪失体験によって，生
きる意味や価値が感じられない高齢者もいる。

（内閣府「令和２年度　第９回高齢者の生活と意識に関する国際比
較調査」「令和３年度高齢者の日常生活・地域社会への参加に関す
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※調査対象：全国の60歳以上の仕事をしている男女

●働く理由は？

生活の
総合満足度
（%）

現在の
生きがいを
感じる度合い

（%）

その他
18.5

81.5

その他

満足している，
まあ満足している

十分感じている，
多少感じている26.8

73.2

（%）

その他

80歳くらいまで

65歳くらいまで

75歳くらいまで

70歳くらいまで

働けるうちは
いつまでも

1.4

7.6

11.6

19.3

23.4

36.7 収入がほしい

働くのは体によい，
老化を防ぐ

おもしろい，
自分の活力になる

友人や仲間を
得られる

※ 調査対象：
60歳以上の男女

※ 調査対象：
60歳以上の男女

６章　高齢期の生活162

5

10

15

160-175_基礎B_高齢期の生活.indd   162 2022/09/05   16:58

162

162

注 3
図

注3
出典

❹高齢化と高齢者の暮らし
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そのうち65歳以上人口は3,621万人で，総人口に占める割合（高
齢化率）は28.9％である。つまり，約３人に１人は65歳以上と
いう時代が間近にやってきている。

全世帯のうち，高齢者のいる世帯は約５割を占める。その中

で，三世代世帯は減少しており，夫婦のみの世帯や一人暮らし

世帯が増えている。こうしたなか，高齢者の孤立（社会的孤
立）が問題となっている。

❺高齢者の生きがい

生きがいとは，人生に意味・価値を感じることができる，生

きる上での「張り合い」と解釈されることが多い。高齢者の生

活に関する調査によると，日々の生活に満足している，生きが

いを感じていると答えた人の割合は７割以上であった。

近年は「アクティブシニア」と呼ばれる活動的な高齢者も増

えている。定年年齢が上がるなか，何歳頃まで収入を伴う仕事
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１ 内閣府「令和４年版高齢社会白書」より。

２ 高齢化率：65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割
合のこと。高齢化率が７％以上になると高齢化社会，14
％以上になると高齢社会，21％以上になると超高齢社会
という。

３ 生きがいを感じている高齢者が多い一方で，定年によ
る仕事の喪失，子育てからの解放による役割の喪失，親
族や配偶者の死などのさまざまな喪失体験によって，生
きる意味や価値が感じられない高齢者もいる。

（内閣府「令和２年度　第９回高齢者の生活と意識に関する国際比
較調査」「令和３年度高齢者の日常生活・地域社会への参加に関す

る調査結果」より）

※調査対象：全国の60歳以上の仕事をしている男女
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❹高齢化と高齢者の暮らし

日本の総人口は，2022年10月１日現在，１億2,495万人である。

そのうち65歳以上人口は3,624万人で，総人口に占める割合（高
齢化率）は29.0％である。つまり，約３人に１人は65歳以上と
いう時代が間近にやってきている。

全世帯のうち，高齢者のいる世帯は約５割を占める。その中

で，三世代世帯は減少しており，夫婦のみの世帯や一人暮らし

世帯が増えている。こうしたなか，高齢者の孤立（社会的孤
立）が問題となっている。

❺高齢者の生きがい

生きがいとは，人生に意味・価値を感じることができる，生

きる上での「張り合い」と解釈されることが多い。高齢者の生

活に関する調査によると，日々の生活に満足している，生きが

いを感じていると答えた人の割合はおよそ８割であった。

近年は「アクティブシニア」と呼ばれる活動的な高齢者も増

えている。定年年齢が上がるなか，何歳頃まで収入を伴う仕事
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１ 内閣府「令和５年版高齢社会白書」より。

２ 高齢化率：65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割
合のこと。高齢化率が７％以上になると高齢化社会，14
％以上になると高齢社会，21％以上になると超高齢社会
という。

３ 生きがいを感じている高齢者が多い一方で，定年によ
る仕事の喪失，子育てからの解放による役割の喪失，親
族や配偶者の死などのさまざまな喪失体験によって，生
きる意味や価値が感じられない高齢者もいる。

（内閣府「令和４年高齢者の健康に関する調査結果」より）
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❹高齢化と高齢者の暮らし

日本の総人口は，2022年10月１日現在，１億2,495万人である。

そのうち65歳以上人口は3,624万人で，総人口に占める割合（高
齢化率）は29.0％である。つまり，約３人に１人は65歳以上と
いう時代が間近にやってきている。

全世帯のうち，高齢者のいる世帯は約５割を占める。その中

で，三世代世帯は減少しており，夫婦のみの世帯や一人暮らし

世帯が増えている。こうしたなか，高齢者の孤立（社会的孤
立）が問題となっている。

❺高齢者の生きがい

生きがいとは，人生に意味・価値を感じることができる，生

きる上での「張り合い」と解釈されることが多い。高齢者の生

活に関する調査によると，日々の生活に満足している，生きが

いを感じていると答えた人の割合はおよそ８割であった。

近年は「アクティブシニア」と呼ばれる活動的な高齢者も増

えている。定年年齢が上がるなか，何歳頃まで収入を伴う仕事
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１ 内閣府「令和５年版高齢社会白書」より。

２ 高齢化率：65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割
合のこと。高齢化率が７％以上になると高齢化社会，14
％以上になると高齢社会，21％以上になると超高齢社会
という。

３ 生きがいを感じている高齢者が多い一方で，定年によ
る仕事の喪失，子育てからの解放による役割の喪失，親
族や配偶者の死などのさまざまな喪失体験によって，生
きる意味や価値が感じられない高齢者もいる。

（内閣府「令和４年高齢者の健康に関する調査結果」より）
※調査対象：全国の60歳以上の仕事をしている男女
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世帯が増えている。こうしたなか，高齢者の孤立（社会的孤
立）が問題となっている。

❺高齢者の生きがい

生きがいとは，人生に意味・価値を感じることができる，生

きる上での「張り合い」と解釈されることが多い。高齢者の生

活に関する調査によると，日々の生活に満足している，生きが

いを感じていると答えた人の割合はおよそ８割であった。

近年は「アクティブシニア」と呼ばれる活動的な高齢者も増

えている。定年年齢が上がるなか，何歳頃まで収入を伴う仕事
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（内閣府「令和３年版高齢社会白書」「平成29年高齢者の健康に関する調査」より）

図３ 高齢者のいる世帯数，構成割合
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図４ 何歳頃まで収入を伴う仕事をしたいか

１ 内閣府「令和５年版高齢社会白書」より。

２ 高齢化率：65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割
合のこと。高齢化率が７％以上になると高齢化社会，14
％以上になると高齢社会，21％以上になると超高齢社会
という。

３ 生きがいを感じている高齢者が多い一方で，定年によ
る仕事の喪失，子育てからの解放による役割の喪失，親
族や配偶者の死などのさまざまな喪失体験によって，生
きる意味や価値が感じられない高齢者もいる。

（内閣府「令和４年高齢者の健康に関する調査結果」より）
※調査対象：全国の60歳以上の仕事をしている男女

●働く理由は？
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多少感じている22.4

77.6

（%）

その他
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働くのは体によい，
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※ 調査対象：
65歳以上の男女

※ 調査対象：
65歳以上の男女
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❹高齢化と高齢者の暮らし

日本の総人口は，2022年10月１日現在，１億2,495万人である。

そのうち65歳以上人口は3,624万人で，総人口に占める割合（高
齢化率）は29.0％である。つまり，約３人に１人は65歳以上と
いう時代が間近にやってきている。

全世帯のうち，高齢者のいる世帯は約５割を占める。その中

で，三世代世帯は減少しており，夫婦のみの世帯や一人暮らし

世帯が増えている。こうしたなか，高齢者の孤立（社会的孤
立）が問題となっている。

❺高齢者の生きがい

生きがいとは，人生に意味・価値を感じることができる，生

きる上での「張り合い」と解釈されることが多い。高齢者の生

活に関する調査によると，日々の生活に満足している，生きが

いを感じていると答えた人の割合はおよそ８割であった。

近年は「アクティブシニア」と呼ばれる活動的な高齢者も増

えている。定年年齢が上がるなか，何歳頃まで収入を伴う仕事

１

２

図３

３

（内閣府「令和５年版高齢社会白書」より）

（内閣府「令和３年版高齢社会白書」「平成29年高齢者の健康に関する調査」より）

図３ 高齢者のいる世帯数，構成割合
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図４ 何歳頃まで収入を伴う仕事をしたいか

１ 内閣府「令和５年版高齢社会白書」より。

２ 高齢化率：65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割
合のこと。高齢化率が７％以上になると高齢化社会，14
％以上になると高齢社会，21％以上になると超高齢社会
という。

３ 生きがいを感じている高齢者が多い一方で，定年によ
る仕事の喪失，子育てからの解放による役割の喪失，親
族や配偶者の死などのさまざまな喪失体験によって，生
きる意味や価値が感じられない高齢者もいる。

（内閣府「令和４年高齢者の健康に関する調査結果」より）
※調査対象：全国の60歳以上の仕事をしている男女

●働く理由は？
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働くのは体によい，
老化を防ぐ

おもしろい，
自分の活力になる

友人や仲間を
得られる

※ 調査対象：
65歳以上の男女

※ 調査対象：
65歳以上の男女
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❹高齢化と高齢者の暮らし

日本の総人口は，2021年10月１日現在，１億2,550万人である。

そのうち65歳以上人口は3,621万人で，総人口に占める割合（高
齢化率）は28.9％である。つまり，約３人に１人は65歳以上と
いう時代が間近にやってきている。

全世帯のうち，高齢者のいる世帯は約５割を占める。その中

で，三世代世帯は減少しており，夫婦のみの世帯や一人暮らし

世帯が増えている。こうしたなか，高齢者の孤立（社会的孤
立）が問題となっている。

❺高齢者の生きがい

生きがいとは，人生に意味・価値を感じることができる，生

きる上での「張り合い」と解釈されることが多い。高齢者の生

活に関する調査によると，日々の生活に満足している，生きが

いを感じていると答えた人の割合は７割以上であった。

近年は「アクティブシニア」と呼ばれる活動的な高齢者も増

えている。定年年齢が上がるなか，何歳頃まで収入を伴う仕事

１

２

図３

３

（内閣府「令和３年版高齢社会白書」より）

（内閣府「令和３年版高齢社会白書」「平成29年高齢者の健康に関する調査」より）

図３ 高齢者のいる世帯数，構成割合
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図４ 何歳頃まで収入を伴う仕事をしたいか

１ 内閣府「令和４年版高齢社会白書」より。

２ 高齢化率：65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割
合のこと。高齢化率が７％以上になると高齢化社会，14
％以上になると高齢社会，21％以上になると超高齢社会
という。

３ 生きがいを感じている高齢者が多い一方で，定年によ
る仕事の喪失，子育てからの解放による役割の喪失，親
族や配偶者の死などのさまざまな喪失体験によって，生
きる意味や価値が感じられない高齢者もいる。

（内閣府「令和２年度　第９回高齢者の生活と意識に関する国際比
較調査」「令和３年度高齢者の日常生活・地域社会への参加に関す

る調査結果」より）

※調査対象：全国の60歳以上の仕事をしている男女

●働く理由は？

生活の
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多少感じている26.8
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その他

80歳くらいまで

65歳くらいまで

75歳くらいまで
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働けるうちは
いつまでも

1.4

7.6

11.6

19.3

23.4

36.7 収入がほしい

働くのは体によい，
老化を防ぐ

おもしろい，
自分の活力になる

友人や仲間を
得られる

※ 調査対象：
60歳以上の男女

※ 調査対象：
60歳以上の男女
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❹高齢化と高齢者の暮らし

日本の総人口は，2022年10月１日現在，１億2,495万人である。

そのうち65歳以上人口は3,624万人で，総人口に占める割合（高
齢化率）は29.0％である。つまり，約３人に１人は65歳以上と
いう時代が間近にやってきている。

全世帯のうち，高齢者のいる世帯は約５割を占める。その中

で，三世代世帯は減少しており，夫婦のみの世帯や一人暮らし

世帯が増えている。こうしたなか，高齢者の孤立（社会的孤
立）が問題となっている。

❺高齢者の生きがい

生きがいとは，人生に意味・価値を感じることができる，生

きる上での「張り合い」と解釈されることが多い。高齢者の生

活に関する調査によると，日々の生活に満足している，生きが

いを感じていると答えた人の割合はおよそ８割であった。

近年は「アクティブシニア」と呼ばれる活動的な高齢者も増

えている。定年年齢が上がるなか，何歳頃まで収入を伴う仕事

１

２

図３

３

（内閣府「令和５年版高齢社会白書」より）

（内閣府「令和３年版高齢社会白書」「平成29年高齢者の健康に関する調査」より）

図３ 高齢者のいる世帯数，構成割合
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図４ 何歳頃まで収入を伴う仕事をしたいか

１ 内閣府「令和５年版高齢社会白書」より。

２ 高齢化率：65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割
合のこと。高齢化率が７％以上になると高齢化社会，14
％以上になると高齢社会，21％以上になると超高齢社会
という。

３ 生きがいを感じている高齢者が多い一方で，定年によ
る仕事の喪失，子育てからの解放による役割の喪失，親
族や配偶者の死などのさまざまな喪失体験によって，生
きる意味や価値が感じられない高齢者もいる。

（内閣府「令和４年高齢者の健康に関する調査結果」より）
※調査対象：全国の60歳以上の仕事をしている男女

●働く理由は？

日常生活
全般の満足度

（%）

現在
感じている

生きがいの程度
（%）

その他
18.7

81.3

その他

満足している，
まあ満足している

十分感じている，
多少感じている22.4

77.6

（%）

その他

80歳くらいまで

65歳くらいまで

75歳くらいまで

70歳くらいまで

働けるうちは
いつまでも

1.4

7.6

11.6

19.3

23.4

36.7 収入がほしい

働くのは体によい，
老化を防ぐ

おもしろい，
自分の活力になる

友人や仲間を
得られる

※ 調査対象：
65歳以上の男女

※ 調査対象：
65歳以上の男女
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166 図 9

❸介護問題の現状と課題

75歳以上になると，何らかの支援や介護の必要な人の割合が

増える。介護をする人（介護者）は，配偶者，子，子の配偶者が
大半を占め，介護者も高齢者であることが多くなっている。高

齢者が高齢者を介護する状態を，老老介護と呼ぶ。また，老老
介護の増加に伴い，認知症の高齢者を介護する人も認知症を患

っていて，十分な介護ができなくなる認認介護という事態も起
こっている。親や配偶者など，複数の人を同時に介護すること

は，多重介護と呼ばれる。
高齢化の進行により，やがて介護が必要になった時の生活に

不安を感じている人が増えている。介護問題は，高齢者本人だ

けでなく，その子どもの世代にとっても不安なものとなってい

る。介護は突然始まり，いつまで続くかわからない場合が多い。

このため，介護者が仕事を辞めざるを得なくなって経済的に困

ったり，介護疲れで介護を続けられなくなったりすることがあ

る。また，介護者による高齢者虐待が起こることもある。介護
者は，一人で介護を抱え込まないことが重要である。

介護に関する課題を解消するには，介護が必要な人への支援

だけでなく，介護者への支援を充実させることも必要である。介

護される側もする側も，安心して生活できる社会の仕組みづく

りが急がれている。

1

図9

2

（厚生労働省「令和元年国民生活基礎調査」より）

図9 要介護者等からみたおもな介護者の続柄，性別，年齢の構成割合

女

男
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同居

不詳
その他

事業者

別居の
家族等

その他の親族
父母

子の配偶者

子

配偶者

54.4 %

23.8 %

20.7 %

7.5 %0.6 %1.7 %

13.6%

12.1 %

0.5 %

19.6 %

80 歳以上 不詳60 ～ 69 歳40 ～ 49 歳
70 ～ 79 歳50 ～ 59 歳40 歳未満

（%）

2.5 0.0

6.2 18.8 28.5 21.1 22.8

0.9 0.0

5.3 20.1 31.8 29.4 12.6

1 介護者：高齢者や病人，障がいのある人などに対して
介護や看護，世話などのケアを無償で行う人（家族など）
のことをケアラーと呼ぶ。職業として有償で介護を行う
人は含まない。ケアラーの年齢はさまざまで，子どもが
大人をケアしている場合もある（ヤングケアラーと呼ば
れる）。また，晩婚化で出産年齢が高齢化し，親の介護と
子育てを同時にしなければならない世帯の増加が予測さ
れており，ダブルケア問題と呼ばれている。

2 認知症：➡p.170

家族を介護する人が悩みや不安を話したり，
情報交換したりする場が各地に広がりつつある。
地域の社会福祉協議会に問い合わせたり，イン
ターネットで検索したりすると，情報を集める
ことができる。
介護者同士がつながることで，不安や疲れを

緩和することができ，また介護に向かうエネル
ギーを得ることができる。

Column   コラム

介護者同士でつながろう

一人で悩まない
ことが大切だね。
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❸介護問題の現状と課題

75歳以上になると，何らかの支援や介護の必要な人の割合が

増える。介護をする人（介護者）は，配偶者，子，子の配偶者が
大半を占め，介護者も高齢者であることが多くなっている。高

齢者が高齢者を介護する状態を，老老介護と呼ぶ。また，老老
介護の増加に伴い，認知症の高齢者を介護する人も認知症を患

っていて，十分な介護ができなくなる認認介護という事態も起
こっている。親や配偶者など，複数の人を同時に介護すること

は，多重介護と呼ばれる。
高齢化の進行により，やがて介護が必要になった時の生活に

不安を感じている人が増えている。介護問題は，高齢者本人だ

けでなく，その子どもの世代にとっても不安なものとなってい

る。介護は突然始まり，いつまで続くかわからない場合が多い。

このため，介護者が仕事を辞めざるを得なくなって経済的に困

ったり，介護疲れで介護を続けられなくなったりすることがあ

る。また，介護者による高齢者虐待が起こることもある。介護
者は，一人で介護を抱え込まないことが重要である。

介護に関する課題を解消するには，介護が必要な人への支援

だけでなく，介護者への支援を充実させることも必要である。介

護される側もする側も，安心して生活できる社会の仕組みづく

りが急がれている。

１

図９

２

（厚生労働省「令和４年国民生活基礎調査」より）

図９ 要介護者等からみたおもな介護者の続柄，性別，年齢の構成割合
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１ 介護者：高齢者や病人，障がいのある人などに対して
介護や看護，世話などのケアを無償で行う人（家族など）
のことをケアラーと呼ぶ。職業として有償で介護を行う
人は含まない。ケアラーの年齢はさまざまで，子どもが
大人をケアしている場合もある（ヤングケアラーと呼ば
れる）。また，晩婚化で出産年齢が高齢化し，親の介護と
子育てを同時にしなければならない世帯の増加が予測さ
れており，ダブルケア問題と呼ばれている。

２ 認知症：➡p.170

家族を介護する人が悩みや不安を話したり，
情報交換したりする場が各地に広がりつつある。
地域の社会福祉協議会に問い合わせたり，イン
ターネットで検索したりすると，情報を集める
ことができる。
介護者同士がつながることで，不安や疲れを

緩和することができ，また介護に向かうエネル
ギーを得ることができる。

Column   コラム
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一人で悩まない
ことが大切だね。
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❻高齢期の生活費を支える制度
高齢者が人生の最後まで，自分らしく豊かな生活を送るため

には，一定額の生活費を得ることが必要である。そのために，

公的年金制度が設けられている。国民年金（基礎年金）は，日
本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての人が加入し，保険

料を支払うことが義務付けられている。加入期間が10年以上に

なると，原則として65歳から死亡するまで年金（老齢年金）を

受け取れる。また，国民年金には，一定の障がいを負った人が

受け取れる障害年金や，加入者が死亡した場合にその配偶者や

子どもが受け取れる遺族年金という給付もある。厚生年金は，
会社などに勤めている人が加入するものである。

公的年金は自動的に支給されるのではなく，年金を受け取る

ための手続きが必要である。手続きをしなかったり，未納期間

があったりすると，給付を受けられない場合があるため，年金

制度の仕組みをよく理解しておこう。

図13

図14

（内閣府「令和３年国民生活基礎調査」より）

図13 高齢者世帯の所得
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●高齢者世帯と全世帯の平均所得金額

●高齢者世帯の所得の構成割合
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年金以外の
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財産所得

公的年金・恩給

稼働所得
21.5 %

62.3 %

6.9 %

8.7 %0.6 %

（万円）
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図14 公的年金制度の体系

国民年金（基礎年金）とそれに上乗せされる厚生年金に分けられる。
さらに上乗せの年金制度として，国民年金基金や企業年金などがある 。

失業や災害，経済的に困難な状況などで保険料を納付することが難しい場合は，申
請により，「保険料免除制度」「保険料納付猶予制度」（学生の場合は「学生納付特例
制度」）を利用することができる。

国民年金（基礎年金）

厚生年金

（自営業者
・学生など）

基礎年金
（１階部分）

上乗せ年金
（２階部分）

〈第１号被保険者〉 〈第２号被保険者〉

（会社員・公務員など）

〈第３号被保険者〉

（第２号被保険者
の被扶養配偶者）

❶高齢になると，生活にどのような変化があ
るのかわかりましたか。

❷介護保険制度の仕組みやおもなサービスの
内容がわかりましたか。

❸高齢者，介護，公的年金制度などについて，
新聞やインターネットで記事を探して要約
してみましょう。

生活に生かそう。

学習をふり返ろう！
ひろげよう！

ちゃんと目を見て
伝えるべきでした

ごめん，聞こえて
なかったのか…
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❶認知症高齢者の増加による問題

認知症の人の推計は，予備群（軽度認知症）の約400万人を含
めると，2025年には700万人に達するとされている。多くの人

にとって認知症が無関係ではない社会が到来し，認知症の人が，

あたり前に地域で暮らしている社会となる。

外出して行方不明になった認知症の人は，年間１万人を超え

ている。身元が分からないまま介護施設などに保護され，家族

のもとに帰れなくなってしまう場合もあり，地域ぐるみで認知

症高齢者をどのように支えるかが，大きな問題となっている。

１

２

もしも，親や身近な人が認知症になったら，または，自分自身が認知症
になったら，どうしたらよいのだろう？　認知症を理解して，ともに支え
合える社会をつくっていこう。

考えよう!　話し合おう!
❶ハジメと妹の会話の続きを考えてみよう。
❷認知症はだれでも発症する可能性のあるものであ
る。自分や家族の認知症予防や事前の「備え」として，
どんなことができるのか考えてみよう。

地域で支える高齢社
会

【ハジメ・50歳】
両親（83歳），姉（52歳）は遠く離れた
実家で３人暮らし。妹（47歳）とハジ
メは東京でそれぞれ暮らしています。

いつもと変わらなかっ
たよ？31

ええっ！？ この間会った時は
いつもと
変わらなかったよ？

母さんは
去年倒れてから
歩けないし
これからどうしよう？

今までも
同じものを何度も買ったり
道に迷って帰れなかったり
いろいろあったみたいだよ

もしもし
お兄ちゃん？

お姉ちゃんから
電話があって……
父さんの様子が変で
病院に連れて行ったら
認知症だって…

うーん…

……

マジか…

１ 平成25年１月発表・厚生労働省資料より
２ 警察庁「令和３年における行方不明者の状況」によると，認知症またはその疑いに
よる行方不明者は１年間で17,636人

図15 認知症の種類と症状の例

認知症とは
さまざまな原因により，脳の細胞が減少したり働きが悪くなったりすること
により，記憶力や判断力が低下し，社会生活に支障が出る状態のこと。
患者の約半数を占める「アルツハイマー型」と，認知症の原因がわかってい
る「脳血管性型」「レビー小

しょう
体
たい
型」「前頭側頭型」は４大認知症と呼ばれる。

・ 時間や場所の感覚がわからなくなる
・ 考えごとに時間がかかるようになる
・ 一度に複数のことができなくなる
・ 新しいことを覚えていられない

など

・無気力
・気分の落ち込み
・ 怒りやすくなり，時に大声を出す
・暴力的になることもある
・ 現実にないことを現実と思ってし
まう　など

＜認知症のおもな初期症状＞

行動の変化 性格や感情の変化

ここは
どこ？

ご飯は
まだ？

私の財布が
盗まれた！
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❻高齢期の生活費を支える制度
高齢者が人生の最後まで，自分らしく豊かな生活を送るため

には，一定額の生活費を得ることが必要である。そのために，

公的年金制度が設けられている。国民年金（基礎年金）は，日
本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての人が加入し，保険

料を支払うことが義務付けられている。加入期間が10年以上に

なると，原則として65歳から死亡するまで年金（老齢年金）を

受け取れる。また，国民年金には，一定の障がいを負った人が

受け取れる障害年金や，加入者が死亡した場合にその配偶者や

子どもが受け取れる遺族年金という給付もある。厚生年金は，
会社などに勤めている人が加入するものである。

公的年金は自動的に支給されるのではなく，年金を受け取る

ための手続きが必要である。手続きをしなかったり，未納期間

があったりすると，給付を受けられない場合があるため，年金

制度の仕組みをよく理解しておこう。
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（内閣府「令和４年国民生活基礎調査」より）
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図14 公的年金制度の体系

国民年金（基礎年金）とそれに上乗せされる厚生年金に分けられる。
さらに上乗せの年金制度として，国民年金基金や企業年金などがある 。

失業や災害，経済的に困難な状況などで保険料を納付することが難しい場合は，申
請により，「保険料免除制度」「保険料納付猶予制度」（学生の場合は「学生納付特例
制度」）を利用することができる。
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❶高齢になると，生活にどのような変化があ
るのかわかりましたか。

❷介護保険制度の仕組みやおもなサービスの
内容がわかりましたか。

❸高齢者，介護，公的年金制度などについて，
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❶認知症高齢者の増加による問題

認知症の人の推計は，予備群（軽度認知症）の約400万人を含
めると，2025年には700万人に達するとされている。多くの人

にとって認知症が無関係ではない社会が到来し，認知症の人が，

あたり前に地域で暮らしている社会となる。

外出して行方不明になった認知症の人は，年間１万人を超え

ている。身元が分からないまま介護施設などに保護され，家族

のもとに帰れなくなってしまう場合もあり，地域ぐるみで認知

症高齢者をどのように支えるかが，大きな問題となっている。

１

２

もしも，親や身近な人が認知症になったら，または，自分自身が認知症
になったら，どうしたらよいのだろう？　認知症を理解して，ともに支え
合える社会をつくっていこう。

考えよう!　話し合おう!
❶ハジメと妹の会話の続きを考えてみよう。
❷認知症はだれでも発症する可能性のあるものであ
る。自分や家族の認知症予防や事前の「備え」として，
どんなことができるのか考えてみよう。

地域で支える高齢社
会

【ハジメ・50歳】
両親（83歳），姉（52歳）は遠く離れた
実家で３人暮らし。妹（47歳）とハジ
メは東京でそれぞれ暮らしています。

いつもと変わらなかっ
たよ？31

ええっ！？ この間会った時は
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歩けないし
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同じものを何度も買ったり
道に迷って帰れなかったり
いろいろあったみたいだよ

もしもし
お兄ちゃん？

お姉ちゃんから
電話があって……
父さんの様子が変で
病院に連れて行ったら
認知症だって…

うーん…

……

マジか…

１ 平成25年１月発表・厚生労働省資料より
２ 警察庁「令和４年における行方不明者の状況」によると，認知症またはその疑いに
よる行方不明者は１年間で18,709人

図15 認知症の種類と症状の例
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さまざまな原因により，脳の細胞が減少したり働きが悪くなったりすること
により，記憶力や判断力が低下し，社会生活に支障が出る状態のこと。
患者の約半数を占める「アルツハイマー型」と，認知症の原因がわかってい
る「脳血管性型」「レビー小

しょう
体
たい
型」「前頭側頭型」は４大認知症と呼ばれる。

・ 時間や場所の感覚がわからなくなる
・ 考えごとに時間がかかるようになる
・ 一度に複数のことができなくなる
・ 新しいことを覚えていられない

など

・無気力
・気分の落ち込み
・ 怒りやすくなり，時に大声を出す
・暴力的になることもある
・ 現実にないことを現実と思ってし
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❸高齢者を支える地域社会の役割
高齢者の多くは，いつまでも住み慣れた地域と住まいで暮ら

したいと考えている。高齢化が進み，支援や介護が必要な高齢

者の数が増加するなかで，高齢者が安心して暮らすためには，

高齢者の生活を地域で支える体制が必要になる。

そのためには，高齢者の自助努力を基本としながらも，住ま

い・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されることが

望ましい。専門職や市町村などの関係機関が相互に連携し，地

域全体がネットワーク化して，高齢者を継続的に支援していく

地域包括ケアシステムの構築が求められている。また，高齢者
の孤立を防ぎ，介護者である家族の生活を支えるために，地域

住民の交流の場の設置や運営，市民団体やボランティアを中心

とした高齢者の見守り，日常生活の手助けなどが求められてい

る。

１

２ ３

図16 ４

（厚生労働省資料などをもとに作成）

図16 地域包括ケアシステムの姿

１ 介護保険制度における「要介護」または「要支援」の
認定を受けた人の数の推移は以下の通り（内閣府「令和
元年版，令和４年版高齢社会白書」より）。

２ ➡p.180　地域福祉

2007年度末
437.8万人

2019年度末
655.8万人

４ 地域包括ケアシステムは，おおむね30分以内に必要な
サービスが提供される日常生活圏域（具体的には中学校
区）を単位として想定している。

高齢者のためのサービスにはどんなものがあ
るか，実際に調べてみよう。集めた情報を友達
と交換して，気づいたことや感想を発表しよう。

例１： 地域で高齢者の送迎車を見かけたこと
がないだろうか。その車はどのような
サービスの施設のものだろうか。

例２： 近くにある高齢者の福祉施設や介護事
業所を調べてみよう。可能であれば訪
問し，サービスの内容について話を聞
いてみよう。

Challenge チャレンジ

調べてみよう

医療

・地域包括支援
　センター
・ケアマネジャー

病気になったら… 介護が必要になったら…

いつでも元気に暮らすために…

自宅，
サービス付き高齢者住宅など

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPOなど

介護

生活支援，
介護予防

・在宅系サービス
・施設・居住系サービス
・介護予防サービス

認知症の人

相談業務や
サービスの
コーディネート

医療
サービス

通所・
入所

通院・
入院

住まい

３ 2019（令和元）年６月18日に「認知症施策推進大綱」
が取りまとめられ，認知症になっても住み慣れた地域で
自分らしく暮らし続けられる「共生」を目指し，「認知症
バリアフリー」の取組を進めていくとともに，「共生」の
基盤のもとに，通いの場の拡大など「予防」の取り組み
を政府一丸となって進めていくこととなった。また，同
年６月20日には，認知症基本法案が衆議院に提出された。
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❸高齢者を支える地域社会の役割
高齢者の多くは，いつまでも住み慣れた地域と住まいで暮ら

したいと考えている。高齢化が進み，支援や介護が必要な高齢

者の数が増加するなかで，高齢者が安心して暮らすためには，

高齢者の生活を地域で支える体制が必要になる。

そのためには，高齢者の自助努力を基本としながらも，住ま

い・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されることが

望ましい。専門職や市町村などの関係機関が相互に連携し，地

域全体がネットワーク化して，高齢者を継続的に支援していく

地域包括ケアシステムの構築が求められている。また，高齢者
の孤立を防ぎ，介護者である家族の生活を支えるために，地域

住民の交流の場の設置や運営，市民団体やボランティアを中心

とした高齢者の見守り，日常生活の手助けなどが求められてい

る。

１

２ ３

図16 ４

（厚生労働省資料などをもとに作成）

図16 地域包括ケアシステムの姿

１ 介護保険制度における「要介護」または「要支援」の
認定を受けた人の数の推移は以下の通り（内閣府「令和
元年版，令和４年版高齢社会白書」より）。

２ ➡p.180　地域福祉

2007年度末
437.8万人

2019年度末
655.8万人

４ 地域包括ケアシステムは，おおむね30分以内に必要な
サービスが提供される日常生活圏域（具体的には中学校
区）を単位として想定している。

高齢者のためのサービスにはどんなものがあ
るか，実際に調べてみよう。集めた情報を友達
と交換して，気づいたことや感想を発表しよう。

例１： 地域で高齢者の送迎車を見かけたこと
がないだろうか。その車はどのような
サービスの施設のものだろうか。

例２： 近くにある高齢者の福祉施設や介護事
業所を調べてみよう。可能であれば訪
問し，サービスの内容について話を聞
いてみよう。

Challenge チャレンジ

調べてみよう

医療

・地域包括支援
　センター
・ケアマネジャー

病気になったら… 介護が必要になったら…

いつでも元気に暮らすために…

自宅，
サービス付き高齢者住宅など

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPOなど

介護

生活支援，
介護予防

・在宅系サービス
・施設・居住系サービス
・介護予防サービス

認知症の人

相談業務や
サービスの
コーディネート

医療
サービス

通所・
入所

通院・
入院

住まい

３ 2019（令和元）年６月18日に「認知症施策推進大綱」
が取りまとめられ，認知症になっても住み慣れた地域で
自分らしく暮らし続けられる「共生」を目指し，「認知症
バリアフリー」の取組を進めていくとともに，「共生」の
基盤のもとに，通いの場の拡大など「予防」の取り組み
を政府一丸となって進めていくこととなった。また，同
年６月20日には，認知症基本法案が衆議院に提出された。
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❷認知症高齢者を支える

普段からの見守りや，認知症高齢者や介護者の居場所づくり，

いざという時のための「ＳＯＳネットワーク」づくりや捜
そう
索
さく
訓

練などが，各地で活発になってきている。

認知症の人の意思が尊重され，住み慣れた地域で安心して暮

らし続けるためには，住民が認知症についての偏見をなくし，

正しく理解した上で支援をしていくことが大切である。認知症

の種類や症状はさまざまであるが，早期受診，診断，治療によ

り，予防や進行の緩和が可能である。また，症状が軽度であれ

ば，家族や周囲のサポートにより，日常生活の多くを自分で行

うことも可能である。失敗があっても，とがめたり否定したり

せず，人としての尊厳を守ることが重要である。認知症の人が

個性や力を発揮しながら，地域の中で生き生きと暮らしていけ

るように，まずは認知症の特性を知ることから始めてみよう。

図15

Challenge
チャレンジ 地域の高齢者のために，自分にできることを探してみよう

（長野県上
う え

田
だ

千
ち

曲
く ま

高等学校　生活福祉科の取り組み）

認知症サポーターとは，認知症について正し
い知識を持ち，認知症の人や家族を温かく見守
り支援する応援者である。全国の市区町村また
は都道府県などが実施している養成講座を受講
すれば，だれでもなることができる。認知症サ
ポーターにはその証であるブレスレット（オレ
ンジリング）が渡される。

Column   コラム

認知症サポーターとは

埼玉県では，県内で開催される認知症サポーター養成
講座を受講して認知症サポーターになった人に，オレ
ンジリングとあわせて「埼玉県認知症サポーター証」
を発行している。

お茶やお菓子の提供（地元のコーヒーショップの協力のもと，
事前に接客を学んでから当日を迎えた）

高校生企画のハンドマッサージ

高齢者の特殊詐欺被害
防止のための劇の発表

オレンジ
リング

●ちくまハートカフェ（オレンジカフェ＊）の運営
「ちくまハートカフェ」は，認知症サポーター養成講座を受講
した生活福祉科の3年生が，年に数回運営しているオレンジカ
フェ。高校生が考えたさまざまなプログラムを参加者のみなさ
んに楽しんでもらっている。取り組みは，毎年先輩から後輩に
受け継がれ，地域に愛されるカフェになっている。
＊�オレンジカフェとは，認知症の人やその家族，専門家や地域住民が集う場。
お茶を飲みながら交流や情報交換ができる。

劇は大好評でした！
被害にあう高齢者が
いなくなるといいな。

31　いつもと変わらなかったよ？ 171
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❸高齢者を支える地域社会の役割

高齢者の多くは，いつまでも住み慣れた地域と住まいで暮ら

したいと考えている。高齢化が進み，支援や介護が必要な高齢

者の数が増加するなかで，高齢者が安心して暮らすためには，

高齢者の生活を地域で支える体制が必要になる。

そのためには，高齢者の自助努力を基本としながらも，住ま

い・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されることが

望ましい。専門職や市町村などの関係機関が相互に連携し，地

域全体がネットワーク化して，高齢者を継続的に支援していく

地域包括ケアシステムの構築が求められている。また，高齢者
の孤立を防ぎ，介護者である家族の生活を支えるために，地域

住民の交流の場の設置や運営，市民団体やボランティアを中心

とした高齢者の見守り，日常生活の手助けなどが求められてい

る。

１

２ ３

図16 ４

（厚生労働省資料などをもとに作成）

図16 地域包括ケアシステムの姿

１ 介護保険制度における「要介護」または「要支援」の
認定を受けた人の数の推移は以下の通り（内閣府「令和
元年版，令和５年版高齢社会白書」より）。

２ ➡p.180　地域福祉

2007年度末
437.8万人

2020年度末
668.9万人

４ 地域包括ケアシステムは，おおむね30分以内に必要な
サービスが提供される日常生活圏域（具体的には中学校
区）を単位として想定している。

高齢者のためのサービスにはどんなものがあ
るか，実際に調べてみよう。集めた情報を友達
と交換して，気づいたことや感想を発表しよう。

例１： 地域で高齢者の送迎車を見かけたこと
がないだろうか。その車はどのような
サービスの施設のものだろうか。

例２： 近くにある高齢者の福祉施設や介護事
業所を調べてみよう。可能であれば訪
問し，サービスの内容について話を聞
いてみよう。

Challenge チャレンジ

調べてみよう

医療

・地域包括支援
　センター
・ケアマネジャー

病気になったら… 介護が必要になったら…

いつでも元気に暮らすために…

自宅，
サービス付き高齢者住宅など

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPOなど

介護

生活支援，
介護予防

・在宅系サービス
・施設・居住系サービス
・介護予防サービス

認知症の人

相談業務や
サービスの
コーディネート

医療
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通所・
入所

通院・
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住まい

３ 2019（令和元）年６月18日に「認知症施策推進大綱」
が取りまとめられ，認知症になっても住み慣れた地域で
自分らしく暮らし続けられる「共生」を目指し，「認知症
バリアフリー」の取組を進めていくとともに，「共生」の
基盤のもとに，通いの場の拡大など「予防」の取り組み
を政府一丸となって進めていくこととなった。また，
2023年６月14日には，共生社会の実現を推進するための
認知症基本法が成立した。
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❸高齢者を支える地域社会の役割
高齢者の多くは，いつまでも住み慣れた地域と住まいで暮ら

したいと考えている。高齢化が進み，支援や介護が必要な高齢

者の数が増加するなかで，高齢者が安心して暮らすためには，

高齢者の生活を地域で支える体制が必要になる。

そのためには，高齢者の自助努力を基本としながらも，住ま

い・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されることが

望ましい。専門職や市町村などの関係機関が相互に連携し，地

域全体がネットワーク化して，高齢者を継続的に支援していく

地域包括ケアシステムの構築が求められている。また，高齢者
の孤立を防ぎ，介護者である家族の生活を支えるために，地域

住民の交流の場の設置や運営，市民団体やボランティアを中心

とした高齢者の見守り，日常生活の手助けなどが求められてい
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図16 地域包括ケアシステムの姿

１ 介護保険制度における「要介護」または「要支援」の
認定を受けた人の数の推移は以下の通り（内閣府「令和
元年版，令和５年版高齢社会白書」より）。
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４ 地域包括ケアシステムは，おおむね30分以内に必要な
サービスが提供される日常生活圏域（具体的には中学校
区）を単位として想定している。

高齢者のためのサービスにはどんなものがあ
るか，実際に調べてみよう。集めた情報を友達
と交換して，気づいたことや感想を発表しよう。

例１： 地域で高齢者の送迎車を見かけたこと
がないだろうか。その車はどのような
サービスの施設のものだろうか。

例２： 近くにある高齢者の福祉施設や介護事
業所を調べてみよう。可能であれば訪
問し，サービスの内容について話を聞
いてみよう。
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が取りまとめられ，認知症になっても住み慣れた地域で
自分らしく暮らし続けられる「共生」を目指し，「認知症
バリアフリー」の取組を進めていくとともに，「共生」の
基盤のもとに，通いの場の拡大など「予防」の取り組み
を政府一丸となって進めていくこととなった。また，
2023年６月14日には，共生社会の実現を推進するための
認知症基本法が成立した。

６章　高齢期の生活172

5

10

160-175_基礎B_高齢期の生活.indd   172 2023/08/23   10:55



25 図書の記号・番号

ページ 行 令 和 ５ 年 度 教 科 書（ 旧 ） 令 和 ６ 年 度 教 科 書（ 新 ）
訂正箇所

家基704家基 704　Survive!!　高等学校 家庭基礎　令和５年度版→６年度版修正箇所

173 チャレ
ンジ

地域の高齢者のために，自分ができることを探し，活動に参

加することで，それぞれの地域の特性に合った仕組みづくりが

できる。高齢者も高校生も，同じ地域の一員として，「お互いさ

ま」の考え方を持ち，ともに安心して住み続けられる地域づく

りをしていこう。

交通死亡事故総数は年々減少しているが，65歳以上の割合は５割を超え
ている。高齢者の交通事故は，個人差はあるが，体力や判断力の低下に原
因があることが多い。また，「自宅の近くだから」「いつものところだから
大丈夫」などと，過去の経験にとらわれて事故にあうこともある。
歩行中の事故防止には，交通ルールを守ること，明るい色の服装や反射

材の着用をして存在をドライバーに知らせることなどが有効になる。また，
運転中の事故防止には，安全運転サポート車（サポカーなど＊）の使用や，
高齢者運転講習，安全教室などに参加することなどが重要である。

＊自動（被害軽減）ブレーキなどの予防安全機能を備えた車のこと。

都市の規模が小さくなるほど，買い物などの際に自家用車を運転して出
かける高齢者が多い。近年は，運転免許を自主返納する高齢運転者も増え
てきているが，返納後の移動手段の確保を同時に行う必要がある。

Challenge
チャレンジ 高齢者の交通事故防止を考えよう

介護の需要が高まるなか，介護分野の人材不足は
深刻である。介護人材の確保のため，国は，以下の
取り組みを進めようとしている。

①介護職員などの処遇改善を行うこと。
② 介護分野への外国人材の受け入れを推進する
こと。

③ 介護の記録業務等におけるＩＣＴ化や介護ロ
ボットの導入への支援

あわせて介護・福祉の仕事のイメージアップや復
職支援，修学資金により，介護現場への就労・定着
の促進を行っている。

サスティナビリティ SUSTAINABILITY

介護現場の人材確保

病院や介護施設での歩行練習
（リハビリ）の際に使われる
歩行補助ロボットの例

コミュニケーション
ロボットの例

●考えてみよう
身近な高齢者に運転をやめてほしい時，どのように伝えたらよいだろうか。

70歳以上の運転者
が一般への注意を
促すためのマーク
の使用例

0 200 400 600 800 1,000 1,200
※自動車，自動二輪車，原動機付自転車の運転者

1043.6

302.5

336.0

390.7

429.8

524.4

347.1
（件）

全年齢層

80～84歳

85歳以上

75～79歳

70～74歳

65～69歳

16～19歳

（警察庁交通局「令和３年中の交通事故の発生状況」より）

●運転者10万人あたりの交通事故件数

運転者10万人あたりの
交通事故件数を見ると，
高齢者の事故件数より
も，10代の事故件数の
方が多い。

➡ SDGs　17の目標との関連は？　目標❸11など

❶認知症を「他人事」ではなく「自分事」と
して捉えることができましたか。

❷自分の住んでいる地域には，認知症の人や
その家族に対するどのような支援があるか，
調べてみましょう。

❸地域の高齢者との交流イベントをクラスの
みんなで考え，計画してみましょう。

生活に生かそう。

学習をふり返ろう！
ひろげよう！
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バル

覚や聴覚の障がいがある人が外出する時には，わかりやすい表

示や誘導が必要である。このように，建物や設備などの物理的

な環境，人々の意識や行動，制度などの社会的な環境にバリア

が潜んでいる。これを取り除くことをバリアフリーという。さ
らに，新しくバリアを生み出さないように，私たちが使う商品

やサービス，環境，コミュニケーションなどを，子ども，高齢

者，障がい者，外国籍の人など，どんな人にとっても使いやす

いものとするユニバーサルデザインや，インクルーシブデザイ
ンなどの取り組みも大切だ。
障がいの有無などによって分け隔てられることがなく，だれ

もが互いの人権，価値観や生き方を尊重し，社会の中で役割を

果たし，支え合いながら幸福を追求できる社会を共生社会とい
う。国籍や民族などが異なる人々と，互いの文化や宗教の違い

を理解し，地域でともに暮らしていく多文化共生，自然や周辺
環境とともに暮らしていく環境共生という考え方も，今後ます
ます大切になる。共生社会は，家庭，学校，地域，職場など，

社会のあらゆる場面での一人ひとりの努力と参加で実現される。

1

図3 2

3

4

1 バリアフリー：➡p.117　バリアフリー住宅
➡p.129　バリアフリー新法

2 ユニバーサルデザインの７原則：
①誰もが公平に利用できる
②使う上で自由度が高い
③使い方が簡単ですぐわかりやすい
④必要な情報が効果的に伝わる
⑤間違った操作が危険につながらない
⑥身体的負担が少ない
⑦接近や操作がしやすいスペースと大きさがある

3 インクルーシブデザイン：高齢者や障がい者など，こ
れまで大量生産の製品の対象から排除されていた多様な
ニーズを持つ人たちを，製品の設計や開発過程に積極的
に巻き込む（include）ことを特徴とするデザインやもの
づくりのこと。

4 環境共生：➡p.130　環境共生住宅

グローバル GLOBAL

世界の社会保障制度

社会保障制度は国ごとに大きく異なり，その国の社会のあり方を映し
出している。社会保障をどこが担うかによって大きく3つに分けること
ができる。
❶政府中心型
国家が社会保障の中心的な役割を担う。国民の負担は大きいが社会保

障の水準が高い（高福祉・高負担）。
スウェーデン，ノルウェー，デンマークなど。
❷職域家族中心型
職場ごとの社会保険が充実しており，家族が扶養責任を果たせなくな

った時のために社会保障制度が用意されている。
ドイツ，フランス，イタリアなど。
❸市場依存型
多くの人が自分で民間の医療保険サービスなどに加入し，もしもの時

に備えている。社会保障給付の水準も国民の負担も比較的低い。
アメリカが典型例。

注：�あくまでも分類の目安なので，各国の個別の社会保障制度を見ると，必ずしも分類に当てはまらない場合もある。

スウェーデン

ド イ ツ

アメリカ

日　　本

(%)0 10 20 30 40 50 60

租税負担額 社会保障負担額

25.8% 18.6%

23.9 8.5

32.0 22.9

51.3 5.2

44.4%

32.4

54.9

56.4

●国民負担率の内訳の国際比較（2019年）

（日本は2019年度　財務省ホームページより）
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地域の高齢者のために，自分ができることを探し，活動に参

加することで，それぞれの地域の特性に合った仕組みづくりが

できる。高齢者も高校生も，同じ地域の一員として，「お互いさ

ま」の考え方を持ち，ともに安心して住み続けられる地域づく

りをしていこう。

交通死亡事故総数は年々減少しているが，65歳以上の割合は５割を超え
ている。高齢者の交通事故は，個人差はあるが，体力や判断力の低下に原
因があることが多い。また，「自宅の近くだから」「いつものところだから
大丈夫」などと，過去の経験にとらわれて事故にあうこともある。
歩行中の事故防止には，交通ルールを守ること，明るい色の服装や反射

材の着用をして存在をドライバーに知らせることなどが有効になる。また，
運転中の事故防止には，安全運転サポート車（サポカーなど＊）の使用や，
高齢者運転講習，安全教室などに参加することなどが重要である。

＊自動（被害軽減）ブレーキなどの予防安全機能を備えた車のこと。

都市の規模が小さくなるほど，買い物などの際に自家用車を運転して出
かける高齢者が多い。近年は，運転免許を自主返納する高齢運転者も増え
てきているが，返納後の移動手段の確保を同時に行う必要がある。

Challenge
チャレンジ 高齢者の交通事故防止を考えよう

介護の需要が高まるなか，介護分野の人材不足は
深刻である。介護人材の確保のため，国は，以下の
取り組みを進めようとしている。

①介護職員などの処遇改善を行うこと。
② 介護分野への外国人材の受け入れを推進する
こと。

③ 介護の記録業務等におけるＩＣＴ化や介護ロ
ボットの導入への支援

あわせて介護・福祉の仕事のイメージアップや復
職支援，修学資金により，介護現場への就労・定着
の促進を行っている。

サスティナビリティ SUSTAINABILITY

介護現場の人材確保

病院や介護施設での歩行練習
（リハビリ）の際に使われる
歩行補助ロボットの例

コミュニケーション
ロボットの例

●考えてみよう
身近な高齢者に運転をやめてほしい時，どのように伝えたらよいだろうか。

70歳以上の運転者
が一般への注意を
促すためのマーク
の使用例

0 200 400 600 800 1,000 1,200
※自動車，自動二輪車，原動機付自転車の運転者

1039.2

299.1

341.0

372.1

423.4

498.4

340.3
（件）

全年齢層

80～84歳

85歳以上

75～79歳

70～74歳

65～69歳

16～19歳

（警察庁交通局「令和４年中の交通事故の発生状況」より）

●運転者10万人あたりの交通事故件数

運転者10万人あたりの
交通事故件数を見ると，
高齢者の事故件数より
も，10代の事故件数の
方が多い。

➡ SDGs　17の目標との関連は？　目標❸11など

❶認知症を「他人事」ではなく「自分事」と
して捉えることができましたか。

❷自分の住んでいる地域には，認知症の人や
その家族に対するどのような支援があるか，
調べてみましょう。

❸地域の高齢者との交流イベントをクラスの
みんなで考え，計画してみましょう。

生活に生かそう。

学習をふり返ろう！
ひろげよう！
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覚や聴覚の障がいがある人が外出する時には，わかりやすい表

示や誘導が必要である。このように，建物や設備などの物理的

な環境，人々の意識や行動，制度などの社会的な環境にバリア

が潜んでいる。これを取り除くことをバリアフリーという。さ
らに，新しくバリアを生み出さないように，私たちが使う商品

やサービス，環境，コミュニケーションなどを，子ども，高齢

者，障がい者，外国籍の人など，どんな人にとっても使いやす

いものとするユニバーサルデザインや，インクルーシブデザイ
ンなどの取り組みも大切だ。
障がいの有無などによって分け隔てられることがなく，だれ

もが互いの人権，価値観や生き方を尊重し，社会の中で役割を

果たし，支え合いながら幸福を追求できる社会を共生社会とい
う。国籍や民族などが異なる人々と，互いの文化や宗教の違い

を理解し，地域でともに暮らしていく多文化共生，自然や周辺
環境とともに暮らしていく環境共生という考え方も，今後ます
ます大切になる。共生社会は，家庭，学校，地域，職場など，

社会のあらゆる場面での一人ひとりの努力と参加で実現される。

1

図3 2

3

4

1 バリアフリー：➡p.117　バリアフリー住宅
➡p.129　バリアフリー新法

2 ユニバーサルデザインの７原則：
①誰もが公平に利用できる
②使う上で自由度が高い
③使い方が簡単ですぐわかりやすい
④必要な情報が効果的に伝わる
⑤間違った操作が危険につながらない
⑥身体的負担が少ない
⑦接近や操作がしやすいスペースと大きさがある

3 インクルーシブデザイン：高齢者や障がい者など，こ
れまで大量生産の製品の対象から排除されていた多様な
ニーズを持つ人たちを，製品の設計や開発過程に積極的
に巻き込む（include）ことを特徴とするデザインやもの
づくりのこと。

4 環境共生：➡p.130　環境共生住宅

グローバル GLOBAL

世界の社会保障制度

社会保障制度は国ごとに大きく異なり，その国の社会のあり方を映し
出している。社会保障をどこが担うかによって大きく3つに分けること
ができる。
❶政府中心型
国家が社会保障の中心的な役割を担う。国民の負担は大きいが社会保

障の水準が高い（高福祉・高負担）。
スウェーデン，ノルウェー，デンマークなど。
❷職域家族中心型
職場ごとの社会保険が充実しており，家族が扶養責任を果たせなくな

った時のために社会保障制度が用意されている。
ドイツ，フランス，イタリアなど。
❸市場依存型
多くの人が自分で民間の医療保険サービスなどに加入し，もしもの時

に備えている。社会保障給付の水準も国民の負担も比較的低い。
アメリカが典型例。

注：�あくまでも分類の目安なので，各国の個別の社会保障制度を見ると，必ずしも分類に当てはまらない場合もある。

スウェーデン

ド イ ツ

アメリカ

日　　本

(%)0 10 20 30 40 50 60

租税負担額 社会保障負担額

28.2% 19.8%

23.8 8.5

30.3 23.7

49.5 5.1

47.9%

32.3

54.0

54.5

●国民負担率の内訳の国際比較（2020年）

（日本は2020年度　財務省ホームページより）
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質を保つには，自助，共助，公助の重層的な支えが必要である。

公助も共助も，みんなが協力してつくり，支えるものである。

公助は税金や社会保険料が財源となっており，共助は人々のつ
ながりや仲間意識によって支えられている。私たちは，ある時

は人を支え，ある時は人から支えられる相互依存の関係にある。

❷社会保障制度

社会保障制度は，人々の権利として一定水準の生活を保障す
ることを目的としており，ライフステージに応じた生活リスク

に対応している。社会保障制度は，おもに社会保険制度と社会
福祉制度から成り立ち，国や地方自治体などが運営している。
社会保険制度には５つの制度がある。高齢者などに介護サー

ビスを提供する介護保険制度，医療サービスを保障する医療保

険，老齢・障がいなどの所得保障を行う年金保険，失業時など

の所得を保障する雇用保険，労働災害時の医療や所得を補償す

る労働者災害補償保険（労災保険）である。社会福祉制度（狭

義）は，高齢者，障がい者，児童などの生活支援を行う制度や，

最後のセーフティネットである生活保護制度からなる。

3

4

5

図2 6

7

8

1 ➡p.188　ライフイベントの種類
2 互助ともいう。
3 生活の豊かさは，経済的な豊かさや物質的な豊かさの
ほか，幸福感，充実感や満足感などの心の豊かさも含め
た生活の質（Quality Of Life : QOL）として捉えられる。

4 税金や社会保険料：➡p.19　給与明細の例

5 憲法第25条第1項は，「健康で文化的な最低限度の生
活を営む権利（生存権）」を保障している。➡p.200 図15

6 社会保険制度：社会保険料を主たる財源として，保険
事故が発生した際に現金やサービスを給付する制度であ
る。公的な社会保険制度は法定の要件に該当する者を強
制的に加入させ，保険料を納付させる。

7 社会福祉：広い意味では人々の幸せな状態を意味する。
狭い意味では，社会保障制度の一領域の制度で，租税を
財源に生活を支援する制度を意味する。

8 ➡p.153　子どもの貧困

図2 生涯にわたって生活を支援する社会保障制度

おもな機能

児童福祉制度
保育サービス，子育て支援，
社会的養護，児童手当　など

障がい（児）者福祉制度
障がい（児）者への手当，在宅サービス，施設サービス，就労支援サービス，社会参加支援　など

医療保険制度（国民健康保険，健康保険，高齢者医療制度など）
医療サービス

年金保険制度（国民年金，厚生年金など）
障害年金，遺族年金，老齢年金

生活保護制度
生活に困窮する世帯への生活費・住宅費・医療費・教育費など

高齢者福祉制度

介護保険制度
在宅サービス，施設サービス　など医療サービス

提供

所得保障

雇用継続など

福祉サービス
提供

 社会福祉制度
 社会保険制度労災保険制度

業務災害時の医療費・生活費　など

雇用保険制度
失業時の手当　など

就学前 就学期 就労・子育て期 引退後6歳 18歳 40歳 65歳

32　トイレに行きたいのに !! 177

共
生
社
会

5

10

15

177 図 2



27 図書の記号・番号 家基704

ページ 行
訂正箇所

家基 704　Survive!!　高等学校 家庭基礎　令和５年度版→６年度版修正箇所

令 和 ６ 年 度 教 科 書（ 新 ）

177 図 2

質を保つには，自助，共助，公助の重層的な支えが必要である。

公助も共助も，みんなが協力してつくり，支えるものである。

公助は税金や社会保険料が財源となっており，共助は人々のつ
ながりや仲間意識によって支えられている。私たちは，ある時

は人を支え，ある時は人から支えられる相互依存の関係にある。

❷社会保障制度
社会保障制度は，人々の権利として一定水準の生活を保障す

ることを目的としており，ライフステージに応じた生活リスク

に対応している。社会保障制度は，おもに社会保険制度と社会
福祉制度から成り立ち，国や地方自治体などが運営している。
社会保険制度には５つの制度がある。高齢者などに介護サー

ビスを提供する介護保険制度，医療サービスを保障する医療保

険，老齢・障がいなどの所得保障を行う年金保険，失業時など

の所得を保障する雇用保険，労働災害時の医療や所得を補償す

る労働者災害補償保険（労災保険）である。社会福祉制度（狭

義）は，高齢者，障がい者，児童などの生活支援を行う制度や，

最後のセーフティネットである生活保護制度からなる。

3

4

5

図2 6

7

8

1 ➡p.188　ライフイベントの種類
2 互助ともいう。
3 生活の豊かさは，経済的な豊かさや物質的な豊かさの
ほか，幸福感，充実感や満足感などの心の豊かさも含め
た生活の質（Quality Of Life : QOL）として捉えられる。

4 税金や社会保険料：➡p.19　給与明細の例

5 憲法第25条第1項は，「健康で文化的な最低限度の生
活を営む権利（生存権）」を保障している。➡p.200 図15

6 社会保険制度：社会保険料を主たる財源として，保険
事故が発生した際に現金やサービスを給付する制度であ
る。公的な社会保険制度は法定の要件に該当する者を強
制的に加入させ，保険料を納付させる。

7 社会福祉：広い意味では人々の幸せな状態を意味する。
狭い意味では，社会保障制度の一領域の制度で，租税を
財源に生活を支援する制度を意味する。

8 ➡p.153　子どもの貧困

図2 生涯にわたって生活を支援する社会保障制度

おもな機能

障がい（児）者福祉制度
障がい（児）者への手当，在宅サービス，施設サービス，就労支援サービス，社会参加支援　など

医療保険制度（国民健康保険，健康保険，高齢者医療制度など）
医療サービス

年金保険制度（国民年金，厚生年金など）
障害年金，遺族年金，老齢年金

生活保護制度
生活に困窮する世帯への生活費・住宅費・医療費・教育費など

高齢者福祉制度

介護保険制度
在宅サービス，施設サービス　など

医療サービス
提供

所得保障

雇用継続など

福祉サービス
提供

 社会福祉制度
 社会保険制度労災保険制度

業務災害時の医療費・生活費　など

雇用保険制度
失業時の手当　など

就学前 就学期 就労・子育て期 引退後6歳 18歳 40歳 65歳

児童福祉制度
保育サービス，子育て支援，
社会的養護，児童手当　など

生活困窮者自立支援制度
自立相談支援，家計改善支援，一時生活支援，

子ども学習・生活支援，就労支援　など
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193

図 10

図 10

わが国の婚姻届は異性婚に限っているが，同性婚を公認する
地方自治体もある。さらに，血縁関係のない異世代の人々が，一

つ屋根の下で家族的つながりを築いて暮らしていることもある。

❺少子化
結婚しても子どもを持つとは限らないが，多くの夫婦は子ど

もを育てる生活を経験している。しかし，日本の合
ごう
計
けい
特
とく
殊
しゅ
出
しゅっ
生
しょう

率
りつ
は依然として低い状況が続いており，少子化は改善されてい

ない。少子化の影響として，人口減少による労働力の不足，若

い世代における社会保障費の負担増などが懸念されている。

❻高齢化

日本の高齢化率は，上昇し続けている。高齢者はその豊かな

人生経験から，知恵袋として文化を伝える役割を担っており，

家族や社会にとっては，大切な存在である。しかし，健康を損

ねたり，経済的困難を抱えたりすることもある。家族の支援に

加えて，地域の行政サービスなどをうまく利用することが大切

である。

４

５

図10

６

７

４ 同性婚を認めている国：同性婚を認めた最初の国はオ
ランダで，2000年12月に同性結婚法が成立。その後，ヨ
ーロッパを中心に，アメリカ大陸や南アフリカなどでも
同性婚を認める国が増えており，多様なパートナーシッ
プの形が定着してきている。
日本では，2015年11月に東京都渋谷区・世田谷区で同性
パートナーシップ制度がスタートし，その後，全国各地
の自治体に広がりを見せている。

５ 少子化：➡p.153

６ 高齢化：➡p.162

７ ➡p.176　暮らしを支える自助，共助，公助

日本 2021年 1.30

フランス 2020年 1.82

スウェーデン 2020年 1.66

アメリカ 2020年 1.64

イギリス 2020年 1.58

ドイツ 2020年 1.53

シンガポール 2020年 1.10

韓国 2020年 0.84

台湾 2020年 0.99
（厚生労働省「人口動態統計」，

内閣府「令和４年版少子化社会対策白書」より）

グローバル GLOBAL

合計特殊出生率の国際比較

（厚生労働省「人口動態統計」，国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」より）

図10 子どもの出生数と合計特殊出生率の推移
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合計特殊出生率とは
ある年において，15～49歳の一人の女性が一生の間に生むと想定される子どもの数。
日本（2020年）の場合，2.06を下回ると総人口は減少に向かうとされる。
2005年には過去最低である1.26まで落ち込んだ。

❶将来，自分がしてみたい暮らし方や，自分
がつくりたい家族像について，考えること
ができましたか。

❷都道府県別の合計特殊出生率を調べてみま
しょう。どんなことが読み取れるでしょうか。

❸少子化や高齢化についての自分の考えをま
とめてみましょう。

生活に生かそう。

学習をふり返ろう！
ひろげよう！
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わが国の婚姻届は異性婚に限っているが，同性婚を公認する
地方自治体もある。さらに，血縁関係のない異世代の人々が，一

つ屋根の下で家族的つながりを築いて暮らしていることもある。

❺少子化
結婚しても子どもを持つとは限らないが，多くの夫婦は子ど

もを育てる生活を経験している。しかし，日本の合
ごう
計
けい
特
とく
殊
しゅ
出
しゅっ
生
しょう

率
りつ
は依然として低い状況が続いており，少子化は改善されてい

ない。少子化の影響として，人口減少による労働力の不足，若

い世代における社会保障費の負担増などが懸念されている。

❻高齢化

日本の高齢化率は，上昇し続けている。高齢者はその豊かな

人生経験から，知恵袋として文化を伝える役割を担っており，

家族や社会にとっては，大切な存在である。しかし，健康を損

ねたり，経済的困難を抱えたりすることもある。家族の支援に

加えて，地域の行政サービスなどをうまく利用することが大切

である。

４

５

図10

６

７

４ 同性婚を認めている国：同性婚を認めた最初の国はオ
ランダで，2000年12月に同性結婚法が成立。その後，ヨ
ーロッパを中心に，アメリカ大陸や南アフリカなどでも
同性婚を認める国が増えており，多様なパートナーシッ
プの形が定着してきている。
日本では，2015年11月に東京都渋谷区・世田谷区で同性
パートナーシップ制度がスタートし，その後，全国各地
の自治体に広がりを見せている。

５ 少子化：➡p.153

６ 高齢化：➡p.162

７ ➡p.176　暮らしを支える自助，共助，公助

日本 2022年 1.26

フランス 2020年 1.82

スウェーデン 2020年 1.66

アメリカ 2020年 1.64

イギリス 2020年 1.58

ドイツ 2020年 1.53

シンガポール 2020年 1.10

韓国 2020年 0.84

台湾 2020年 0.99
（厚生労働省「人口動態統計」，

内閣府「令和５年版少子化社会対策白書」より）

グローバル GLOBAL

合計特殊出生率の国際比較

（厚生労働省「人口動態統計」，国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」より）
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合計特殊出生率とは
ある年において，15～49歳の一人の女性が一生の間に生むと想定される子どもの数。
日本（2021年）の場合，2.07を下回ると総人口は減少に向かうとされる。
2005年には過去最低である1.26まで落ち込んだ。

❶将来，自分がしてみたい暮らし方や，自分
がつくりたい家族像について，考えること
ができましたか。

❷都道府県別の合計特殊出生率を調べてみま
しょう。どんなことが読み取れるでしょうか。

❸少子化や高齢化についての自分の考えをま
とめてみましょう。

生活に生かそう。

学習をふり返ろう！
ひろげよう！
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192 図 8

❸結婚・婚姻の変化

あなたは，将来，だれと暮らしたいだろうか。どのような家

族をつくりたいだろうか。「家族とは何か」という問いへの回

答は，何をもって家族と考えるかにより多様である。法的には，

婚姻届の提出により，新しい家族の誕生となる。
かつては，結婚するのにふさわしい年齢を表す適齢期という

考え方があったが，最近はあまりこだわらなくなってきた。平
均初婚年齢はだんだんと上昇し，晩婚化が顕著になっている。
未婚率も上昇し続けており，結婚はだれもがするものという考
え方は弱まりつつある。しかし，現在のところ，多くの人は，

生涯で少なくとも一度は結婚をしている。

❹多様化する暮らし方

近年，若者がルームシェアをしたり，婚姻届けを出す前に一

緒に住んだりすることが，珍しくなくなった。また，事実婚と
いう形をとり，婚姻届を出さずにパートナーと実質上の家族と

して暮らしている人々もいる。

１

図８ ２

図９

３

１ 家族には，生まれた家族（出生家族）と創る家族（創
設家族）がある。

２ 平均初婚年齢が高くなることを晩婚化という。

３ 海外には，婚姻していないカップルに対しても，婚姻
している夫婦に準ずる権利や保護を与える制度を持つ国
がある。たとえば，スウェーデンの S

サ ム ボ
ambo 法（Sambo

は同棲を意味する言葉），フランスの P
パ ク ス
ACS（民事連帯契

約）など。

①あなたは将来，結婚したい？　したくない？　その理由は？

② もしも，結婚するとしたら，結婚相手に求める条件は？　優先順位を
考えてみよう。

１　性格がよい
２　収入がよい
３　家事ができる
４　見た目が自分の好み
５　学歴が高い
６　健康である
７　その他（具体的には？）

Challenge
チャレンジ 結婚について考えてみよう

（厚生労働省「人口動態統計」より）

（総務省統計局「国勢調査」より）
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❸結婚・婚姻の変化
あなたは，将来，だれと暮らしたいだろうか。どのような家

族をつくりたいだろうか。「家族とは何か」という問いへの回

答は，何をもって家族と考えるかにより多様である。法的には，

婚姻届の提出により，新しい家族の誕生となる。
かつては，結婚するのにふさわしい年齢を表す適齢期という

考え方があったが，最近はあまりこだわらなくなってきた。平
均初婚年齢はだんだんと上昇し，晩婚化が顕著になっている。
未婚率も上昇し続けており，結婚はだれもがするものという考
え方は弱まりつつある。しかし，現在のところ，多くの人は，

生涯で少なくとも一度は結婚をしている。

❹多様化する暮らし方
近年，若者がルームシェアをしたり，婚姻届けを出す前に一

緒に住んだりすることが，珍しくなくなった。また，事実婚と
いう形をとり，婚姻届を出さずにパートナーと実質上の家族と

して暮らしている人々もいる。

１

図８ ２
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３

１ 家族には，生まれた家族（出生家族）と創る家族（創
設家族）がある。

２ 平均初婚年齢が高くなることを晩婚化という。

３ 海外には，婚姻していないカップルに対しても，婚姻
している夫婦に準ずる権利や保護を与える制度を持つ国
がある。たとえば，スウェーデンの S

サ ム ボ
ambo 法（Sambo

は同棲を意味する言葉），フランスの P
パ ク ス
ACS（民事連帯契

約）など。

①あなたは将来，結婚したい？　したくない？　その理由は？

② もしも，結婚するとしたら，結婚相手に求める条件は？　優先順位を
考えてみよう。

１　性格がよい
２　収入がよい
３　家事ができる
４　見た目が自分の好み
５　学歴が高い
６　健康である
７　その他（具体的には？）

Challenge
チャレンジ 結婚について考えてみよう

（厚生労働省「人口動態統計」より）

（総務省統計局「国勢調査」より）
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わが国の婚姻届は異性婚に限っているが，同性婚を公認する
地方自治体もある。さらに，血縁関係のない異世代の人々が，一

つ屋根の下で家族的つながりを築いて暮らしていることもある。

❺少子化
結婚しても子どもを持つとは限らないが，多くの夫婦は子ど

もを育てる生活を経験している。しかし，日本の合
ごう
計
けい
特
とく
殊
しゅ
出
しゅっ
生
しょう

率
りつ
は依然として低い状況が続いており，少子化は改善されてい

ない。少子化の影響として，人口減少による労働力の不足，若

い世代における社会保障費の負担増などが懸念されている。

❻高齢化

日本の高齢化率は，上昇し続けている。高齢者はその豊かな

人生経験から，知恵袋として文化を伝える役割を担っており，

家族や社会にとっては，大切な存在である。しかし，健康を損

ねたり，経済的困難を抱えたりすることもある。家族の支援に

加えて，地域の行政サービスなどをうまく利用することが大切

である。

４

５

図10

６

７

４ 同性婚を認めている国：同性婚を認めた最初の国はオ
ランダで，2000年12月に同性結婚法が成立。その後，ヨ
ーロッパを中心に，アメリカ大陸や南アフリカなどでも
同性婚を認める国が増えており，多様なパートナーシッ
プの形が定着してきている。
日本では，2015年11月に東京都渋谷区・世田谷区で同性
パートナーシップ制度がスタートし，その後，全国各地
の自治体に広がりを見せている。

５ 少子化：➡p.153

６ 高齢化：➡p.162

７ ➡p.176　暮らしを支える自助，共助，公助

日本 2021年 1.30

フランス 2020年 1.82

スウェーデン 2020年 1.66

アメリカ 2020年 1.64

イギリス 2020年 1.58

ドイツ 2020年 1.53

シンガポール 2020年 1.10

韓国 2020年 0.84

台湾 2020年 0.99
（厚生労働省「人口動態統計」，

内閣府「令和４年版少子化社会対策白書」より）

グローバル GLOBAL

合計特殊出生率の国際比較

（厚生労働省「人口動態統計」より）

図10 子どもの出生数と合計特殊出生率の推移

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

出
生
数

合
計
特
殊
出
生
率

2,337,507

3.65

840,835

1.33

子どもの出生数

合計特殊出生率

（年）

（万人） （人）

20202010199019701950

合計特殊出生率とは
ある年において，15～49歳の一人の女性が一生の間に生むと想定される子どもの数。
日本（2020年）の場合，2.06を下回ると総人口は減少に向かうとされる。
2005年には過去最低である1.26まで落ち込んだ。

❶将来，自分がしてみたい暮らし方や，自分
がつくりたい家族像について，考えること
ができましたか。

❷都道府県別の合計特殊出生率を調べてみま
しょう。どんなことが読み取れるでしょうか。

❸少子化や高齢化についての自分の考えをま
とめてみましょう。

生活に生かそう。

学習をふり返ろう！
ひろげよう！
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わが国の婚姻届は異性婚に限っているが，同性婚を公認する
地方自治体もある。さらに，血縁関係のない異世代の人々が，一

つ屋根の下で家族的つながりを築いて暮らしていることもある。

❺少子化
結婚しても子どもを持つとは限らないが，多くの夫婦は子ど

もを育てる生活を経験している。しかし，日本の合
ごう
計
けい
特
とく
殊
しゅ
出
しゅっ
生
しょう

率
りつ
は依然として低い状況が続いており，少子化は改善されてい

ない。少子化の影響として，人口減少による労働力の不足，若

い世代における社会保障費の負担増などが懸念されている。

❻高齢化

日本の高齢化率は，上昇し続けている。高齢者はその豊かな

人生経験から，知恵袋として文化を伝える役割を担っており，

家族や社会にとっては，大切な存在である。しかし，健康を損

ねたり，経済的困難を抱えたりすることもある。家族の支援に

加えて，地域の行政サービスなどをうまく利用することが大切

である。

４

５

図10

６

７

４ 同性婚を認めている国：同性婚を認めた最初の国はオ
ランダで，2000年12月に同性結婚法が成立。その後，ヨ
ーロッパを中心に，アメリカ大陸や南アフリカなどでも
同性婚を認める国が増えており，多様なパートナーシッ
プの形が定着してきている。
日本では，2015年11月に東京都渋谷区・世田谷区で同性
パートナーシップ制度がスタートし，その後，全国各地
の自治体に広がりを見せている。

５ 少子化：➡p.153

６ 高齢化：➡p.162

７ ➡p.176　暮らしを支える自助，共助，公助
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ドイツ 2020年 1.53
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韓国 2020年 0.84

台湾 2020年 0.99
（厚生労働省「人口動態統計」，

内閣府「令和４年版少子化社会対策白書」より）
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合計特殊出生率の国際比較

（厚生労働省「人口動態統計」，国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」より）

図10 子どもの出生数と合計特殊出生率の推移
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ある年において，15～49歳の一人の女性が一生の間に生むと想定される子どもの数。
日本（2021年）の場合，2.07を下回ると総人口は減少に向かうとされる。
2005年には過去最低である1.26まで落ち込んだ。

❶将来，自分がしてみたい暮らし方や，自分
がつくりたい家族像について，考えること
ができましたか。

❷都道府県別の合計特殊出生率を調べてみま
しょう。どんなことが読み取れるでしょうか。

❸少子化や高齢化についての自分の考えをま
とめてみましょう。

生活に生かそう。

学習をふり返ろう！
ひろげよう！
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195 図 12

❷家事労働
家事労働は無償であり，労働は断片的で，家族員の都合によ

りばらばらに生じてくることも多い。例えば，食事時間が異な

れば，そのつど配膳や片づけが必要になる。

家事労働は，人が健康で快適な生活を送るために，必ず行わ

なければならない仕事である。男女ともに行うべき仕事である

が，歴史的につくられた性別役割分業意識から女性の仕事とさ
れてきて，今でもこの傾向が残っている。最近では，さまざま

な家事の社会化が進んでいる。

❸ワーク・ライフ・バランス
個人の自立した生活とは，職業労働も家事労働もできること

である。ジェンダーによる固定的な性別役割分業意識にこだわ
ることなく，男女が協力してともに家庭生活の責任を果たし，

健康で人間らしい生活を追求していくためには，ワーク・ライ
フ・バランス（仕事と生活の調和）が求められる。
ワーク・ライフ・バランスが実現した社会は，「国民一人ひと

りがやりがいや充実感を感じながら働き，仕事上の責任を果た

すとともに，家庭や地域生活などにおいても，子育て期，中高

年期といった人生の各段階（ライフステージ）に応じて多様な

生き方が選択・実現できる社会」と考えられている。

図12 図13

５

６

（内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」より） （総務省統計局「令和３年社会生活基本調査」より）

図12 「夫は外で働き，妻は家庭を守るべきである」という考え方について
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図13 夫と妻の家事関連時間（週全体平均）
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１ 報酬を伴う有償労働をペイドワーク，報酬を伴わない
無償労働をアンペイドワークともいう。

２ ➡p.196　 労働についての国際比較
M字カーブ

３ 非正規雇用：➡p.22~23

４ 過労死は日本特有の社会問題で，海外でも「karoshi」
として表記されている。

５ 家事の外部化ともいう。家庭内や家族で行っていた家
事を，産業（企業）や行政のさまざまな施設やサービス
が行うこと。洗濯やアイロンがけを行ってくれるクリー
ニング店や，掃除や食事づくりをしてくれる家事代行サ
ービスなど。

６ ジェンダー：文化的，社会的につくられた性差や性別
意識のこと。

※ 家事関連時間とは，「家事」「介護・看護」「育児」「買い物」
の合計時間のこと。
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❷家事労働
家事労働は無償であり，労働は断片的で，家族員の都合によ

りばらばらに生じてくることも多い。例えば，食事時間が異な

れば，そのつど配膳や片づけが必要になる。

家事労働は，人が健康で快適な生活を送るために，必ず行わ

なければならない仕事である。男女ともに行うべき仕事である

が，歴史的につくられた性別役割分業意識から女性の仕事とさ
れてきて，今でもこの傾向が残っている。最近では，さまざま

な家事の社会化が進んでいる。

❸ワーク・ライフ・バランス
個人の自立した生活とは，職業労働も家事労働もできること

である。ジェンダーによる固定的な性別役割分業意識にこだわ
ることなく，男女が協力してともに家庭生活の責任を果たし，

健康で人間らしい生活を追求していくためには，ワーク・ライ
フ・バランス（仕事と生活の調和）が求められる。
ワーク・ライフ・バランスが実現した社会は，「国民一人ひと

りがやりがいや充実感を感じながら働き，仕事上の責任を果た

すとともに，家庭や地域生活などにおいても，子育て期，中高

年期といった人生の各段階（ライフステージ）に応じて多様な

生き方が選択・実現できる社会」と考えられている。

図12 図13

５

６

（内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」より） （総務省統計局「令和３年社会生活基本調査」より）
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無償労働をアンペイドワークともいう。

２ ➡p.196　 労働についての国際比較
M字カーブ

３ 非正規雇用：➡p.22~23

４ 過労死は日本特有の社会問題で，海外でも「karoshi」
として表記されている。

５ 家事の外部化ともいう。家庭内や家族で行っていた家
事を，産業（企業）や行政のさまざまな施設やサービス
が行うこと。洗濯やアイロンがけを行ってくれるクリー
ニング店や，掃除や食事づくりをしてくれる家事代行サ
ービスなど。

６ ジェンダー：文化的，社会的につくられた性差や性別
意識のこと。

※ 家事関連時間とは，「家事」「介護・看護」「育児」「買い物」
の合計時間のこと。
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❹男女共同参画社会の実現を目指して

男女共同参画社会とは，「男女が，社会の対等な構成員として，
自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画す

る機会が確保され，もって男女が均等に政治的，経済的，社会

的及び文化的利益を享受することができ，かつ，共に責任を担

うべき社会」のことである（男女共同参画社会基本法第２条）。

つまり，男女が，互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合

い，性別にかかわりなく，その個性と能力を十分に発揮するこ

とができる社会をいい，その実現が求められている。

となりの席の人と，「パートナーとして，一緒
に暮らす」と仮定し，家事や育児などの分担を
考えてみよう。

（例）
・朝食づくり ・布団を干す
・朝食の後片付け ・洗濯
・ごみ出し ・子どもの送迎
・夕食づくり ・部屋の掃除
・夕食の後片付け ・風

ふ
呂
ろ
掃除

・その他

Challenge チャレンジ

家事・育児の分担は？

・ごみ出し ・子どもの送迎
・夕食づくり ・部屋の掃除

女性の労働力率＊は，結婚・出産期にあたる年代にいったん低下し，育児が落ち着いた時期に再び上昇するという，いわゆる「Ｍ字カ
ーブ」を描くことが知られているが，近年，Ｍ字の谷の部分が浅くなってきている。家事・育児関連時間の国際比較を見ると，日本の夫
の家事・育児関連時間は，先進国中最低の水準にとどまっている。男女間の家事・育児の負担割合には，いまだ大きな差がある。

グローバル GLOBAL

労働についての国際比較
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＊労働力率：15歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合のこと

●６歳未満の子どもを持つ夫婦の家事・育児関連時間（１日あたり） ●１人あたりの平均年間労働時間（2020年）

（内閣府「男女共同参画白書 令和元年版」より） （労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2022」より）
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※日本以外は女性の労働力率。日本は2020年，ほかは2019年の値。 （総務省統計局「労働力調査」，内閣府「男女共同参画白書 令和３年版」より）
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❹男女共同参画社会の実現を目指して

男女共同参画社会とは，「男女が，社会の対等な構成員として，
自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画す

る機会が確保され，もって男女が均等に政治的，経済的，社会

的及び文化的利益を享受することができ，かつ，共に責任を担

うべき社会」のことである（男女共同参画社会基本法第２条）。

つまり，男女が，互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合

い，性別にかかわりなく，その個性と能力を十分に発揮するこ

とができる社会をいい，その実現が求められている。

となりの席の人と，「パートナーとして，一緒
に暮らす」と仮定し，家事や育児などの分担を
考えてみよう。

（例）
・朝食づくり ・布団を干す
・朝食の後片付け ・洗濯
・ごみ出し ・子どもの送迎
・夕食づくり ・部屋の掃除
・夕食の後片付け ・風

ふ
呂
ろ
掃除

・その他

Challenge チャレンジ

家事・育児の分担は？

・ごみ出し ・子どもの送迎
・夕食づくり ・部屋の掃除

女性の労働力率＊は，結婚・出産期にあたる年代にいったん低下し，育児が落ち着いた時期に再び上昇するという，いわゆる「Ｍ字カ
ーブ」を描くことが知られているが，近年，Ｍ字の谷の部分が浅くなってきている。家事・育児関連時間の国際比較を見ると，日本の夫
の家事・育児関連時間は，先進国中最低の水準にとどまっている。男女間の家事・育児の負担割合には，いまだ大きな差がある。
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●６歳未満の子どもを持つ夫婦の家事・育児関連時間（１日あたり） ●１人あたりの平均年間労働時間（2020年）

（内閣府「男女共同参画白書 令和元年版」より） （労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2022」より）

0

20

40

60

80

100

65
〜

60
〜
64

55
〜
59

50
〜
54

45
〜
49

40
〜
44

35
〜
39

30
〜
34

25
〜
29

20
〜
24

15
〜
19

（
歳
）

（％）

●日本（女性）

●日本（男性）

■アメリカ

●スウェーデン

●韓国

■フランス

（％）

0

20

40

60

80

100

（
歳
）

65
〜
69

60
〜
64

55
〜
59

50
〜
54

45
〜
49

40
〜
44

35
〜
39

30
〜
34

25
〜
29

20
〜
24

15
〜
19

70
〜

20.4

75.4
85.9

69.9

49.2

77.8

57.1

48.2

76.0 79.4 81.0 80.0
74.3

61.0

40.3

12.2

1980年1980年
2000年2000年

2020年2020年

●女性の労働力率の国際比較 ●日本の女性の労働力率の推移

※日本以外は女性の労働力率。日本は2020年，ほかは2019年の値。 （総務省統計局「労働力調査」，内閣府「男女共同参画白書 令和３年版」より）
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❹男女共同参画社会の実現を目指して

男女共同参画社会とは，「男女が，社会の対等な構成員として，
自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画す

る機会が確保され，もって男女が均等に政治的，経済的，社会

的及び文化的利益を享受することができ，かつ，共に責任を担

うべき社会」のことである（男女共同参画社会基本法第２条）。

つまり，男女が，互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合

い，性別にかかわりなく，その個性と能力を十分に発揮するこ

とができる社会をいい，その実現が求められている。

となりの席の人と，「パートナーとして，一緒
に暮らす」と仮定し，家事や育児などの分担を
考えてみよう。

（例）
・朝食づくり ・布団を干す
・朝食の後片付け ・洗濯
・ごみ出し ・子どもの送迎
・夕食づくり ・部屋の掃除
・夕食の後片付け ・風

ふ
呂
ろ
掃除

・その他

Challenge チャレンジ

家事・育児の分担は？

・ごみ出し ・子どもの送迎
・夕食づくり ・部屋の掃除

女性の労働力率＊は，結婚・出産期にあたる年代にいったん低下し，育児が落ち着いた時期に再び上昇するという，いわゆる「Ｍ字カ
ーブ」を描くことが知られているが，近年，Ｍ字の谷の部分が浅くなってきている。家事・育児関連時間の国際比較を見ると，日本の夫
の家事・育児関連時間は，先進国中最低の水準にとどまっている。男女間の家事・育児の負担割合には，いまだ大きな差がある。

グローバル GLOBAL

労働についての国際比較
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＊労働力率：15歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合のこと

●６歳未満の子どもを持つ夫婦の家事・育児関連時間（１日あたり） ●１人あたりの平均年間労働時間（2021年）

（内閣府「男女共同参画白書 令和元年版」より） （労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2023」より）
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●女性の労働力率の国際比較 ●日本の女性の労働力率の推移

※ 日本以外は女性の労働力率。日本は2022年，アメリカは2021年，ほかは2020
年の値。

（総務省統計局「労働力調査」，内閣府「男女共同参画白書 令和３年版，５年版」
より）
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❹男女共同参画社会の実現を目指して

男女共同参画社会とは，「男女が，社会の対等な構成員として，
自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画す

る機会が確保され，もって男女が均等に政治的，経済的，社会

的及び文化的利益を享受することができ，かつ，共に責任を担

うべき社会」のことである（男女共同参画社会基本法第２条）。

つまり，男女が，互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合

い，性別にかかわりなく，その個性と能力を十分に発揮するこ

とができる社会をいい，その実現が求められている。

となりの席の人と，「パートナーとして，一緒
に暮らす」と仮定し，家事や育児などの分担を
考えてみよう。

（例）
・朝食づくり ・布団を干す
・朝食の後片付け ・洗濯
・ごみ出し ・子どもの送迎
・夕食づくり ・部屋の掃除
・夕食の後片付け ・風

ふ
呂
ろ
掃除

・その他

Challenge チャレンジ

家事・育児の分担は？

・ごみ出し ・子どもの送迎
・夕食づくり ・部屋の掃除

女性の労働力率＊は，結婚・出産期にあたる年代にいったん低下し，育児が落ち着いた時期に再び上昇するという，いわゆる「Ｍ字カ
ーブ」を描くことが知られているが，近年，Ｍ字の谷の部分が浅くなってきている。家事・育児関連時間の国際比較を見ると，日本の夫
の家事・育児関連時間は，先進国中最低の水準にとどまっている。男女間の家事・育児の負担割合には，いまだ大きな差がある。

グローバル GLOBAL

労働についての国際比較
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＊労働力率：15歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合のこと

●６歳未満の子どもを持つ夫婦の家事・育児関連時間（１日あたり） ●１人あたりの平均年間労働時間（2021年）

（内閣府「男女共同参画白書 令和元年版」より） （労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2023」より）
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●女性の労働力率の国際比較 ●日本の女性の労働力率の推移

※ 日本以外は女性の労働力率。日本は2022年，アメリカは2021年，ほかは2020
年の値。

（総務省統計局「労働力調査」，内閣府「男女共同参画白書 令和３年版，５年版」
より）

名前のない家事も
あるよね！
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❹男女共同参画社会の実現を目指して

男女共同参画社会とは，「男女が，社会の対等な構成員として，
自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画す

る機会が確保され，もって男女が均等に政治的，経済的，社会

的及び文化的利益を享受することができ，かつ，共に責任を担

うべき社会」のことである（男女共同参画社会基本法第２条）。

つまり，男女が，互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合

い，性別にかかわりなく，その個性と能力を十分に発揮するこ

とができる社会をいい，その実現が求められている。

となりの席の人と，「パートナーとして，一緒
に暮らす」と仮定し，家事や育児などの分担を
考えてみよう。

（例）
・朝食づくり ・布団を干す
・朝食の後片付け ・洗濯
・ごみ出し ・子どもの送迎
・夕食づくり ・部屋の掃除
・夕食の後片付け ・風

ふ
呂
ろ
掃除

・その他

Challenge チャレンジ

家事・育児の分担は？

・ごみ出し ・子どもの送迎
・夕食づくり ・部屋の掃除

女性の労働力率＊は，結婚・出産期にあたる年代にいったん低下し，育児が落ち着いた時期に再び上昇するという，いわゆる「Ｍ字カ
ーブ」を描くことが知られているが，近年，Ｍ字の谷の部分が浅くなってきている。家事・育児関連時間の国際比較を見ると，日本の夫
の家事・育児関連時間は，先進国中最低の水準にとどまっている。男女間の家事・育児の負担割合には，いまだ大きな差がある。

グローバル GLOBAL

労働についての国際比較
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＊労働力率：15歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合のこと

●６歳未満の子どもを持つ夫婦の家事・育児関連時間（１日あたり） ●１人あたりの平均年間労働時間（2020年）

（内閣府「男女共同参画白書 令和元年版」より） （労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2022」より）
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●女性の労働力率の国際比較 ●日本の女性の労働力率の推移

※日本以外は女性の労働力率。日本は2020年，ほかは2019年の値。 （総務省統計局「労働力調査」，内閣府「男女共同参画白書 令和３年版」より）
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❶家族と法律

私たちのまわりには多くの法律があるが，家族・家庭に関す

る制度はおもに民法に規定されている。民法は，憲法で定めら
れた基本の考え方をもとに制定されている。

図15
衣生活，食生活，住生活，消費生活などにか

かわる法律をあげてみよう。

例：�食品表示法　住生活基本法　など

Challenge  チャレンジ

生活にかかわる法律は？

●日本国憲法
第27条　すべて国
民は，勤労の権利を
有し，義務を負う。

●男女雇用機会均等法 *¹
第5条　事業主は，労働者の募集及び
採用について，その性別にかかわりな
く均等な機会を与えなければならな
い。
第6条　事業主は，次に掲げる事項に
ついて，労働者の性別を理由として，
差別的な取扱いをしてはならない。
一　労働者の配置，昇進，降格及び教
育訓練　二　住宅資金の貸付その他　
三　労働者の職種及び雇用形態の変
更　四　退職の勧奨，定年及び解雇並
びに労働契約の更新。

●労働基準法
第65条　①使用者は，６週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産する予定の女
性が休業を請求した場合においては，その者を就業させてはならない。②使用者は，
産後８週間を経過しない女性を就業させてはならない（略）。

●児童虐待防止法 *2

第３条　何人も，児童に対し，虐待をしてはならない。

●育児・介護休業法 *３

第１条　この法律は，育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び
介護休暇に関する制度を設けるとともに，子の養育及び家族の介護を容易にするた
め所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか，子の養育又は家族の
介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により，（略）これらの者の
福祉の増進を図り，あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

●介護保険法
第９条　65歳以上の者，40歳以上
65歳未満の医療保険加入者は，介
護保険の被保険者となる。

●介護保険法
第2条　介護保険は，被保険者の
要介護状態又は要支援状態に関し，
必要な保険給付を行うものとする。

●戸籍法
第86条　死亡の届出は，届出
義務者が，死亡の事実を知っ
た日から７日（国外での死亡
は３か月）以内にしなければ
ならない。

●民法
第882条　相続は，死亡によ
って開始する。

●国民年金法
第26条　老齢基礎年金は，保
険料納付済期間又は保険料
免除期間（略）を有する者が
65歳に達したときに，その者
に支給する。ただし，その者
の保険料納付済期間と保険
料免除期間とを合算した期
間が10年に満たないときは，
この限りでない。

●日本国憲法
第24条　①婚姻は，両性の合意のみに基いて成立し，夫婦が同等の権利を有することを基本として，相互の協
力により，維持されなければならない。②配偶者の選択，財産権，相続，住居の選定，離婚並びに婚姻及び家
族に関するその他の事項に関しては，法律は，個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して，制定されなければ
ならない。

●戸籍法　
第74条　婚姻をしようとする者は，（略）その旨を届け出なければならない。

●民法
第731条　婚姻は，18歳にならなければ，することができない。
第732条　配偶者のある者は，重ねて婚姻をすることができない。
第733条　�女は，前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ，�

再婚をすることができない。
第734条　直系血族又は３親等内の傍系血族の間では，婚姻をすることができない。
第735条　直系姻族の間では，婚姻をすることができない。
第739条　婚姻は，戸籍法の定めるところにより届け出ることによって，その効力を生ずる。
第750条　夫婦は，婚姻の際に定めるところに従い，夫又は妻の氏を称する。
第752条　夫婦は同居し，互いに協力し扶助しなければならない。

●国民年金法
第8条　20歳に達したとき国民年金の被保険者の
資格を取得する。

＊2 ：正式名称「児童虐待の防止等に関する法律」　
＊3 ：正式名称「育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

就職 結婚壮年期 高齢期
20歳 40歳

子育て・
家族の介護

65歳
死亡

36　どうなる！?��相続！? 201

青
年
期
・
家
族

❷婚姻

結婚は，法律的には婚姻という。婚姻は，婚姻届を役所に提
出して受理されることによって成立する。婚姻した夫婦には，

同姓，同居，協力などの義務が生じる。配偶者の死亡により婚

姻は終わるが，話し合いなどにより婚姻を解消することもある。

それを離婚といい，当事者の合意により所定の用紙を提出する。

❸親子

親子の規定は血縁，あるいは養子縁組による。出生後14日以

内に出生届を役所に提出することにより，子どもは親の戸籍に
登録される。親には，子どもが成人するまで子の監護，教育，

財産管理を行う責任と義務がある。これを親権という。親権は，
子どもの利益のために行われるべきことであり，このことは民

法でも明確にされている。子どもに対して虐待など不適切な養

育を行った場合は，親権を喪失することがある。

1

2

3

4

1 民法の定めるおもな婚姻の条件：➡p.201
婚姻適齢➡731条
重婚の禁止➡732条
再婚禁止期間➡733条
近親婚の禁止➡734，735条

3 法律上の婚姻関係にある男女の間の子を嫡出子，婚内
子という。法律上の婚姻関係にない男女の間の子を非嫡
出子，婚外子という。
➡p.200　民法第779条

2 夫婦が互いの合意で離婚届を提出して成立する離婚を
協議離婚という。夫婦の話し合いがまとまらないときは，
家庭裁判所の手続きによる調停離婚や裁判離婚となる。

4 親権を濫用し，子どもに暴力を振るったり，子どもを
放置したりするといった児童虐待が増加していることか
ら，児童虐待から子どもを守るために，近年，民法の親
権の規定（第820条）に「子の利益のために」という文言
が追加された。平成24年4月1日から施行されている。

戦前は，明治時代に制定された憲法に基づく
明治民法が施行され，「家」制度が敷かれていた。
「家」制度の下では，結婚，家族や家庭生活は，
現在とはずいぶんと異なるものであった。何よ
りも家の繁栄と存続が重要と考えられていた。
戦後になり，現在の憲法の理念に基づいて現行
の民法に改正され，その後も時代に合わせて見
直されたり，必要に応じて改正されたりしてい
る。しかし，現在でも「家」制度の名残が見ら
れる場面もある。

明治民法（旧民法）

理念 「家」制度

結婚
年齢を問わず戸主の同意が必要。
男30歳，女25歳まで父母の同意が必要

夫婦
妻は法律上無能力者＊

嫁は夫の姓を，婿〈むこ〉は妻の姓を称する

親子 親権者は原則的に父親のみ

相続
家督相続であり，第1に男子を，第2に嫡出子
を，第3に年長者を優先して一人が相続する
＊単独では，法律行為を行うことができない者。

Column   コラム

旧民法と「家」制度

①民法第750条で，婚姻の際には「夫又は妻の氏を称する」とあるのに，結
婚すると，夫の姓にする女性が多いのはどうしてだろう？

②将来，自分の配偶者やパートナーのことを会話の中で何と表現したいだ
ろうか。また，反対に何と表現されたいだろうか。以下の会話について，
疑問に思う表現はないか，どう思うか，まわりの人と話し合ってみよう。

Challenge
チャレンジ 考えてみよう・話し合ってみよう

❶メグミ，結婚おめでとう。
ダンナさん紹介してよ。

❷うちの主人の
マサヤさんだよ。

❸はじめまして。
うちの嫁がいつも
お世話になってます。

❹はじめまして。
おつれあいの同級生の
ユキノです。
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❹男女共同参画社会の実現を目指して

男女共同参画社会とは，「男女が，社会の対等な構成員として，
自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画す

る機会が確保され，もって男女が均等に政治的，経済的，社会

的及び文化的利益を享受することができ，かつ，共に責任を担

うべき社会」のことである（男女共同参画社会基本法第２条）。

つまり，男女が，互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合

い，性別にかかわりなく，その個性と能力を十分に発揮するこ

とができる社会をいい，その実現が求められている。

となりの席の人と，「パートナーとして，一緒
に暮らす」と仮定し，家事や育児などの分担を
考えてみよう。

（例）
・朝食づくり ・布団を干す
・朝食の後片付け ・洗濯
・ごみ出し ・子どもの送迎
・夕食づくり ・部屋の掃除
・夕食の後片付け ・風

ふ
呂
ろ
掃除

・その他

Challenge チャレンジ

家事・育児の分担は？

・ごみ出し ・子どもの送迎
・夕食づくり ・部屋の掃除

女性の労働力率＊は，結婚・出産期にあたる年代にいったん低下し，育児が落ち着いた時期に再び上昇するという，いわゆる「Ｍ字カ
ーブ」を描くことが知られているが，近年，Ｍ字の谷の部分が浅くなってきている。家事・育児関連時間の国際比較を見ると，日本の夫
の家事・育児関連時間は，先進国中最低の水準にとどまっている。男女間の家事・育児の負担割合には，いまだ大きな差がある。

グローバル GLOBAL

労働についての国際比較

0 1 2 3 4 5 6 7
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＊労働力率：15歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合のこと

●６歳未満の子どもを持つ夫婦の家事・育児関連時間（１日あたり） ●１人あたりの平均年間労働時間（2021年）

（内閣府「男女共同参画白書 令和元年版」より） （労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2023」より）
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●女性の労働力率の国際比較 ●日本の女性の労働力率の推移

※ 日本以外は女性の労働力率。日本は2022年，アメリカは2021年，ほかは2020
年の値。

（総務省統計局「労働力調査」，内閣府「男女共同参画白書 令和３年版，５年版」
より）

名前のない家事も
あるよね！
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❶家族と法律
私たちのまわりには多くの法律があるが，家族・家庭に関す

る制度はおもに民法に規定されている。民法は，憲法で定めら
れた基本の考え方をもとに制定されている。

図15
衣生活，食生活，住生活，消費生活などにか

かわる法律をあげてみよう。

例： 食品表示法　住生活基本法　など

Challenge チャレンジ

生活にかかわる法律は？

●日本国憲法
第27条　すべて国
民は，勤労の権利を
有し，義務を負う。

●男女雇用機会均等法 *¹
第５条　事業主は，労働者の募集及び
採用について，その性別にかかわりな
く均等な機会を与えなければならな
い。
第６条　事業主は，次に掲げる事項に
ついて，労働者の性別を理由として，
差別的な取扱いをしてはならない。
一　労働者の配置，昇進，降格及び教
育訓練　二　住宅資金の貸付その他　
三　労働者の職種及び雇用形態の変
更　四　退職の勧奨，定年及び解雇並
びに労働契約の更新。

●労働基準法
第65条　①使用者は，６週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産する予定の女
性が休業を請求した場合においては，その者を就業させてはならない。②使用者は，
産後８週間を経過しない女性を就業させてはならない（略）。

●児童虐待防止法 *２

第３条　何人も，児童に対し，虐待をしてはならない。

●育児・介護休業法 *３

第１条　この法律は，育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び
介護休暇に関する制度を設けるとともに，子の養育及び家族の介護を容易にするた
め所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか，子の養育又は家族の
介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により，（略）これらの者の
福祉の増進を図り，あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

●介護保険法
第９条　65歳以上の者，40歳以上
65歳未満の医療保険加入者は，介
護保険の被保険者となる。

●介護保険法
第２条　介護保険は，被保険者の
要介護状態又は要支援状態に関し，
必要な保険給付を行うものとする。

●戸籍法
第86条　死亡の届出は，届出
義務者が，死亡の事実を知っ
た日から７日（国外での死亡
は３か月）以内にしなければ
ならない。

●民法
第882条　相続は，死亡によ
って開始する。

●国民年金法
第26条　老齢基礎年金は，保
険料納付済期間又は保険料
免除期間（略）を有する者が
65歳に達したときに，その者
に支給する。ただし，その者
の保険料納付済期間と保険
料免除期間とを合算した期
間が10年に満たないときは，
この限りでない。

●日本国憲法
第24条　①婚姻は，両性の合意のみに基いて成立し，夫婦が同等の権利を有することを基本として，相互の協
力により，維持されなければならない。②配偶者の選択，財産権，相続，住居の選定，離婚並びに婚姻及び家
族に関するその他の事項に関しては，法律は，個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して，制定されなければ
ならない。

●戸籍法　
第74条　婚姻をしようとする者は，（略）その旨を届け出なければならない。

●民法
第731条　婚姻は，18歳にならなければ，することができない。
第732条　配偶者のある者は，重ねて婚姻をすることができない。
第734条　直系血族又は３親等内の傍系血族の間では，婚姻をすることができない。
第735条　直系姻族の間では，婚姻をすることができない。
第739条　婚姻は，戸籍法の定めるところにより届け出ることによって，その効力を生ずる。
第750条　夫婦は，婚姻の際に定めるところに従い，夫又は妻の氏を称する。
第752条　夫婦は同居し，互いに協力し扶助しなければならない。

●国民年金法
第８条　20歳に達したとき国民年金の被保険者の
資格を取得する。

＊2 ：正式名称「児童虐待の防止等に関する法律」　
＊3 ：正式名称「育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

就職 結婚壮年期 高齢期
20歳 40歳

子育て・
家族の介護

65歳
死亡

36　どうなる！?  相続！? 201

青
年
期
・
家
族
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削除

削除

❷婚姻

結婚は，法律的には婚姻という。婚姻は，婚姻届を役所に提
出して受理されることによって成立する。婚姻した夫婦には，

同姓，同居，協力などの義務が生じる。配偶者の死亡により婚

姻は終わるが，話し合いなどにより婚姻を解消することもある。

それを離婚といい，当事者の合意により所定の用紙を提出する。

❸親子

親子の規定は血縁，あるいは養子縁組による。出生後14日以

内に出生届を役所に提出することにより，子どもは親の戸籍に
登録される。親には，子どもが成人するまで子の監護，教育，

財産管理を行う責任と義務がある。これを親権という。親権は，
子どもの利益のために行われるべきことであり，このことは民

法でも明確にされている。子どもに対して虐待など不適切な養

育を行った場合は，親権を喪失することがある。

１

２

３

４

１ 民法の定めるおもな婚姻の条件：➡p.201
婚姻適齢➡731条
重婚の禁止➡732条
近親婚の禁止➡734，735条

３ 法律上の婚姻関係にある男女の間の子を嫡出子，婚内
子という。法律上の婚姻関係にない男女の間の子を非嫡
出子，婚外子という。
➡p.200　民法第779条

２ 夫婦が互いの合意で離婚届を提出して成立する離婚を
協議離婚という。夫婦の話し合いがまとまらないときは，
家庭裁判所の手続きによる調停離婚や裁判離婚となる。

４ 親権を濫用し，子どもに暴力を振るったり，子どもを
放置したりするといった児童虐待が増加していることか
ら，児童虐待から子どもを守るために，近年，民法の親
権の規定（第820条）に「子の利益のために」という文言
が追加された。平成24年４月１日から施行されている。

戦前は，明治時代に制定された憲法に基づく
明治民法が施行され，「家」制度が敷かれていた。
「家」制度の下では，結婚，家族や家庭生活は，
現在とはずいぶんと異なるものであった。何よ
りも家の繁栄と存続が重要と考えられていた。
戦後になり，現在の憲法の理念に基づいて現行
の民法に改正され，その後も時代に合わせて見
直されたり，必要に応じて改正されたりしてい
る。しかし，現在でも「家」制度の名残が見ら
れる場面もある。

明治民法（旧民法）

理念 「家」制度

結婚
年齢を問わず戸主の同意が必要。
男30歳，女25歳まで父母の同意が必要

夫婦
妻は法律上無能力者＊

嫁は夫の姓を，婿〈むこ〉は妻の姓を称する

親子 親権者は原則的に父親のみ

相続
家督相続であり，第１に男子を，第２に嫡出子
を，第３に年長者を優先して一人が相続する
＊単独では，法律行為を行うことができない者。

Column   コラム

旧民法と「家」制度

①民法第750条で，婚姻の際には「夫又は妻の氏を称する」とあるのに，結
婚すると，夫の姓にする女性が多いのはどうしてだろう？

②将来，自分の配偶者やパートナーのことを会話の中で何と表現したいだ
ろうか。また，反対に何と表現されたいだろうか。以下の会話について，
疑問に思う表現はないか，どう思うか，まわりの人と話し合ってみよう。

Challenge
チャレンジ 考えてみよう・話し合ってみよう

❶メグミ，結婚おめでとう。
ダンナさん紹介してよ。

❷うちの主人の
マサヤさんだよ。

❸はじめまして。
うちの嫁がいつも
お世話になってます。

❹はじめまして。
おつれあいの同級生の
ユキノです。

お世話になってます。
ユキノです。
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33 図書の記号・番号

ページ 行 令 和 ５ 年 度 教 科 書（ 旧 ） 令 和 ６ 年 度 教 科 書（ 新 ）
訂正箇所

家基704家基 704　Survive!!　高等学校 家庭基礎　令和５年度版→６年度版修正箇所

211

212

下部

下部

第 37回 1989年 祖母となかよし 山形県　宮内高等学校
第 38回 1990年 いきいきおじいちゃん元気でいてね - 祖父の仕事着に一工夫 - 愛知県　一宮高等学校
第 39回 1991年 おばあちゃんの杖になりたい 大分県　宇佐高等学校
第 40回 1992年 伯父さん頑張って - 車いすでの生活を快適に - 岩手県　一関第二高等学校
第 41回 1993年 骨をつくろう - カルシウムを考える - 大阪府　天王寺高等学校
第 42回 1994年 祖母と私の二人三脚 - 家庭リハビリに取り組んで - 岩手県　一関第二高等学校
第 43回 1995年 家族リレー - 思いやりのバトンを受け取って - 福島県　原町高等学校
第 44回 1996年 姉と共に生きる - 障害者の姉に笑顔を - 岩手県　一関第二高等学校
第 45回 1997年 ぼくの食文化へのチャレンジ 岩手県　水沢高等学校
第 46回 1998年 ボケてもよろしく - 祖父と楽しく暮らす - 滋賀県　長浜高等学校
第 47回 1999年 我が家は大豆でパラ大豆 - 大豆がおいしく生まれ変わる日 - 大分県　安心院高等学校
第 48回 2000年 イケてる我が家の笑顔たち！ - つなげよう　環境文化家族へ - 岐阜県　大垣桜高等学校
第 49回 2001年 ひとりひとりの笑顔のために -To make everyone happy- 茨城県　水戸桜ノ牧高等学校
第 50回 2002年 父さんあなたが好きだから - タル体型からの脱出 - 福島県　葵高等学校
第 51回 2003年 GO GO GOYA - 南国野菜　苦味への挑戦 - 鹿児島県　甲南高等学校
第 52回 2004年 ばあちゃん　僕がついてるよ！ - ズンドコ節で今日も元気に !!- 福島県　いわき総合高等学校
第 53回 2005年 広がれ！みずなワールド - 春を楽しむ旬の味 - 福井県　勝山高等学校

第 54回 2006年 アトピッコ料理大作戦！！
～食物アレルギーでも大丈夫！安全・安心な料理を～ 沖縄県　沖縄工業高等学校

第 55回 2007年 じいちゃん，ずっと元気でね ～オリジナルのじぃ助具作りに挑戦！～ 大分県　大分商業高等学校
第 56回 2008年 大食い父さんメタボ脱出大作戦！ 北海道　札幌北高等学校
第 57回 2009年 きくばあちゃんのハッピー介護 福島県　喜多方東高等学校
第 58回 2010年 働くママを助け隊！！ 北海道　札幌北高等学校
第 59回 2011年 パパずっといっしょだよ ～祐希からの勇気～ 福島県　いわき総合高等学校
第 60回 2012年 私が隊長！祖母から広がる「うちエコあった快」作戦 岐阜県　岐阜城北高等学校
第 61回 2013年 愛（藍）がいっぱい，脱・ぽっちゃり！弟の食育大作戦 北海道　札幌北高等学校
第 62回 2014年 希望につながるリハビリを ～脳梗塞の回復・改善を目指して～ 福島県　喜多方東高等学校
第 63回 2015年 弟の自立を笑顔でサポート ～家族で育ちを見守りながら～ 福島県　喜多方東高等学校
第 64回 2016年 身近なもので防災対策を！！ ～非常時の簡易トイレ～ 神奈川県　小田原高等学校
第 65回 2017年 妹の生活習慣を育みたい！ ～忙しい川副家の食生活改善をとおして～ 佐賀県　牛津高等学校
第 66回 2018年 祖父の健康を願って ～脱！メタボ・脱！ロコモ～ 徳島県　鳴門渦潮高等学校
第 67回 2019年 菊池家　災害対策本部 ～四姉弟で災害を切り抜けろ！～ 岩手県　不来方高等学校
第 68回 2020年 母の笑顔満開 ～病気にかつ！新習慣～ 福島県　耶麻農業高等学校
第 69回 2021年 弟の自立をサポート ～互いの将来を見据えて～ 福島県　喜多方高等学校
第 70回 2022年 ダブルケアラーの母とともに ～高校生の私にできること～ 福島県　耶麻農業高等学校

●ホームプロジェクト 文部科学大臣賞受賞作一覧 1989（平成元年）年～

※ 全国高等学校家庭クラブ研究発表大会には，文
部科学大臣賞以外にも，「開催県教育委員会賞」
「産業教育振興中央会賞」「全国家庭科教育協会
賞」「クラブ員奨励賞」などさまざまな賞がある。

自分の
テーマ選びの
参考になるかな？

家の防災対策とか，
環境のこととか，
時代にあったテーマが
選ばれているね。

受賞作はタイトルが
工夫されているなあ……
私もタイトルに
こだわって
取り組んでみたいな。
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●学校家庭クラブ活動 文部科学大臣賞受賞作一覧 1989（平成元年）年～

第 37回 1989年　お年寄りとともに -3H 運動 - 福島県　相馬農業高等学校

第 38回 1990年 見つけよう！私達にできる子どもの世話　
- ボランティア・ベビーシッターをめざして - 北海道　名寄高等学校

第 39回 1991年 健康は栄養のバランスのとれた食事から -手づくり弁当ではつらつと - 宮崎県　都城泉ヶ丘高等学校

第 40回 1992年 おきざりにしないで！高齢者のファッション
- いつまでもおしゃれで元気でいてネ - 兵庫県　日高高等学校

第 41回 1993年 雨の日はパラダイス！ - 雨天時の通学を快適に - 北海道　岩見沢西高等学校
第 42回 1994年 物を大事にする心を取り戻そう！ - 限りある資源を大切に - 福島県　富岡高等学校
第 43回 1995年 「広めよう心の和」 - 身近な人とのふれあいを通して - 栃木県　佐野女子高等学校
第 44回 1996年 ふれ愛 ささえあい 助け合い  - 共に生きる心のふるさと作りを目指して - 福島県　原町高等学校
第 45回 1997年 心に光とメロディーを - 伝わる喜びあふれる社会をめざして - 福島県　原町高等学校
第 46回 1998年 ピュアに生きよう - 地球・人間にやさしいライフスタイルを - 福島県　原町高等学校
第 47回 1999年 届けよう我が家のぬくもり 宮崎県　都城泉ヶ丘高等学校
第 48回 2000年 ぬくもりオリエンテーリング - 手をとりあってライフサポート - 福島県　原町高等学校
第 49回 2001年 地球環境を守ろう！学校からの発進 - 生ゴミリサイクル - 沖縄県　八重山高等学校
第 50回 2002年 生き・壱岐　バリア・フリー大作戦 - のんちゃんと共に - 長崎県　壱岐商業高等学校
第 51回 2003年 世代を越えて共に町おこし - 地場産品の商品化を目指して - 高知県　梼原高等学校
第 52回 2004年 播州織大作戦 - 地域交流とまちの活性化 - 兵庫県　西脇高等学校

第 53回 2005年 地域に学び，地域と共に生きる　
- 食の安全と地産地消で地域との連携をめざす - 秋田県　横手清陵学院高校

第 54回 2006年 共に見つめあい明日につなぐ！！ ～高校生パワーで地域支援～ 福島県　双葉高等学校
第 55回 2007年 真綿のような　ぬくもりを！！ ～スローライフで快適介護～ 福島県　双葉高等学校

第 56回 2008年 いのちにやさしいハートフルライフ！！
～あんしんおくるみで共にリフレッシュ～ 福島県　双葉高等学校

第 57回 2009年 地産地消で笑顔満開　～米にコメた故郷の未来～ 岐阜県　海津明誠高等学校
第 58回 2010年 白ねぎパワーで米子を元気に！ 鳥取県　米子南高等学校
第 59回 2011年 守り，繋げたい大切なもの ～蚕からの贈り物～ 高知県　梼原高等学校
第 60回 2012年 エコで改善スCOOLライフ ～クールエコタイで結ぶ絆～ 福島県　福島北高等学校
第 61回 2013年 エコで改善スCOOLライフⅡ ～深めよう！家庭クラブ活動で結ぶ絆～ 福島県　福島北高等学校
第 62回 2014年 ともに生きる社会をめざして ～震災復興への取り組み・継続研究～ 岩手県　一関第一高等学校

第 63回 2015年 忘れないで！防災・減災活動でつなぐ絆　
～災害につよい人づくりを目指して～ 岐阜県　大垣桜高等学校

第 64回 2016年 あじして房州人に減災を知ってもらうべぇか？　館山減災大作戦！ 千葉県　館山総合高等学校
第 65回 2017年 SMILE プロジェクト ～未来へつなげ！ゼロ・エミッション大作戦～ 滋賀県　大津高等学校
第 66回 2018年 再興！ハルさんの「知恵と技」 ～我らの紫根染をつなぐ実践～ 岩手県　平舘高等学校
第 67回 2019年 三井高からつなげよう！地域防災の輪 ～Miiko Project! ～ 福岡県　三井高等学校
第 68回 2020年 甦れ，宝の山！守れ，牛尾山！ ～夢つむぎプロジェクト～ 佐賀県　牛津高等学校
第 69回 2021年 津高つながり防災プロジェクト 愛媛県　 宇和島東高等学校津島分校
第 70回 2022年 古民家アトリエプロジェクト ～播州織でやさしさと笑顔あふれる町づくり～ 兵庫県　西脇高等学校

あなたの地域で
取り組めることは
ないかな？

学んだことを生活に生かそう　ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動

先輩から後輩に受け継がれて，
数年に渡って
活動を続けている
学校もあるそうです。

仲間と知恵を出し合って
取り組むのって，いいね！
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第 37回 1989年 祖母となかよし 山形県　宮内高等学校
第 38回 1990年 いきいきおじいちゃん元気でいてね - 祖父の仕事着に一工夫 - 愛知県　一宮高等学校
第 39回 1991年 おばあちゃんの杖になりたい 大分県　宇佐高等学校
第 40回 1992年 伯父さん頑張って - 車いすでの生活を快適に - 岩手県　一関第二高等学校
第 41回 1993年 骨をつくろう - カルシウムを考える - 大阪府　天王寺高等学校
第 42回 1994年 祖母と私の二人三脚 - 家庭リハビリに取り組んで - 岩手県　一関第二高等学校
第 43回 1995年 家族リレー - 思いやりのバトンを受け取って - 福島県　原町高等学校
第 44回 1996年 姉と共に生きる - 障害者の姉に笑顔を - 岩手県　一関第二高等学校
第 45回 1997年 ぼくの食文化へのチャレンジ 岩手県　水沢高等学校
第 46回 1998年 ボケてもよろしく - 祖父と楽しく暮らす - 滋賀県　長浜高等学校
第 47回 1999年 我が家は大豆でパラ大豆 - 大豆がおいしく生まれ変わる日 - 大分県　安心院高等学校
第 48回 2000年 イケてる我が家の笑顔たち！ - つなげよう　環境文化家族へ - 岐阜県　大垣桜高等学校
第 49回 2001年 ひとりひとりの笑顔のために -To make everyone happy- 茨城県　水戸桜ノ牧高等学校
第 50回 2002年 父さんあなたが好きだから - タル体型からの脱出 - 福島県　葵高等学校
第 51回 2003年 GO GO GOYA - 南国野菜　苦味への挑戦 - 鹿児島県　甲南高等学校
第 52回 2004年 ばあちゃん　僕がついてるよ！ - ズンドコ節で今日も元気に !!- 福島県　いわき総合高等学校
第 53回 2005年 広がれ！みずなワールド - 春を楽しむ旬の味 - 福井県　勝山高等学校

第 54回 2006年 アトピッコ料理大作戦！！
～食物アレルギーでも大丈夫！安全・安心な料理を～ 沖縄県　沖縄工業高等学校

第 55回 2007年 じいちゃん，ずっと元気でね ～オリジナルのじぃ助具作りに挑戦！～ 大分県　大分商業高等学校
第 56回 2008年 大食い父さんメタボ脱出大作戦！ 北海道　札幌北高等学校
第 57回 2009年 きくばあちゃんのハッピー介護 福島県　喜多方東高等学校
第 58回 2010年 働くママを助け隊！！ 北海道　札幌北高等学校
第 59回 2011年 パパずっといっしょだよ ～祐希からの勇気～ 福島県　いわき総合高等学校
第 60回 2012年 私が隊長！祖母から広がる「うちエコあった快」作戦 岐阜県　岐阜城北高等学校
第 61回 2013年 愛（藍）がいっぱい，脱・ぽっちゃり！弟の食育大作戦 北海道　札幌北高等学校
第 62回 2014年 希望につながるリハビリを ～脳梗塞の回復・改善を目指して～ 福島県　喜多方東高等学校
第 63回 2015年 弟の自立を笑顔でサポート ～家族で育ちを見守りながら～ 福島県　喜多方東高等学校
第 64回 2016年 身近なもので防災対策を！！ ～非常時の簡易トイレ～ 神奈川県　小田原高等学校
第 65回 2017年 妹の生活習慣を育みたい！ ～忙しい川副家の食生活改善をとおして～ 佐賀県　牛津高等学校
第 66回 2018年 祖父の健康を願って ～脱！メタボ・脱！ロコモ～ 徳島県　鳴門渦潮高等学校
第 67回 2019年 菊池家　災害対策本部 ～四姉弟で災害を切り抜けろ！～ 岩手県　不来方高等学校
第 68回 2020年 母の笑顔満開 ～病気にかつ！新習慣～ 福島県　耶麻農業高等学校
第 69回 2021年 弟の自立をサポート ～互いの将来を見据えて～ 福島県　喜多方高等学校
第 70回 2022年 ダブルケアラーの母とともに ～高校生の私にできること～ 福島県　耶麻農業高等学校

第 71回 2023年 一人暮らしの祖母の安全のために自分がすべきこと
～三世代で過ごす未来のために～ 大分県　日田高等学校

●ホームプロジェクト 文部科学大臣賞受賞作一覧 1989（平成元年）年～

※ 全国高等学校家庭クラブ研究発表大会には，文
部科学大臣賞以外にも，「開催県教育委員会賞」
「産業教育振興中央会賞」「全国家庭科教育協会
賞」「クラブ員奨励賞」などさまざまな賞がある。

自分の
テーマ選びの
参考になるかな？

家の防災対策とか，
環境のこととか，
時代にあったテーマが
選ばれているね。

受賞作はタイトルが
工夫されているなあ……
私もタイトルに
こだわって
取り組んでみたいな。
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●学校家庭クラブ活動 文部科学大臣賞受賞作一覧 1989（平成元年）年～

第 37回 1989年　お年寄りとともに -3H 運動 - 福島県　相馬農業高等学校

第 38回 1990年 見つけよう！私達にできる子どもの世話　
- ボランティア・ベビーシッターをめざして - 北海道　名寄高等学校

第 39回 1991年 健康は栄養のバランスのとれた食事から -手づくり弁当ではつらつと - 宮崎県　都城泉ヶ丘高等学校

第 40回 1992年 おきざりにしないで！高齢者のファッション
- いつまでもおしゃれで元気でいてネ - 兵庫県　日高高等学校

第 41回 1993年 雨の日はパラダイス！ - 雨天時の通学を快適に - 北海道　岩見沢西高等学校
第 42回 1994年 物を大事にする心を取り戻そう！ - 限りある資源を大切に - 福島県　富岡高等学校
第 43回 1995年 「広めよう心の和」 - 身近な人とのふれあいを通して - 栃木県　佐野女子高等学校
第 44回 1996年 ふれ愛 ささえあい 助け合い  - 共に生きる心のふるさと作りを目指して - 福島県　原町高等学校
第 45回 1997年 心に光とメロディーを - 伝わる喜びあふれる社会をめざして - 福島県　原町高等学校
第 46回 1998年 ピュアに生きよう - 地球・人間にやさしいライフスタイルを - 福島県　原町高等学校
第 47回 1999年 届けよう我が家のぬくもり 宮崎県　都城泉ヶ丘高等学校
第 48回 2000年 ぬくもりオリエンテーリング - 手をとりあってライフサポート - 福島県　原町高等学校
第 49回 2001年 地球環境を守ろう！学校からの発進 - 生ゴミリサイクル - 沖縄県　八重山高等学校
第 50回 2002年 生き・壱岐　バリア・フリー大作戦 - のんちゃんと共に - 長崎県　壱岐商業高等学校
第 51回 2003年 世代を越えて共に町おこし - 地場産品の商品化を目指して - 高知県　梼原高等学校
第 52回 2004年 播州織大作戦 - 地域交流とまちの活性化 - 兵庫県　西脇高等学校

第 53回 2005年 地域に学び，地域と共に生きる　
- 食の安全と地産地消で地域との連携をめざす - 秋田県　横手清陵学院高校

第 54回 2006年 共に見つめあい明日につなぐ！！ ～高校生パワーで地域支援～ 福島県　双葉高等学校
第 55回 2007年 真綿のような　ぬくもりを！！ ～スローライフで快適介護～ 福島県　双葉高等学校

第 56回 2008年 いのちにやさしいハートフルライフ！！
～あんしんおくるみで共にリフレッシュ～ 福島県　双葉高等学校

第 57回 2009年 地産地消で笑顔満開　～米にコメた故郷の未来～ 岐阜県　海津明誠高等学校
第 58回 2010年 白ねぎパワーで米子を元気に！ 鳥取県　米子南高等学校
第 59回 2011年 守り，繋げたい大切なもの ～蚕からの贈り物～ 高知県　梼原高等学校
第 60回 2012年 エコで改善スCOOLライフ ～クールエコタイで結ぶ絆～ 福島県　福島北高等学校
第 61回 2013年 エコで改善スCOOLライフⅡ ～深めよう！家庭クラブ活動で結ぶ絆～ 福島県　福島北高等学校
第 62回 2014年 ともに生きる社会をめざして ～震災復興への取り組み・継続研究～ 岩手県　一関第一高等学校

第 63回 2015年 忘れないで！防災・減災活動でつなぐ絆　
～災害につよい人づくりを目指して～ 岐阜県　大垣桜高等学校

第 64回 2016年 あじして房州人に減災を知ってもらうべぇか？　館山減災大作戦！ 千葉県　館山総合高等学校
第 65回 2017年 SMILE プロジェクト ～未来へつなげ！ゼロ・エミッション大作戦～ 滋賀県　大津高等学校
第 66回 2018年 再興！ハルさんの「知恵と技」 ～我らの紫根染をつなぐ実践～ 岩手県　平舘高等学校
第 67回 2019年 三井高からつなげよう！地域防災の輪 ～Miiko Project! ～ 福岡県　三井高等学校
第 68回 2020年 甦れ，宝の山！守れ，牛尾山！ ～夢つむぎプロジェクト～ 佐賀県　牛津高等学校
第 69回 2021年 津高つながり防災プロジェクト 愛媛県　 宇和島東高等学校津島分校
第 70回 2022年 古民家アトリエプロジェクト ～播州織でやさしさと笑顔あふれる町づくり～ 兵庫県　西脇高等学校

第 71回 2023年 めざせ！未来のチェンジメーカー
～私たちから変えていくジェンダーフリーな社会へ～ 北海道　札幌北高等学校

あなたの地域で
取り組めることは
ないかな？

学んだことを生活に生かそう　ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動

先輩から後輩に受け継がれて，
数年に渡って
活動を続けている
学校もあるそうです。

仲間と知恵を出し合って
取り組むのって，いいね！
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