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【日本の雇用環境はどうなっているか】
　企業や官公庁に属して働く場合，さまざまな雇用形態があ

る。以前は，正規雇用である正社員として就職し，定年退職

するまで同じ職場で勤め上げる 2 という意識が一般的だっ

た。しかし，近年では，就職後でも自分の適性，キャリアプ
ランニング 3 を考え，勉強してより専門的な知識・技能を身

につけたり，別の業界に転職して幅広い知見を得たりするな

ど，人によって多様なキャリアを選ぶことが普通となってき

た。

　現在，企業の希望する求人と，労働者の希望する求職が一

致しない，いわゆる雇用のミスマッチが大きな問題になって

いる。就職しても，すぐに離職してしまう人も多い。大学新

卒者で採用されても，31.2％が３年以内に離職しているとい

う調査もある（令和２年，厚生労働省）。フリーター 4 やニ
ート 5 と呼ばれる若者や，35歳以上でも正規雇用で働いてい

ない人もいる。近年では，正社員にこだわらず自由な生き方

を志向する人が増えている。 4 　しかし，正規雇用と非正規

雇用では待遇に違いがあることが多い。 5 　また，正社員と

して働いていても，妊娠や出産，親の介護などのために仕事

を辞め，非正規雇用で再雇用となる場合もある。自分がどの

ような職業に就きたいか考えるとともに，ライフステージを

考えたキャリアプランを立ててみよう。

2  終身雇用制と呼ばれ，正社員として就職
した場合，会社が倒産するなどの事情が
ない限りは解雇される心配がなく，労働
者の収入は安定する。ただ，業績が悪化
しても容易には解雇できないなどの課
題もある。

3  仕事の経験やスキルを積みながら，自分
の能力を高めていくための計画のこと。

4  フリーアルバイターの略。厚生労働省の
定義では，15～34歳の在学していない
男性または未婚の女性。勤め先での呼
称が「アルバイト・パート」の就業者か，
家事も通学もしておらず，アルバイト・
パートの仕事を希望する無業者。

5  NEET（Not in Education,Employment or 
Training）。総務省の行う労働力調査によ
ると，15～34歳で，非労働力人口（就
業者でも完全失業者でもない者）で，家
事も通学もしていない者。

4  正規・非正規雇用者の推移（25～34歳）

5  生涯賃金の比較（2019年）
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※�1990〜2000年は２月，2010年以降は１〜３
月の数値。

（総務省「労働力調査」より）

＊�給与以外で労働者に提供されるサービスなど。健康診
断，社員食堂，社宅・寮，文化・体育施設などがある。

非正規雇用の問題点

①正規雇用に比べて賃金が低い
②定期的な昇級がないことが多い
③社会保険制度や福利厚生＊が不十分
④雇用が不安定（職を失う可能性）
⑤年齢が上がると求人数が減る
⑥�非正規雇用から正規雇用に変わるのが難しい
⑦社会的立場が低い

（正規社員の賃金は労働政策研究・研修機構「ユースフル労働統計」2021より）

（単位：円）
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（高卒女性）
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（高卒男性）

正規社員
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◦男女・学歴・非正規

＊１�60歳まで。退職金は含めない。
＊２��月15万円で23歳〜60歳まで働いたとして計算。

15A 編　２ 青年期と家族 ① これからの人生に向かって ―

5

10

15

20

（内閣府「国民生活に関する世論調査」令和３年度より）

3  何のために働くか

0 20 40 60 80 100

お金を得る
ために働く

社会の一員として，
務めを果たすために働く

自分の才能や能力を
発揮するために働く

生きがいをみつ
けるために働く

無回答

61.1 12.1 7.2 13.9 5.8

61.1 14.2 8.2 12.0 4.4

61.0 10.1 6.3 15.6 7.1女性

男性
（性）

総数

（％） 0 20 40 60 80 100

75.4 4.9 7.9 9.4 2.5

73.7 11.5 7.73.8 3.3

75.8 10.5 7.2 5.9 0.7

73.9 12.6 3.9 7.8 1.8

59.3 10.9 9.9 15.4 4.560～69 歳

50～59 歳

40～49 歳

30～39 歳

18～29 歳

（％）

豆知識  アメリカでは雇用差別を禁止する法律により，就職の際の履歴書には年齢や性別の記載は不要である。

④ 経済的自立
　収入を得て，そのお金を計画的に管理し，税金を払って生

活をしていくことができるようになることをさす。

【職業労働によって収入を得る】
　経済的に自立するうえで欠かせないのが生活するための収

入を得る職業労働である。私たちの暮らしは，職業労働のほ

か，得た収入で生活に必要な商品を購入，活用，維持管理する

家事労働によって成り立っている。職業労働には，収入を得

る以外にも，社会に貢献する機能や，仕事を通してほかの人

から認められ，自己実現につなげる機能もある。働き方にも

よるが，１日８時間職場で働く 1 とすると，１日のうちの３

分の１は職業労働をしていることになる。そのため，職業選 

択 2 3  は，生き方を考えるうえでとても重要である。職業へ

の就
つ

き方にはさまざまな形があり，企業や官公庁に就職する，

家業を継ぐ，起業するなどいろいろな道が開かれている。働

き方や選んだ職種，就職先によって，多くの条件が変わって

くる。

1  労働基準法では法定労働時間として，１
日８時間まで，１週間で40時間までと定
めている。

2  職業選択のポイント

勤務の
形態は？

被雇用＊（民間企業，官公庁，正
規・非正規雇用など），自営業，
自由業など

業種は？
農林水産業，建設業，製造業，
情報通信業，サービス業，金融業，
公務員など

職種は？
営業職，事務職，販売員，技術
職，専門職（プログラマー，画家）
など

条件
賃金，勤務形態，休日，有給休

きゅう

暇
か

，通勤の方法，通勤時間，転
勤の有無，職場の雰囲気など

その他
事業や雇用の安定性，仕事の社
会的意義，人材育成のしくみの
有無など

＊�企業や団体，個人事業主などに雇われているこ
と。

求人票を見てみよう
JR「●●駅」から徒歩 4分 正

年齢不問資格応援寮・社宅
アリ
①保育士　②正看護師
小規模でアットホームな保育園です★元気な子どもたち
に囲まれて、充実した日々を送りませんか
給与

時間

資格

待遇

休日

応募

①172,000～220,000円（＋諸手当）
②232,000円～（一律手当含）
①/7：00～20：15シフト制（実働８H）
②/8：30～17：30　　　　　※残業ほぼなし
①保育士資格　　　　　　　　　　　　※実務経験問わず
②看護師　　　　　　　　　　　　　　※ブランク大歓迎！
昇給 年１/ 交通費支給 ( 上限有 )/ 社保完備 / 家族・役職・引
越手当 / 家賃補助 / 退職金制度 / 定期健診 / インフルエンザ
予防接種 /保養施設
完全週休２日制（日・祝＋他1日）
年間休日 120 日以上 / 夏期・年末年始・有休・結婚休暇・産
前産後休暇・育児介護休業（取得実績有）
お気軽にお電話の上、履歴書（写貼）持参下さい。

○○○保育園
採用担当　03-○○○○-○○○○

社会福祉法人▲▲会
東京都千代田区●●町　○○-○○

　実際の職業選択では，
さまざまなことを考えて
選ぶ必要がある。右のチ
ェック項目を参考に，求
人票から読み取れること
をあげてみよう。また，
求人雑誌を見て，働いて
みたい会社を選んでみよ
う。

◦募集している業種
◦�仕事内容
◦就業の場所
◦�就業の時間
◦�社会保険には入ってい
るか
◦�休暇はどれくらいとれ
るか
◦�残業時間の目安
◦�交通費は支給されるか

◦給与は納得できるか
◦資格の必要な職か
◦�応募方法

14

5

10

15

（内閣府「国民生活に関する世論調査」令和３年度より）

3  何のために働くか

0 20 40 60 80 100

お金を得る
ために働く

社会の一員として，
務めを果たすために働く

自分の才能や能力を
発揮するために働く

生きがいをみつ
けるために働く

無回答

61.1 12.1 7.2 13.9 5.8

61.1 14.2 8.2 12.0 4.4

61.0 10.1 6.3 15.6 7.1女性

男性
（性）

総数

（％） 0 20 40 60 80 100

75.4 4.9 7.9 9.4 2.5

73.7 11.5 7.73.8 3.3

75.8 10.5 7.2 5.9 0.7

73.9 12.6 3.9 7.8 1.8

59.3 10.9 9.9 15.4 4.560～69 歳

50～59 歳

40～49 歳

30～39 歳

18～29 歳

（％）

豆知識  アメリカでは雇用差別を禁止する法律により，就職の際の履歴書には年齢や性別の記載は不要である。

④ 経済的自立
　収入を得て，そのお金を計画的に管理し，税金を払って生

活をしていくことができるようになることをさす。

【職業労働によって収入を得る】
　経済的に自立するうえで欠かせないのが生活するための収

入を得る職業労働である。私たちの暮らしは，職業労働のほ

か，得た収入で生活に必要な商品を購入，活用，維持管理する

家事労働によって成り立っている。職業労働には，収入を得

る以外にも，社会に貢献する機能や，仕事を通してほかの人

から認められ，自己実現につなげる機能もある。働き方にも

よるが，１日８時間職場で働く 1 とすると，１日のうちの３

分の１は職業労働をしていることになる。そのため，職業選 

択 2 3  は，生き方を考えるうえでとても重要である。職業へ

の就
つ

き方にはさまざまな形があり，企業や官公庁に就職する，

家業を継ぐ，起業するなどいろいろな道が開かれている。働

き方や選んだ職種，就職先によって，多くの条件が変わって

くる。

1  労働基準法では法定労働時間として，１
日８時間まで，１週間で40時間までと定
めている。

2  職業選択のポイント

勤務の
形態は？

被雇用＊（民間企業，官公庁，正
規・非正規雇用など），自営業，
自由業など

業種は？
農林水産業，建設業，製造業，
情報通信業，サービス業，金融業，
公務員など

職種は？
営業職，事務職，販売員，技術
職，専門職（プログラマー，画家）
など

条件
賃金，勤務形態，休日，有給休

きゅう

暇
か

，通勤の方法，通勤時間，転
勤の有無，職場の雰囲気など

その他
事業や雇用の安定性，仕事の社
会的意義，人材育成のしくみの
有無など

＊�企業や団体，個人事業主などに雇われているこ
と。

求人票を見てみよう
JR「●●駅」から徒歩 4分 正

年齢不問資格応援寮・社宅
アリ
①保育士　②正看護師
小規模でアットホームな保育園です★元気な子どもたち
に囲まれて、充実した日々を送りませんか
給与

時間

資格

待遇

休日

応募

①172,000～220,000円（＋諸手当）
②232,000円～（一律手当含）
①/7：00～20：15シフト制（実働８H）
②/8：30～17：30　　　　　※残業ほぼなし
①保育士資格　　　　　　　　　　　　※実務経験問わず
②看護師　　　　　　　　　　　　　　※ブランク大歓迎！
昇給 年１/ 交通費支給 ( 上限有 )/ 社保完備 / 家族・役職・引
越手当 / 家賃補助 / 退職金制度 / 定期健診 / インフルエンザ
予防接種 /保養施設
完全週休２日制（日・祝＋他1日）
年間休日 120 日以上 / 夏期・年末年始・有休・結婚休暇・産
前産後休暇・育児介護休業（取得実績有）
お気軽にお電話の上、履歴書（写貼）持参下さい。

○○○保育園
採用担当　03-○○○○-○○○○

社会福祉法人▲▲会
東京都千代田区●●町　○○-○○

　実際の職業選択では，
さまざまなことを考えて
選ぶ必要がある。右のチ
ェック項目を参考に，求
人票から読み取れること
をあげてみよう。また，
求人雑誌を見て，働いて
みたい会社を選んでみよ
う。

◦募集している業種
◦�仕事内容
◦就業の場所
◦�就業の時間
◦�社会保険には入ってい
るか
◦�休暇はどれくらいとれ
るか
◦�残業時間の目安
◦�交通費は支給されるか

◦給与は納得できるか
◦資格の必要な職か
◦�応募方法
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鳥の目

虫の目

私の目

平均寿命ランキング
（男女平均。2019年）

1位 日本 84.3年
2位 スイス 83.4年
3位 大韓民国 83.3年
… … …

40位 アメリカ合衆国 78.5年
… … …

181位 ソマリア 56.5年
182位 中央アフリカ 53.1年
183位 レソト 50.7年

Viewpoint 〜鳥の目・虫の目・私の目〜

◉ 今日のテーマ ◉

平均寿命
Life Expectancy

日本は世界のなかでもトップクラスの長寿国で
あり，「人生100年時代」とまでいわれるよう
になった。日本の平均寿命が長い理由は何だろ
う？　世界の国々と比較して考えてみよう。

世界に視野を広げてみよう

身のまわりの事例を調べて考えを深めよう

自分の考えをまとめよう

 ▶日本と世界の平均寿命の違いをどう思う？

 ▶長く生きるために大切なことは何だろう？

 ▶ 100 歳になったらどんな生活を送りたいと思う？

世界全体の平均寿命は73歳（年）
　平均寿命は国によって大きく異なる。とくに長いのは日本やスイ
スなどで男女ともに80歳を超えるが，中央アフリカやレソトなどの
発展途上国は非常に短い。このような国や地域では，平均寿命が50
歳代前半にもなるところもある。その背景には，たとえば，干ばつ
による食料不足や児童労働，HIVの流行など，過酷な生活環境がある。

日本では100歳が当たり前に？
　日本の平均寿命は，2021年時点で男性が81.47歳，女
性が87.57歳で，その長さは世界でもトップクラスである。

「2007年に生まれた子どもの半数が100歳より長く生き
る」という推定もあり，人生100年時代といわれる。一方，
長い期間となった人生において，すべての人が元気に活躍
し続けられるような社会のしくみづくりが求められる。

 平均寿命が短い国の特徴を探そう
 平均寿命が短い理由はほかに何がある？
 平均寿命が長い国を探してみよう

 平均寿命が長い理由は何だろう？
 過去の平均寿命の推移を調べてみよう
 人生100年時代に向けた取り組みはどのようなものがある？

（WHO "World Health Statistics" 2021より）

※ 平均寿命とは，０歳の子どもが
その時点の死亡率で生きたと仮
定して，平均してあと何年生き
られるかを示す年数をさす。

10

（内閣府「国民生活に関する世論調査」令和４年度より）

3  何のために働くか

0 20 40 60 80 100

お金を得る
ために働く

社会の一員として，
務めを果たすために働く

自分の才能や能力を
発揮するために働く

生きがいをみつ
けるために働く

無回答

63.3 11.0 6.7 14.1 4.9

61.4 13.8 7.4 13.3 4.1

64.9 8.6 6.1 14.7 5.7女性

男性
（性）

総数

（％） 0 20 40 60 80 100

79.3 5.4 7.6 6.0 1.6

76.9 9.0 8.0 6.1 0.0

76.1 5.6 8.4 8.8 1.1

75.2 9.7 6.5 7.7 1.0

61.6 13.4 6.5 15.2 3.360～69 歳

50～59 歳

40～49 歳

30～39 歳

18～29 歳

（％）

豆知識  アメリカでは雇用差別を禁止する法律により，就職の際の履歴書には年齢や性別の記載は不要である。

④ 経済的自立
　収入を得て，そのお金を計画的に管理し，税金を払って生

活をしていくことができるようになることをさす。

【職業労働によって収入を得る】
　経済的に自立するうえで欠かせないのが生活するための収

入を得る職業労働である。私たちの暮らしは，職業労働のほ

か，得た収入で生活に必要な商品を購入，活用，維持管理する

家事労働によって成り立っている。職業労働には，収入を得

る以外にも，社会に貢献する機能や，仕事を通してほかの人

から認められ，自己実現につなげる機能もある。働き方にも

よるが，１日８時間職場で働く 1 とすると，１日のうちの３

分の１は職業労働をしていることになる。そのため，職業選 

択 2 3  は，生き方を考えるうえでとても重要である。職業へ

の就
つ

き方にはさまざまな形があり，企業や官公庁に就職する，

家業を継ぐ，起業するなどいろいろな道が開かれている。働

き方や選んだ職種，就職先によって，多くの条件が変わって

くる。

1  労働基準法では法定労働時間として，１
日８時間まで，１週間で40時間までと定
めている。

2  職業選択のポイント

勤務の
形態は？

被雇用＊（民間企業，官公庁，正
規・非正規雇用など），自営業，
自由業など

業種は？
農林水産業，建設業，製造業，
情報通信業，サービス業，金融業，
公務員など

職種は？
営業職，事務職，販売員，技術
職，専門職（プログラマー，画家）
など

条件
賃金，勤務形態，休日，有給休

きゅう

暇
か

，通勤の方法，通勤時間，転
勤の有無，職場の雰囲気など

その他
事業や雇用の安定性，仕事の社
会的意義，人材育成のしくみの
有無など

＊�企業や団体，個人事業主などに雇われているこ
と。

求人票を見てみよう
JR「●●駅」から徒歩 4分 正

年齢不問資格応援寮・社宅
アリ
①保育士　②正看護師
小規模でアットホームな保育園です★元気な子どもたち
に囲まれて、充実した日々を送りませんか
給与

時間

資格

待遇

休日

応募

①172,000～220,000円（＋諸手当）
②232,000円～（一律手当含）
①/7：00～20：15シフト制（実働８H）
②/8：30～17：30　　　　　※残業ほぼなし
①保育士資格　　　　　　　　　　　　※実務経験問わず
②看護師　　　　　　　　　　　　　　※ブランク大歓迎！
昇給 年１/ 交通費支給 ( 上限有 )/ 社保完備 / 家族・役職・引
越手当 / 家賃補助 / 退職金制度 / 定期健診 / インフルエンザ
予防接種 /保養施設
完全週休２日制（日・祝＋他1日）
年間休日 120 日以上 / 夏期・年末年始・有休・結婚休暇・産
前産後休暇・育児介護休業（取得実績有）
お気軽にお電話の上、履歴書（写貼）持参下さい。

○○○保育園
採用担当　03-○○○○-○○○○

社会福祉法人▲▲会
東京都千代田区●●町　○○-○○

　実際の職業選択では，
さまざまなことを考えて
選ぶ必要がある。右のチ
ェック項目を参考に，求
人票から読み取れること
をあげてみよう。また，
求人雑誌を見て，働いて
みたい会社を選んでみよ
う。

◦募集している業種
◦ 仕事内容
◦就業の場所
◦ 就業の時間
◦ 社会保険には入ってい

るか
◦ 休暇はどれくらいとれ

るか
◦ 残業時間の目安
◦ 交通費は支給されるか

◦給与は納得できるか
◦資格の必要な職か
◦ 応募方法
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A編

【日本の雇用環境はどうなっているか】
　企業や官公庁に属して働く場合，さまざまな雇用形態があ

る。以前は，正規雇用である正社員として就職し，定年退職

するまで同じ職場で勤め上げる 2 という意識が一般的だっ

た。しかし，近年では，就職後でも自分の適性，キャリアプ
ランニング 3 を考え，勉強してより専門的な知識・技能を身

につけたり，別の業界に転職して幅広い知見を得たりするな

ど，人によって多様なキャリアを選ぶことが普通となってき

た。

　現在，企業の希望する求人と，労働者の希望する求職が一

致しない，いわゆる雇用のミスマッチが大きな問題になって

いる。就職しても，すぐに離職してしまう人も多い。大学新

卒者で採用されても，31.5％が３年以内に離職しているとい

う調査もある（令和４年，厚生労働省）。フリーター 4 やニ
ート 5 と呼ばれる若者や，35歳以上でも正規雇用で働いてい

ない人もいる。近年では，正社員にこだわらず自由な生き方

を志向する人が増えている。 4 　しかし，正規雇用と非正規

雇用では待遇に違いがあることが多い。 5 　また，正社員と

して働いていても，妊娠や出産，親の介護などのために仕事

を辞め，非正規雇用で再雇用となる場合もある。自分がどの

ような職業に就きたいか考えるとともに，ライフステージを

考えたキャリアプランを立ててみよう。

2  終身雇用制と呼ばれ，正社員として就職
した場合，会社が倒産するなどの事情が
ない限りは解雇される心配がなく，労働
者の収入は安定する。ただ，業績が悪化
しても容易には解雇できないなどの課
題もある。

3  仕事の経験やスキルを積みながら，自分
の能力を高めていくための計画のこと。

4  フリーアルバイターの略。厚生労働省の
定義では，15～34歳の在学していない
男性または未婚の女性。勤め先での呼
称が「アルバイト・パート」の就業者か，
家事も通学もしておらず，アルバイト・
パートの仕事を希望する無業者。

5  NEET（Not in Education,Employment or 
Training）。総務省の行う労働力調査によ
ると，15～34歳で，非労働力人口（就
業者でも完全失業者でもない者）で，家
事も通学もしていない者。

4  正規・非正規雇用者の推移（25～34歳）

5  生涯賃金の比較（2020年）

（％）
正規の職員・従業員
非正規の職員・従業員

88.3

11.7

84.2

15.8

76.074.4

24.0

77.8

22.225.6

（年）2022201020001990
0

20

40
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※�1990〜2000年は２月，2010年以降は１〜３
月の数値。

（総務省「労働力調査」より）

＊�給与以外で労働者に提供されるサービスなど。健康診
断，社員食堂，社宅・寮，文化・体育施設などがある。

非正規雇用の問題点

①正規雇用に比べて賃金が低い
②定期的な昇級がないことが多い
③社会保険制度や福利厚生＊が不十分
④雇用が不安定（職を失う可能性）
⑤年齢が上がると求人数が減る
⑥�非正規雇用から正規雇用に変わるのが難しい
⑦社会的立場が低い

（正規社員の賃金は労働政策研究・研修機構「ユースフル労働統計」2022より）

（単位：円）

非正規
従業員

正規社員
（高卒女性）

正規社員
（高卒男性）

正規社員
（大学・大学 
 院卒女性）

正規社員
（大学・大学 
 院卒男性）

6840万

1億
4960万

2億
500万

2億
1240万

2億
6190万

＊2

4億

3億

2億

1億

0

◦男女・学歴・非正規

＊１�60歳まで。退職金は含めない。
＊２��月15万円で23歳〜60歳まで働いたとして計算。
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平均寿命ランキング
（男女平均。2019年）

1位 日本 84.3年
2位 スイス 83.4年
3位 大韓民国 83.3年
… … …

40位 アメリカ合衆国 78.5年
… … …

181位 ソマリア 56.5年
182位 中央アフリカ 53.1年
183位 レソト 50.7年

Viewpoint 〜鳥の目・虫の目・私の目〜

◉ 今日のテーマ ◉

平均寿命
Life Expectancy

日本は世界のなかでもトップクラスの長寿国で
あり，「人生100年時代」とまでいわれるよう
になった。日本の平均寿命が長い理由は何だろ
う？　世界の国々と比較して考えてみよう。

世界に視野を広げてみよう

身のまわりの事例を調べて考えを深めよう

自分の考えをまとめよう

 ▶日本と世界の平均寿命の違いをどう思う？

 ▶長く生きるために大切なことは何だろう？

 ▶ 100 歳になったらどんな生活を送りたいと思う？

世界全体の平均寿命は73歳（年）
　平均寿命は国によって大きく異なる。とくに長いのは日本やスイ
スなどで男女ともに80歳を超えるが，中央アフリカやレソトなどの
発展途上国は非常に短い。このような国や地域では，平均寿命が50
歳代前半にもなるところもある。その背景には，たとえば，干ばつ
による食料不足や児童労働，HIVの流行など，過酷な生活環境がある。

日本では100歳が当たり前に？
　日本の平均寿命は，2021年時点で男性が81.47歳，女
性が87.57歳で，その長さは世界でもトップクラスである。
「2007年に生まれた子どもの半数が100歳より長く生き
る」という推定もあり，人生100年時代といわれる。一方，
長い期間となった人生において，すべての人が元気に活躍
し続けられるような社会のしくみづくりが求められる。

 平均寿命が短い国の特徴を探そう
 平均寿命が短い理由はほかに何がある？
 平均寿命が長い国を探してみよう

 平均寿命が長い理由は何だろう？
 過去の平均寿命の推移を調べてみよう
 人生100年時代に向けた取り組みはどのようなものがある？

（WHO�"World�Health�Statistics"�2022より）

※�平均寿命とは，０歳の子どもが
その時点の死亡率で生きたと仮
定して，平均してあと何年生き
られるかを示す年数をさす。

10

10 鳥の目
表出典

14 資料
３

15 13 〜
14

（内閣府「国民生活に関する世論調査」令和４年度より）

3  何のために働くか

0 20 40 60 80 100

お金を得る
ために働く

社会の一員として，
務めを果たすために働く

自分の才能や能力を
発揮するために働く

生きがいをみつ
けるために働く

無回答

63.3 11.0 6.7 14.1 4.9

61.4 13.8 7.4 13.3 4.1

64.9 8.6 6.1 14.7 5.7女性

男性
（性）

総数

（％） 0 20 40 60 80 100

79.3 5.4 7.6 6.0 1.6

76.9 9.0 8.0 6.1 0.0

76.1 5.6 8.4 8.8 1.1

75.2 9.7 6.5 7.7 1.0

61.6 13.4 6.5 15.2 3.360～69 歳

50～59 歳

40～49 歳

30～39 歳

18～29 歳

（％）

豆知識  アメリカでは雇用差別を禁止する法律により，就職の際の履歴書には年齢や性別の記載は不要である。

④ 経済的自立
　収入を得て，そのお金を計画的に管理し，税金を払って生

活をしていくことができるようになることをさす。

【職業労働によって収入を得る】
　経済的に自立するうえで欠かせないのが生活するための収

入を得る職業労働である。私たちの暮らしは，職業労働のほ

か，得た収入で生活に必要な商品を購入，活用，維持管理する

家事労働によって成り立っている。職業労働には，収入を得

る以外にも，社会に貢献する機能や，仕事を通してほかの人

から認められ，自己実現につなげる機能もある。働き方にも

よるが，１日８時間職場で働く 1 とすると，１日のうちの３

分の１は職業労働をしていることになる。そのため，職業選 

択 2 3  は，生き方を考えるうえでとても重要である。職業へ

の就
つ

き方にはさまざまな形があり，企業や官公庁に就職する，

家業を継ぐ，起業するなどいろいろな道が開かれている。働

き方や選んだ職種，就職先によって，多くの条件が変わって

くる。

1  労働基準法では法定労働時間として，１
日８時間まで，１週間で40時間までと定
めている。

2  職業選択のポイント

勤務の
形態は？

被雇用＊（民間企業，官公庁，正
規・非正規雇用など），自営業，
自由業など

業種は？
農林水産業，建設業，製造業，
情報通信業，サービス業，金融業，
公務員など

職種は？
営業職，事務職，販売員，技術
職，専門職（プログラマー，画家）
など

条件
賃金，勤務形態，休日，有給休

きゅう

暇
か

，通勤の方法，通勤時間，転
勤の有無，職場の雰囲気など

その他
事業や雇用の安定性，仕事の社
会的意義，人材育成のしくみの
有無など

＊�企業や団体，個人事業主などに雇われているこ
と。

求人票を見てみよう
JR「●●駅」から徒歩 4分 正

年齢不問資格応援寮・社宅
アリ
①保育士　②正看護師
小規模でアットホームな保育園です★元気な子どもたち
に囲まれて、充実した日々を送りませんか
給与

時間

資格

待遇

休日

応募

①172,000～220,000円（＋諸手当）
②232,000円～（一律手当含）
①/7：00～20：15シフト制（実働８H）
②/8：30～17：30　　　　　※残業ほぼなし
①保育士資格　　　　　　　　　　　　※実務経験問わず
②看護師　　　　　　　　　　　　　　※ブランク大歓迎！
昇給 年１/ 交通費支給 ( 上限有 )/ 社保完備 / 家族・役職・引
越手当 / 家賃補助 / 退職金制度 / 定期健診 / インフルエンザ
予防接種 /保養施設
完全週休２日制（日・祝＋他1日）
年間休日 120 日以上 / 夏期・年末年始・有休・結婚休暇・産
前産後休暇・育児介護休業（取得実績有）
お気軽にお電話の上、履歴書（写貼）持参下さい。

○○○保育園
採用担当　03-○○○○-○○○○

社会福祉法人▲▲会
東京都千代田区●●町　○○-○○

　実際の職業選択では，
さまざまなことを考えて
選ぶ必要がある。右のチ
ェック項目を参考に，求
人票から読み取れること
をあげてみよう。また，
求人雑誌を見て，働いて
みたい会社を選んでみよ
う。

◦募集している業種
◦ 仕事内容
◦就業の場所
◦ 就業の時間
◦ 社会保険には入ってい

るか
◦ 休暇はどれくらいとれ

るか
◦ 残業時間の目安
◦ 交通費は支給されるか

◦給与は納得できるか
◦資格の必要な職か
◦ 応募方法
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令 和 ５ 年 度 教 科 書（ 旧 ） 令 和 ６ 年 度 教 科 書（ 新 ）

　性には，「からだの生物学的な性」
や「自分が思っている自身の性別」，

「好きになる性」など，多様なあり方
がある。下にあげた LGBT とは，性
的少数者（セクシュアル・マイノリ
ティ）の総称のひとつだが，多様な
性のあり方に対して周囲の人からの
理解が得られないことなどから，社
会生活において困難に直面すること
がある。これからの社会は性の多様
性を認識し，社会制度のあり方を考
えていくことが求められる。

LINK
多様な
性のあり方

Co
lumn

　2021 年現在，日本国内では同性同士の結婚は法律で認められてお
らず，異性同士のカップルと比較して，契約などの場面で困難に直面
することが多い。そのようななか，生活をともにする同性のカップルを，
婚
こん

姻
いん

（結婚）関係と同等の「パートナー」として公的に認める制度が，
2015 年以降，日本の 223 の自治体で導入されている。法律上の婚姻
関係とは異なるが，住宅の賃貸契約や病院での面会などの際に，証明
書を持つカップルを拒否した事業所は是正勧告を受け，事業者名が公
表される。
パートナーシップ制度の認定件数（2022年 6月 30日現在）

パートナーシップ制度の広がりCo
lumn

豆知識  近年，パートナーとの出会いなどを目的とした街コンが多く開かれ，一度に数十〜数百人が参加して交流を深めている。

⑤ 性的自立
　自分の性について理解し，他者の性も尊重し，性に関して

責任ある行動がとれるようになることをさす。

【自分や他者の性を大切にする】
　青年期には，第二次性徴によって，男性なら精通，女性な

ら月経など，からだに大きな変化が起こる。また，自分や他

者の性を強く意識するようになる。そのなかで，自分の性や，

他者の性とのかかわり方について，悩みや不安を感じること

がある。自分らしい性のあり方について考えていくことが，自

分への理解につながるだろう。性的欲求が高まることもある

が，欲望のままに行動した結果，他者を傷つけてしまうこと

もある。 6 　性と生殖に関する権利 1 をもつ者として相手の

性の特徴を知り，おたがいに尊重し合うことが大切である。

1  1994年にエジプトのカイロで開催され
た国際人口開発会議をきっかけに，次の
概念が広く使われるようになった。

　・  性と生殖に関する健康（セクシュアル・
リプロダクティブ・ヘルス）…性や子
どもを生むことにかかわるすべてにお
いて，身体的にも精神的にも社会的に
も良好な状態であること。

　・  性と生殖に関する権利（セクシュアル・
リプロダクティブ・ライツ）…自分の
意思が尊重され，自分のからだに関す
ることを自分自身で決められる権利の
こと。

6  恋人への暴力
　恋人などからの暴力をデート DV という。
DV 防止法などで罪に問われることがある。

精神的な
暴力

・大声で怒鳴る，バカにする
・交友関係を制限する

身体的な
暴力

・殴
なぐ

る，たたく，蹴
け

る
・物を投げつける

経済的な
暴力

・デート費用をまったく払わない
・借りたお金を返さない

性的な
暴力

・性行為を強要する
・避妊に協力しない

Lesbian（レズビアン）女性同性愛者
Gay（ゲイ） 男性同性愛者
Bisexual
（バイセクシュアル）

両性愛者

Transgender
（トランスジェンダー）

生まれたときのから
だの性別をもとに割
り当てられた性別
と，自認する性が異
なる人

北海道　166組
（札幌市など）

東北地方　9組
（青森県弘前市など）

中部地方　141組
（静岡県浜松市など）

中国地方　71組
（広島県広島市など）

近畿地方　839組
（大阪府大阪市など）

関東地方　1541組
（神奈川県横浜市など）
四国地方　53組

（香川県高松市など）

沖縄県　56組
（那覇市など）

九州地方　265組
（福岡県福岡市など）

（渋谷区・NPO法人虹色ダイバーシティ2022「地方自治体の同性パートナー制度登録件数」より）

※札幌市・福岡市・大阪市などは戸籍上異性同士も登録可能。

北陸地方　27組
（新潟県新潟市など）

16

5

10

　性には，「からだの生物学的な性」
や「自分が思っている自身の性別」，

「好きになる性」など，多様なあり方
がある。下にあげた LGBT とは，性
的少数者（セクシュアル・マイノリ
ティ）の総称のひとつだが，多様な
性のあり方に対して周囲の人からの
理解が得られないことなどから，社
会生活において困難に直面すること
がある。これからの社会は性の多様
性を認識し，社会制度のあり方を考
えていくことが求められる。

LINK
多様な
性のあり方

Co
lumn

　2021 年現在，日本国内では同性同士の結婚は法律で認められてお
らず，異性同士のカップルと比較して，契約などの場面で困難に直面
することが多い。そのようななか，生活をともにする同性のカップルを，
婚
こん

姻
いん

（結婚）関係と同等の「パートナー」として公的に認める制度が，
2015 年以降，日本の 223 の自治体で導入されている。法律上の婚姻
関係とは異なるが，住宅の賃貸契約や病院での面会などの際に，証明
書を持つカップルを拒否した事業所は是正勧告を受け，事業者名が公
表される。
パートナーシップ制度の認定件数（2022年 6月 30日現在）

パートナーシップ制度の広がりCo
lumn

豆知識  近年，パートナーとの出会いなどを目的とした街コンが多く開かれ，一度に数十〜数百人が参加して交流を深めている。

⑤ 性的自立
　自分の性について理解し，他者の性も尊重し，性に関して

責任ある行動がとれるようになることをさす。

【自分や他者の性を大切にする】
　青年期には，第二次性徴によって，男性なら精通，女性な

ら月経など，からだに大きな変化が起こる。また，自分や他

者の性を強く意識するようになる。そのなかで，自分の性や，

他者の性とのかかわり方について，悩みや不安を感じること

がある。自分らしい性のあり方について考えていくことが，自

分への理解につながるだろう。性的欲求が高まることもある

が，欲望のままに行動した結果，他者を傷つけてしまうこと

もある。 6 　性と生殖に関する権利 1 をもつ者として相手の

性の特徴を知り，おたがいに尊重し合うことが大切である。

1  1994年にエジプトのカイロで開催され
た国際人口開発会議をきっかけに，次の
概念が広く使われるようになった。

　・  性と生殖に関する健康（セクシュアル・
リプロダクティブ・ヘルス）…性や子
どもを生むことにかかわるすべてにお
いて，身体的にも精神的にも社会的に
も良好な状態であること。

　・  性と生殖に関する権利（セクシュアル・
リプロダクティブ・ライツ）…自分の
意思が尊重され，自分のからだに関す
ることを自分自身で決められる権利の
こと。

6  恋人への暴力
　恋人などからの暴力をデート DV という。
DV 防止法などで罪に問われることがある。

精神的な
暴力

・大声で怒鳴る，バカにする
・交友関係を制限する

身体的な
暴力

・殴
なぐ

る，たたく，蹴
け

る
・物を投げつける

経済的な
暴力

・デート費用をまったく払わない
・借りたお金を返さない

性的な
暴力

・性行為を強要する
・避妊に協力しない

Lesbian（レズビアン）女性同性愛者
Gay（ゲイ） 男性同性愛者
Bisexual
（バイセクシュアル）

両性愛者

Transgender
（トランスジェンダー）

生まれたときのから
だの性別をもとに割
り当てられた性別
と，自認する性が異
なる人

北海道　166組
（札幌市など）

東北地方　9組
（青森県弘前市など）

中部地方　141組
（静岡県浜松市など）

中国地方　71組
（広島県広島市など）

近畿地方　839組
（大阪府大阪市など）

関東地方　1541組
（神奈川県横浜市など）
四国地方　53組

（香川県高松市など）

沖縄県　56組
（那覇市など）

九州地方　265組
（福岡県福岡市など）

（渋谷区・NPO法人虹色ダイバーシティ2022「地方自治体の同性パートナー制度登録件数」より）

※札幌市・福岡市・大阪市などは戸籍上異性同士も登録可能。

北陸地方　27組
（新潟県新潟市など）
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【日本の雇用環境はどうなっているか】
　企業や官公庁に属して働く場合，さまざまな雇用形態があ

る。以前は，正規雇用である正社員として就職し，定年退職

するまで同じ職場で勤め上げる 2 という意識が一般的だっ

た。しかし，近年では，就職後でも自分の適性，キャリアプ
ランニング 3 を考え，勉強してより専門的な知識・技能を身

につけたり，別の業界に転職して幅広い知見を得たりするな

ど，人によって多様なキャリアを選ぶことが普通となってき

た。

　現在，企業の希望する求人と，労働者の希望する求職が一

致しない，いわゆる雇用のミスマッチが大きな問題になって

いる。就職しても，すぐに離職してしまう人も多い。大学新

卒者で採用されても，31.2％が３年以内に離職しているとい

う調査もある（令和２年，厚生労働省）。フリーター 4 やニ
ート 5 と呼ばれる若者や，35歳以上でも正規雇用で働いてい

ない人もいる。近年では，正社員にこだわらず自由な生き方

を志向する人が増えている。 4 　しかし，正規雇用と非正規

雇用では待遇に違いがあることが多い。 5 　また，正社員と

して働いていても，妊娠や出産，親の介護などのために仕事

を辞め，非正規雇用で再雇用となる場合もある。自分がどの

ような職業に就きたいか考えるとともに，ライフステージを

考えたキャリアプランを立ててみよう。

2  終身雇用制と呼ばれ，正社員として就職
した場合，会社が倒産するなどの事情が
ない限りは解雇される心配がなく，労働
者の収入は安定する。ただ，業績が悪化
しても容易には解雇できないなどの課
題もある。

3  仕事の経験やスキルを積みながら，自分
の能力を高めていくための計画のこと。

4  フリーアルバイターの略。厚生労働省の
定義では，15～34歳の在学していない
男性または未婚の女性。勤め先での呼
称が「アルバイト・パート」の就業者か，
家事も通学もしておらず，アルバイト・
パートの仕事を希望する無業者。

5  NEET（Not in Education,Employment or 
Training）。総務省の行う労働力調査によ
ると，15～34歳で，非労働力人口（就
業者でも完全失業者でもない者）で，家
事も通学もしていない者。

4  正規・非正規雇用者の推移（25～34歳）

5  生涯賃金の比較（2019年）

（％）
正規の職員・従業員
非正規の職員・従業員

88.3

11.7

84.2

15.8

76.074.4

24.0

77.8

22.225.6

（年）2022201020001990
0

20

40

60

80

100

※�1990〜2000年は２月，2010年以降は１〜３
月の数値。

（総務省「労働力調査」より）

＊�給与以外で労働者に提供されるサービスなど。健康診
断，社員食堂，社宅・寮，文化・体育施設などがある。

非正規雇用の問題点

①正規雇用に比べて賃金が低い
②定期的な昇級がないことが多い
③社会保険制度や福利厚生＊が不十分
④雇用が不安定（職を失う可能性）
⑤年齢が上がると求人数が減る
⑥�非正規雇用から正規雇用に変わるのが難しい
⑦社会的立場が低い

（正規社員の賃金は労働政策研究・研修機構「ユースフル労働統計」2021より）

（単位：円）

非正規
従業員

正規社員
（高卒女性）

正規社員
（高卒男性）

正規社員
（大学・大学 
 院卒女性）

正規社員
（大学・大学 
 院卒男性）

6840万

1億
5230万

2億
1280万

2億
1730万

2億
6910万

＊2

4億

3億

2億

1億

0

◦男女・学歴・非正規

＊１�60歳まで。退職金は含めない。
＊２��月15万円で23歳〜60歳まで働いたとして計算。
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　性には，「からだの生物学的な性」
や「自分が思っている自身の性別」，
「好きになる性」など，多様なあり方
がある。下にあげた LGBT とは，性
的少数者（セクシュアル・マイノリ
ティ）の総称のひとつだが，多様な
性のあり方に対して周囲の人からの
理解が得られないことなどから，社
会生活において困難に直面すること
がある。これからの社会は性の多様
性を認識し，社会制度のあり方を考
えていくことが求められる。

LINK
多様な
性のあり方

Co
lumn

　2021 年現在，日本国内では同性同士の結婚は法律で認められてお
らず，異性同士のカップルと比較して，契約などの場面で困難に直面
することが多い。そのようななか，生活をともにする同性のカップルを，
婚
こん
姻
いん
（結婚）関係と同等の「パートナー」として公的に認める制度が，

2015 年以降，日本の 328の自治体で導入されている。法律上の婚姻
関係とは異なるが，住宅の賃貸契約や病院での面会などの際に，証明
書を持つカップルを拒否した事業所は是正勧告を受け，事業者名が公
表される。
パートナーシップ制度の認定件数（2023年 6月 28日現在）

パートナーシップ制度の広がりCo
lumn

豆知識  近年，パートナーとの出会いなどを目的とした街コンが多く開かれ，一度に数十〜数百人が参加して交流を深めている。

⑤ 性的自立
　自分の性について理解し，他者の性も尊重し，性に関して

責任ある行動がとれるようになることをさす。

【自分や他者の性を大切にする】
　青年期には，第二次性徴によって，男性なら精通，女性な

ら月経など，からだに大きな変化が起こる。また，自分や他

者の性を強く意識するようになる。そのなかで，自分の性や，

他者の性とのかかわり方について，悩みや不安を感じること

がある。自分らしい性のあり方について考えていくことが，自

分への理解につながるだろう。性的欲求が高まることもある

が，欲望のままに行動した結果，他者を傷つけてしまうこと

もある。 6 　性と生殖に関する権利 1 をもつ者として相手の

性の特徴を知り，おたがいに尊重し合うことが大切である。

1  1994年にエジプトのカイロで開催され
た国際人口開発会議をきっかけに，次の
概念が広く使われるようになった。

　・  性と生殖に関する健康（セクシュアル・
リプロダクティブ・ヘルス）…性や子
どもを生むことにかかわるすべてにお
いて，身体的にも精神的にも社会的に
も良好な状態であること。

　・  性と生殖に関する権利（セクシュアル・
リプロダクティブ・ライツ）…自分の
意思が尊重され，自分のからだに関す
ることを自分自身で決められる権利の
こと。

6  恋人への暴力
　恋人などからの暴力をデート DV という。
DV 防止法などで罪に問われることがある。

精神的な
暴力

・大声で怒鳴る，バカにする
・交友関係を制限する

身体的な
暴力

・殴
なぐ

る，たたく，蹴
け

る
・物を投げつける

経済的な
暴力

・デート費用をまったく払わない
・借りたお金を返さない

性的な
暴力

・性行為を強要する
・避妊に協力しない

Lesbian（レズビアン）女性同性愛者
Gay（ゲイ） 男性同性愛者
Bisexual
（バイセクシュアル）

両性愛者

Transgender
（トランスジェンダー）

生まれたときのから
だの性別をもとに割
り当てられた性別
と，自認する性が異
なる人

北海道　217組
（札幌市など）

東北地方　14組
（青森県弘前市など）

中部地方　351組
（静岡県浜松市など）

中国地方　102組
（広島県広島市など）

近畿地方　1072組
（大阪府大阪市など）

関東地方　2843組
（神奈川県横浜市など）
四国地方　66組

（香川県高松市など）

沖縄県　71組
（那覇市など）

九州地方　354組
（福岡県福岡市など）

（渋谷区・NPO法人虹色ダイバーシティ2023「地方自治体の同性パートナー制度登録件数」より）

※札幌市・福岡市・大阪市などは戸籍上異性同士も登録可能。

北陸地方　76組
（富山県富山市など）
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　性には，「からだの生物学的な性」
や「自分が思っている自身の性別」，
「好きになる性」など，多様なあり方
がある。下にあげた LGBT とは，性
的少数者（セクシュアル・マイノリ
ティ）の総称のひとつだが，多様な
性のあり方に対して周囲の人からの
理解が得られないことなどから，社
会生活において困難に直面すること
がある。これからの社会は性の多様
性を認識し，社会制度のあり方を考
えていくことが求められる。

LINK
多様な
性のあり方

Co
lumn

　2021 年現在，日本国内では同性同士の結婚は法律で認められてお
らず，異性同士のカップルと比較して，契約などの場面で困難に直面
することが多い。そのようななか，生活をともにする同性のカップルを，
婚
こん
姻
いん
（結婚）関係と同等の「パートナー」として公的に認める制度が，

2015 年以降，日本の 328の自治体で導入されている。法律上の婚姻
関係とは異なるが，住宅の賃貸契約や病院での面会などの際に，証明
書を持つカップルを拒否した事業所は是正勧告を受け，事業者名が公
表される。
パートナーシップ制度の認定件数（2023年 6月 28日現在）

パートナーシップ制度の広がりCo
lumn

豆知識  近年，パートナーとの出会いなどを目的とした街コンが多く開かれ，一度に数十〜数百人が参加して交流を深めている。

⑤ 性的自立
　自分の性について理解し，他者の性も尊重し，性に関して

責任ある行動がとれるようになることをさす。

【自分や他者の性を大切にする】
　青年期には，第二次性徴によって，男性なら精通，女性な

ら月経など，からだに大きな変化が起こる。また，自分や他

者の性を強く意識するようになる。そのなかで，自分の性や，

他者の性とのかかわり方について，悩みや不安を感じること

がある。自分らしい性のあり方について考えていくことが，自

分への理解につながるだろう。性的欲求が高まることもある

が，欲望のままに行動した結果，他者を傷つけてしまうこと

もある。 6 　性と生殖に関する権利 1 をもつ者として相手の

性の特徴を知り，おたがいに尊重し合うことが大切である。

1  1994年にエジプトのカイロで開催され
た国際人口開発会議をきっかけに，次の
概念が広く使われるようになった。

　・  性と生殖に関する健康（セクシュアル・
リプロダクティブ・ヘルス）…性や子
どもを生むことにかかわるすべてにお
いて，身体的にも精神的にも社会的に
も良好な状態であること。

　・  性と生殖に関する権利（セクシュアル・
リプロダクティブ・ライツ）…自分の
意思が尊重され，自分のからだに関す
ることを自分自身で決められる権利の
こと。

6  恋人への暴力
　恋人などからの暴力をデート DV という。
DV 防止法などで罪に問われることがある。

精神的な
暴力

・大声で怒鳴る，バカにする
・交友関係を制限する

身体的な
暴力

・殴
なぐ

る，たたく，蹴
け

る
・物を投げつける

経済的な
暴力

・デート費用をまったく払わない
・借りたお金を返さない

性的な
暴力

・性行為を強要する
・避妊に協力しない

Lesbian（レズビアン）女性同性愛者
Gay（ゲイ） 男性同性愛者
Bisexual
（バイセクシュアル）

両性愛者

Transgender
（トランスジェンダー）

生まれたときのから
だの性別をもとに割
り当てられた性別
と，自認する性が異
なる人

北海道　217組
（札幌市など）

東北地方　14組
（青森県弘前市など）

中部地方　351組
（静岡県浜松市など）

中国地方　102組
（広島県広島市など）

近畿地方　1072組
（大阪府大阪市など）

関東地方　2843組
（神奈川県横浜市など）
四国地方　66組

（香川県高松市など）

沖縄県　71組
（那覇市など）

九州地方　354組
（福岡県福岡市など）

（渋谷区・NPO法人虹色ダイバーシティ2023「地方自治体の同性パートナー制度登録件数」より）

※札幌市・福岡市・大阪市などは戸籍上異性同士も登録可能。

北陸地方　76組
（富山県富山市など）
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【日本の雇用環境はどうなっているか】
　企業や官公庁に属して働く場合，さまざまな雇用形態があ

る。以前は，正規雇用である正社員として就職し，定年退職

するまで同じ職場で勤め上げる 2 という意識が一般的だっ

た。しかし，近年では，就職後でも自分の適性，キャリアプ
ランニング 3 を考え，勉強してより専門的な知識・技能を身

につけたり，別の業界に転職して幅広い知見を得たりするな

ど，人によって多様なキャリアを選ぶことが普通となってき

た。

　現在，企業の希望する求人と，労働者の希望する求職が一

致しない，いわゆる雇用のミスマッチが大きな問題になって

いる。就職しても，すぐに離職してしまう人も多い。大学新

卒者で採用されても，31.5％が３年以内に離職しているとい

う調査もある（令和４年，厚生労働省）。フリーター 4 やニ
ート 5 と呼ばれる若者や，35歳以上でも正規雇用で働いてい

ない人もいる。近年では，正社員にこだわらず自由な生き方

を志向する人が増えている。 4 　しかし，正規雇用と非正規

雇用では待遇に違いがあることが多い。 5 　また，正社員と

して働いていても，妊娠や出産，親の介護などのために仕事

を辞め，非正規雇用で再雇用となる場合もある。自分がどの

ような職業に就きたいか考えるとともに，ライフステージを

考えたキャリアプランを立ててみよう。

2  終身雇用制と呼ばれ，正社員として就職
した場合，会社が倒産するなどの事情が
ない限りは解雇される心配がなく，労働
者の収入は安定する。ただ，業績が悪化
しても容易には解雇できないなどの課
題もある。

3  仕事の経験やスキルを積みながら，自分
の能力を高めていくための計画のこと。

4  フリーアルバイターの略。厚生労働省の
定義では，15～34歳の在学していない
男性または未婚の女性。勤め先での呼
称が「アルバイト・パート」の就業者か，
家事も通学もしておらず，アルバイト・
パートの仕事を希望する無業者。

5  NEET（Not in Education,Employment or 
Training）。総務省の行う労働力調査によ
ると，15～34歳で，非労働力人口（就
業者でも完全失業者でもない者）で，家
事も通学もしていない者。

4  正規・非正規雇用者の推移（25～34歳）

5  生涯賃金の比較（2020年）

（％）
正規の職員・従業員
非正規の職員・従業員

88.3

11.7

84.2

15.8

76.074.4

24.0

77.8

22.225.6

（年）2022201020001990
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60
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※�1990〜2000年は２月，2010年以降は１〜３
月の数値。

（総務省「労働力調査」より）

＊�給与以外で労働者に提供されるサービスなど。健康診
断，社員食堂，社宅・寮，文化・体育施設などがある。

非正規雇用の問題点

①正規雇用に比べて賃金が低い
②定期的な昇級がないことが多い
③社会保険制度や福利厚生＊が不十分
④雇用が不安定（職を失う可能性）
⑤年齢が上がると求人数が減る
⑥�非正規雇用から正規雇用に変わるのが難しい
⑦社会的立場が低い

（正規社員の賃金は労働政策研究・研修機構「ユースフル労働統計」2022より）

（単位：円）

非正規
従業員

正規社員
（高卒女性）

正規社員
（高卒男性）

正規社員
（大学・大学 
 院卒女性）

正規社員
（大学・大学 
 院卒男性）

6840万

1億
4960万

2億
500万

2億
1240万

2億
6190万

＊2

4億

3億

2億

1億

0

◦男女・学歴・非正規

＊１�60歳まで。退職金は含めない。
＊２��月15万円で23歳〜60歳まで働いたとして計算。
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7  旧民法と現行民法の比較

明治民法
（旧民法 1898年施行）

現行民法
（1948年施行）

理
念「家」制度＊1 個人の尊厳

両性の本質的平等
親
子

親権者は原則として
父親のみ

父親と母親の共同親
権

結
婚

戸主の同意が必要
男17歳，女15歳か
ら（男30，女25まで親
の同意）

男女ともに18歳から

夫
婦嫁

よめ

は夫の姓，婿
むこ

は妻の
姓
妻は法律行為に制限
あり

同等の権利と義務
夫婦同姓（夫又は妻の
姓）

再
婚

女性は再婚禁止期間
100日

扶
養

戸主に家族の扶養義
務

直系血族，兄弟姉妹
は互いに扶養し合う

相
続家

か

督
とく

相続＊1（男子，嫡
ちゃく

出
しゅつ

子
し

＊2，年長者の順で
優先）

配偶者と子が半分ず
つ相続（子の間では
人数で均等に分配）

＊１ 下コラム参照。
＊２ 婚姻関係のある男女間の子。

　明治時代に制定された旧民法に定められていた「家」制度とは，戸
こ

主
しゅ

である男性が，
家をまとめる絶対的な権限をもつ家族制度である。戸主にはほかの家族を養う義務があ
るが，住む場所を決める権利や結婚に同意する権利，家族を家から排除する権利などを
もっていた。戸主が亡くなったり隠居したりしたときは，戸主の地位を次の戸主（おも
に長男）に引き継いだ。これを家督相続という。

「家」制度Co
lumn

LINK

民法改正について考えよう

　民法は，第二次世界大戦後に現在の形に改正された
が，社会や家庭は時代とともに大きく変化しており，
それに合わせて民法の改正がくり返されてきた。現在
でも，民法の規定が家族・家庭の実情に合わないとし
て，国民からたくさんの意見が出されており，民法を
改正するべきかどうか，国で議論が交わされている。
　これからの時代の中心として，家庭生活を営んでい
くのはあなたたちである。あなたたちが社会に対して
声をあげることで，民法の改正に関する議論が進み，
よりよい家庭生活の実現へとつながる。これまでに改
正されてきた内容や，現在改正が議論されている内容
を見てみよう。

家族・家庭に関するおもな民法改正

◦1948年　現行民法の施行

◦2016年　女性の再婚禁止期間：
　　　　　　６か月　→　100日に短縮

◦2022年　男女の婚姻適齢：
　　　　　　男18歳，女16歳　→　男女ともに18歳

◦改正について議論中
　　　　　　夫婦同姓　→　選択的夫婦別姓の導入

ほかにも，人の一生にかかわるさまざまな
法律があるよ。教科書の口絵⑨「ライフス
テージと法律」を見てみよう。

豆知識  自分の意思によらず出された婚姻届や離婚届は，法律上は無効である。

2  法律と家族・家庭
　家庭生活は，家族同士の精神的・生活的なつながりだけで

なく，社会とのかかわりも深いため，さまざまな法律で家族

について定められている。家族に関する法律は，日本国憲法

に示された，家族や家庭を考えるうえで基本となる考え方を

もとにしている。そのうち民法では，親族　　 や結婚，親子

関係，相続などについて定められている。1898年に施行され

た旧民法は「家」制度の考え方にもとづいていたが，第二次

世界大戦後に改正され，現在の民法となった。 7
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7  夫婦が出会ったきっかけ

8  結婚することの利点（2015年：複数回答）

　国によって，婚姻の制度は異なっている。歴史的・文化的背景によ
る違いもあるが，現在では少子化や婚

こん
外
がい
子
し
（婚姻していない男女間に

生まれた子ども）の権利などの社会問題に対応するため，スウェーデ
ンやフランスなどでは事実婚の制度が取り入れられている。
　事実婚とは，異性または同性同士のカップルが婚姻届を提出せずに
生活をともにすることで，法律上では結婚していない。事実婚を選ぶ
のにはさまざまな理由がある。
例：スウェーデンのS

サ ム ボ

ambo
　スウェーデンには Sambo（「いっしょに
暮らす」の意 ) という制度があり，同

どう
棲
せい
して

いるカップルに対しても，育児手当や相続の
権利などが保証されている。離婚率が高い
ことが問題となっていたスウェーデンでは，結婚前の「お試し期間」
として Sambo が使われており，実際に婚姻した夫婦のほとんどが，
Sambo を経験してから結婚している。

国 際
ほかの国の事実婚Co

lumn

86.6%
恋愛結婚

6.4%見合い結婚
7.0%

その他・不詳

（％）

【パートナーとともに生きる】
　人生のなかで，あなたがいっしょに生きていきたいと思うパ

ートナーに出会うことがあるだろう。育った環境が異なるパー

トナー同士が，共同生活を送るなどして，性や生活スタイル，

金銭感覚など，おたがいの価値観を理解し合いながら，とも

に生きるという意識を高めていく。

　パートナーと一生をともにすると決めた場合，もっとも多

くとられる形が結婚 p.21 である。結婚の相手と出会うきっか
けはさまざまである。 7　結婚すると，２人は法律で家族と

して認められる。家族は，衣食住，経済を共同で管理しなが

ら生活を営んでいく。また，子どもが生まれれば，協力して

世話をし，育てていく。結婚には，精神的に成長できる，安

らぎが得られるなど，さまざまな利点がある。 8　パートナ

ーとの事実婚を選ぶなど，結婚以外の生き方を選択する人も

いる。 ※対象は18〜34歳の未婚者。
（国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調

査」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」より）

男性 女性
子どもや家族をもてる 35.8 49.8
精神的安らぎの場が得
られる 31.1 28.1

親や周囲の期待に応え
られる 15.9 21.9

愛情を感じている人と
暮らせる 13.3 14.0

社会的信用や対等な関
係が得られる 12.2 7.0

経済的に余裕がもてる 5.9 20.4

点整理要  ●青年期には，自分自身のアイデンティティを見つけるという課題がある。
 ●自立には，精神的自立・社会的自立・生活的自立・経済的自立・性的自立の５つの側面がある。
 ●私たちの生活は，職業労働と家事労働によって成り立っている。
 ●職業選択は，働く条件や将来のキャリアプランニングなどを考え，計画的に行う。
 ●自分や他者の性を理解し，尊重し合うことが重要である。

① 	p.12の Check から自分の考え
は

　□変わった　□変わらなかった
②	変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。

あなたがイメージする「おと
な像」とは？

Review

（2015年：過去５年間に結婚した初婚同士の夫婦）

パートナーに
何を求める？

　あなたが将来パートナーといっし
ょに暮らすとしたら，どのようなこ
とを相手に求めるだろうか。
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8  結婚することの利点（2015年：複数回答）

　国によって，婚姻の制度は異なっている。歴史的・文化的背景によ
る違いもあるが，現在では少子化や婚

こん
外
がい
子
し
（婚姻していない男女間に

生まれた子ども）の権利などの社会問題に対応するため，スウェーデ
ンやフランスなどでは事実婚の制度が取り入れられている。
　事実婚とは，異性または同性同士のカップルが婚姻届を提出せずに
生活をともにすることで，法律上では結婚していない。事実婚を選ぶ
のにはさまざまな理由がある。
例：スウェーデンのS

サ ム ボ

ambo
　スウェーデンには Sambo（「いっしょに
暮らす」の意 ) という制度があり，同

どう
棲
せい
して

いるカップルに対しても，育児手当や相続の
権利などが保証されている。離婚率が高い
ことが問題となっていたスウェーデンでは，結婚前の「お試し期間」
として Sambo が使われており，実際に婚姻した夫婦のほとんどが，
Sambo を経験してから結婚している。

国 際
ほかの国の事実婚Co

lumn

86.6%
恋愛結婚

6.4%見合い結婚
7.0%

その他・不詳

（％）

【パートナーとともに生きる】
　人生のなかで，あなたがいっしょに生きていきたいと思うパ

ートナーに出会うことがあるだろう。育った環境が異なるパー

トナー同士が，共同生活を送るなどして，性や生活スタイル，

金銭感覚など，おたがいの価値観を理解し合いながら，とも

に生きるという意識を高めていく。

　パートナーと一生をともにすると決めた場合，もっとも多

くとられる形が結婚 p.21 である。結婚の相手と出会うきっか
けはさまざまである。 7　結婚すると，２人は法律で家族と

して認められる。家族は，衣食住，経済を共同で管理しなが

ら生活を営んでいく。また，子どもが生まれれば，協力して

世話をし，育てていく。結婚には，精神的に成長できる，安

らぎが得られるなど，さまざまな利点がある。 8　パートナ

ーとの事実婚を選ぶなど，結婚以外の生き方を選択する人も

いる。 ※対象は18〜34歳の未婚者。
（国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調

査」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」より）

男性 女性
子どもや家族をもてる 35.8 49.8
精神的安らぎの場が得
られる 31.1 28.1

親や周囲の期待に応え
られる 15.9 21.9

愛情を感じている人と
暮らせる 13.3 14.0

社会的信用や対等な関
係が得られる 12.2 7.0

経済的に余裕がもてる 5.9 20.4

点整理要  ●青年期には，自分自身のアイデンティティを見つけるという課題がある。
 ●自立には，精神的自立・社会的自立・生活的自立・経済的自立・性的自立の５つの側面がある。
 ●私たちの生活は，職業労働と家事労働によって成り立っている。
 ●職業選択は，働く条件や将来のキャリアプランニングなどを考え，計画的に行う。
 ●自分や他者の性を理解し，尊重し合うことが重要である。

① 	p.12の Check から自分の考え
は

　□変わった　□変わらなかった
②	変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。

あなたがイメージする「おと
な像」とは？

Review

（2015年：過去５年間に結婚した初婚同士の夫婦）

パートナーに
何を求める？

　あなたが将来パートナーといっし
ょに暮らすとしたら，どのようなこ
とを相手に求めるだろうか。
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8  結婚することの利点（2021年：複数回答）

　国によって，婚姻の制度は異なっている。歴史的・文化的背景によ
る違いもあるが，現在では少子化や婚

こん
外
がい
子
し
（婚姻していない男女間に

生まれた子ども）の権利などの社会問題に対応するため，スウェーデ
ンやフランスなどでは事実婚の制度が取り入れられている。
　事実婚とは，異性または同性同士のカップルが婚姻届を提出せずに
生活をともにすることで，法律上では結婚していない。事実婚を選ぶ
のにはさまざまな理由がある。
例：スウェーデンのS

サ ム ボ

ambo
　スウェーデンには Sambo（「いっしょに
暮らす」の意 ) という制度があり，同

どう
棲
せい
して

いるカップルに対しても，育児手当や相続の
権利などが保証されている。離婚率が高い
ことが問題となっていたスウェーデンでは，結婚前の「お試し期間」
として Sambo が使われており，実際に婚姻した夫婦のほとんどが，
Sambo を経験してから結婚している。

国 際
ほかの国の事実婚Co

lumn

90.4%
恋愛結婚

8.8%見合い結婚
0.8%

その他・不詳

（％）

【パートナーとともに生きる】
　人生のなかで，あなたがいっしょに生きていきたいと思うパ

ートナーに出会うことがあるだろう。育った環境が異なるパー

トナー同士が，共同生活を送るなどして，性や生活スタイル，

金銭感覚など，おたがいの価値観を理解し合いながら，とも

に生きるという意識を高めていく。

　パートナーと一生をともにすると決めた場合，もっとも多

くとられる形が結婚 p.21 である。結婚の相手と出会うきっか
けはさまざまである。 7　結婚すると，２人は法律で家族と

して認められる。家族は，衣食住，経済を共同で管理しなが

ら生活を営んでいく。また，子どもが生まれれば，協力して

世話をし，育てていく。結婚には，精神的に成長できる，安

らぎが得られるなど，さまざまな利点がある。 8　パートナ

ーとの事実婚を選ぶなど，結婚以外の生き方を選択する人も

いる。 ※対象は18〜34歳の未婚者。
（国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調

査」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」より）

男性 女性
子どもや家族をもてる 31.1 39.4
精神的安らぎの場が得
られる 33.8 25.3

親や周囲の期待に応え
られる 13.4 18.0

愛情を感じている人と
暮らせる 14.9 14.0

社会的信用や対等な関
係が得られる 8.9 8.6

経済的に余裕がもてる 8.4 21.0

点整理要  ●青年期には，自分自身のアイデンティティを見つけるという課題がある。
 ●自立には，精神的自立・社会的自立・生活的自立・経済的自立・性的自立の５つの側面がある。
 ●私たちの生活は，職業労働と家事労働によって成り立っている。
 ●職業選択は，働く条件や将来のキャリアプランニングなどを考え，計画的に行う。
 ●自分や他者の性を理解し，尊重し合うことが重要である。

① 	p.12の Check から自分の考え
は

　□変わった　□変わらなかった
②	変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。

あなたがイメージする「おと
な像」とは？

Review

（2021年：過去５年間に結婚した初婚同士の夫婦）

パートナーに
何を求める？

　あなたが将来パートナーといっし
ょに暮らすとしたら，どのようなこ
とを相手に求めるだろうか。
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7  夫婦が出会ったきっかけ

8  結婚することの利点（2021年：複数回答）

　国によって，婚姻の制度は異なっている。歴史的・文化的背景によ
る違いもあるが，現在では少子化や婚

こん
外
がい
子
し
（婚姻していない男女間に

生まれた子ども）の権利などの社会問題に対応するため，スウェーデ
ンやフランスなどでは事実婚の制度が取り入れられている。
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サ ム ボ

ambo
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どう
棲
せい
して

いるカップルに対しても，育児手当や相続の
権利などが保証されている。離婚率が高い
ことが問題となっていたスウェーデンでは，結婚前の「お試し期間」
として Sambo が使われており，実際に婚姻した夫婦のほとんどが，
Sambo を経験してから結婚している。

国 際
ほかの国の事実婚Co

lumn

90.4%
恋愛結婚

8.8%見合い結婚
0.8%

その他・不詳

（％）

【パートナーとともに生きる】
　人生のなかで，あなたがいっしょに生きていきたいと思うパ
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けはさまざまである。 7　結婚すると，２人は法律で家族と

して認められる。家族は，衣食住，経済を共同で管理しなが

ら生活を営んでいく。また，子どもが生まれれば，協力して

世話をし，育てていく。結婚には，精神的に成長できる，安

らぎが得られるなど，さまざまな利点がある。 8　パートナ

ーとの事実婚を選ぶなど，結婚以外の生き方を選択する人も
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査」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」より）
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① 	p.12の Check から自分の考え
は

　□変わった　□変わらなかった
②	変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。
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※�50歳の時点で結婚したことのない人の割合。
生涯未婚率ともいう。

　家庭内など親密な関係のなかで行われる暴力を家庭内暴
力という。子どもから家族への暴力，夫婦間の暴力，親
から子への暴力（児童虐

ぎゃく
待
だい
➡ p.47），介護者から高齢者へ

の暴力（高齢者虐待➡ p.61）が大きな問題となっている。
相手に苦痛を与えることを暴力といい，暴力には，下表の
ような種類がある。

家庭内暴力Co
lumn

【暴力の種類】

身体的暴力 たたいたり，蹴
け
ったりする

など。

精神的暴力 言葉や態度で傷つけるな
ど。

性的暴力 嫌がる性行為を強制する
など。

経済的暴力 生活費を渡さない，勝手
に借金をつくるなど。

社会的暴力
携帯電話をチェックする
ほか，人間関係を制限す
るなど。

　結婚せず親の家で暮らし続ける人もいるが，そ
のなかで，働かず，部屋に引きこもって暮らす人
の増加が問題視されている。1980 年～ 90年代
に引きこもっていた若者が壮年期後半，親が高齢
期にいたり，その状況から抜け出せないまま，家
族が社会から孤立し，生活が困難になるケース
が増えている。80 代の親が 50 代の子の生活を
支えるケースが多く，「8050 問題」と呼ばれる。
引きこもりには，就職での失敗や人間関係におけ
るストレスなど，人によってさまざまな要因が考
えられる。引きこもりの状態が長くなるほど社会
復帰は難しくなるが，職に就

つ
いて経済的に自立す

るために職業訓練を受けるなど，生き方に挫
ざ
折
せつ
し

てもやり直しがきくような社会的支援が求められ
る。

引きこもりと孤立Co
lumn

（２）非婚・晩婚化の背景
　現在，結婚しない人が増えている。 4 　かつて結婚は，一

人前の社会人になるための重要な指標とされたが，近年では，

結婚を選択肢のひとつとして捉
とら
えることが多い。また，結婚

を望んでも，適当な相手にめぐり会わない，不安定な社会情

勢のなかで十分な経済力がないなどの理由で，独身にとどま

っている人も多い。また，結婚によって自由さや気楽さを失

いたくない，結婚の必要性を感じないと考える人も増え，結

婚を先のばしにする傾向が見られ（国立社会保障・人口問題

研究所「第15回出生動向基本調査」より），結婚する年齢は

上昇している。 5

（３）家族関係の変化
　親の仕事や，子どもの塾通いなど，家族が忙しさに追われ

がちな今，家族の会話などの交流の機会が少なくなっている。

そのため，家族の団らんの場となったり，きずなを強めたり

する家庭の機能がはたらかず，家族関係がうまくいかなくな

ることもある。

4  50歳時未婚率※

5  平均初婚年齢の推移

（厚生労働省「人口動態統計」より）

（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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（１）結婚
　結婚は，法律的には婚

こん
姻
いん

 8  といい，日本国憲法に「両性の

合意のみに基
もとづ

いて成立」すると定められているように，基本

的にパートナー同士の問題である。婚姻は，一組の結婚の意

思のある男女が婚姻届を提出し，受理されることによって法

律上の効力が生じる。 1 　婚姻すると，夫婦は姓を同じくし，

同居し，たがいに助け合う義務が生じる一方で，社会の最小

単位である家族として国に登録されることとなり，新しくで

きた家族と社会との関係も生まれる。

　夫婦関係を続けるのが難しいとき，婚姻を解消することを

離婚という。民法では，まず夫婦の話し合いによって離婚で

きると定められている（協議離婚）。9 　協議離婚で話し合い

の決着がつかない場合，家庭裁判所を通した調
ちょう

停
てい

離婚や，裁

判離婚を行う。これらは一方的な離婚を認めないための規定

である。

1  婚姻届を提出することにより，新しく夫
婦の戸籍がつくられる。届出をした日に
婚姻が成立する。（365日いつでも届出
が可能。）

　民法では，夫婦の財産を次のよう
に定めている。
〈夫婦の一方が単独で有する〉
・婚姻の前から所有していた財産
・婚姻中に自己の名で得た財産
〈夫婦共有〉
・ 夫婦のいずれに属するか明らかで
ない財産

夫婦の財産Co
lumn

9  離婚の流れ

選択的夫婦別姓議論

　日本では，男女が結婚するとき，すべての夫婦は同じ姓を名乗らなければならないと定められている。女性が自分の姓
を男性の姓に合わせて変える場合が圧倒的に多い。しかし，姓を変えることによるさまざまな課題が指摘されてきた。そ
れを受けて，国では，希望する夫婦が結婚後にそれぞれの結婚前の姓を名乗ることも認めるという選択的夫婦別姓制度の
導入について議論が交わされている。あなたは，選択的夫婦別姓を導入することについて，どう思うか。
　たとえば以下の視点から夫婦同姓と選択的夫婦別姓のメリットとデメリットを考え，ほかの人と意見を交わしてみよう。
①男女平等
②姓の継承
③子どもの姓
④家族のきずな

協議離婚
夫婦の話し合いで離婚届を提出する

調停離婚
夫婦の一方が家庭裁判所に離婚調停
を申立て，合意を図る

裁判離婚
調停が不成立となった場合，離婚の
決定を裁判官に委

ゆだ
ねる

8  民法の定める婚姻の条件

①婚姻適齢
男女ともに満18歳になって
いること（731条）

② 重婚の
　禁止

すでに配偶者がいる者は重ね
て婚姻することはできない
（732条）

③ 再婚禁止
　期間＊の
　経過

女性の場合，前の婚姻の解消
または取消しの日から100日
を経過していること（733条）

④ 近親婚の
　禁止

直系血族または３親等内の傍
系血族の間や，直系姻族の間
では婚姻することができない
（734，735条）

＊��前の婚姻の解消または取消しの時に妊娠して
いなかった場合および，その後に出産した場
合は適用されない。
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7  旧民法と現行民法の比較

明治民法
（旧民法 1898年施行）

現行民法
（1948年施行）

理
念「家」制度＊1 個人の尊厳

両性の本質的平等
親
子

親権者は原則として
父親のみ

父親と母親の共同親
権

結
婚

戸主の同意が必要
男17歳，女15歳か
ら（男30，女25まで親
の同意）

男女ともに18歳から

夫
婦嫁

よめ

は夫の姓，婿
むこ

は妻の
姓
妻は法律行為に制限
あり

同等の権利と義務
夫婦同姓（夫又は妻の
姓）

再
婚

女性は再婚禁止期間
100日

扶
養

戸主に家族の扶養義
務

直系血族，兄弟姉妹
は互いに扶養し合う

相
続家

か

督
とく

相続＊1（男子，嫡
ちゃく

出
しゅつ

子
し

＊2，年長者の順で
優先）

配偶者と子が半分ず
つ相続（子の間では
人数で均等に分配）

＊１ 下コラム参照。
＊２ 婚姻関係のある男女間の子。

　明治時代に制定された旧民法に定められていた「家」制度とは，戸
こ

主
しゅ

である男性が，
家をまとめる絶対的な権限をもつ家族制度である。戸主にはほかの家族を養う義務があ
るが，住む場所を決める権利や結婚に同意する権利，家族を家から排除する権利などを
もっていた。戸主が亡くなったり隠居したりしたときは，戸主の地位を次の戸主（おも
に長男）に引き継いだ。これを家督相続という。

「家」制度Co
lumn

LINK

民法改正について考えよう

　民法は，第二次世界大戦後に現在の形に改正された
が，社会や家庭は時代とともに大きく変化しており，
それに合わせて民法の改正がくり返されてきた。現在
でも，民法の規定が家族・家庭の実情に合わないとし
て，国民からたくさんの意見が出されており，民法を
改正するべきかどうか，国で議論が交わされている。
　これからの時代の中心として，家庭生活を営んでい
くのはあなたたちである。あなたたちが社会に対して
声をあげることで，民法の改正に関する議論が進み，
よりよい家庭生活の実現へとつながる。これまでに改
正されてきた内容や，現在改正が議論されている内容
を見てみよう。

家族・家庭に関するおもな民法改正

◦1948年　現行民法の施行

◦2016年　女性の再婚禁止期間：
　　　　　　６か月　→　100日に短縮

◦2022年　男女の婚姻適齢：
　　　　　　男18歳，女16歳　→　男女ともに18歳

◦改正について議論中
　　　　　　夫婦同姓　→　選択的夫婦別姓の導入

ほかにも，人の一生にかかわるさまざまな
法律があるよ。教科書の口絵⑨「ライフス
テージと法律」を見てみよう。

豆知識  自分の意思によらず出された婚姻届や離婚届は，法律上は無効である。

2  法律と家族・家庭
　家庭生活は，家族同士の精神的・生活的なつながりだけで

なく，社会とのかかわりも深いため，さまざまな法律で家族

について定められている。家族に関する法律は，日本国憲法

に示された，家族や家庭を考えるうえで基本となる考え方を

もとにしている。そのうち民法では，親族　　 や結婚，親子

関係，相続などについて定められている。1898年に施行され

た旧民法は「家」制度の考え方にもとづいていたが，第二次

世界大戦後に改正され，現在の民法となった。 7

p.23
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　家庭内など親密な関係のなかで行われる暴力を家庭内暴
力という。子どもから家族への暴力，夫婦間の暴力，親
から子への暴力（児童虐

ぎゃく
待
だい
➡ p.47），介護者から高齢者へ

の暴力（高齢者虐待➡ p.61）が大きな問題となっている。
相手に苦痛を与えることを暴力といい，暴力には，下表の
ような種類がある。
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【暴力の種類】

身体的暴力 たたいたり，蹴
け
ったりする

など。

精神的暴力 言葉や態度で傷つけるな
ど。

性的暴力 嫌がる性行為を強制する
など。

経済的暴力 生活費を渡さない，勝手
に借金をつくるなど。

社会的暴力
携帯電話をチェックする
ほか，人間関係を制限す
るなど。

　結婚せず親の家で暮らし続ける人もいるが，そ
のなかで，働かず，部屋に引きこもって暮らす人
の増加が問題視されている。1980 年〜 90年代
に引きこもっていた若者が壮年期後半，親が高齢
期にいたり，その状況から抜け出せないまま，家
族が社会から孤立し，生活が困難になるケース
が増えている。80 代の親が 50 代の子の生活を
支えるケースが多く，「8050 問題」と呼ばれる。
引きこもりには，就職での失敗や人間関係におけ
るストレスなど，人によってさまざまな要因が考
えられる。引きこもりの状態が長くなるほど社会
復帰は難しくなるが，職に就

つ
いて経済的に自立す

るために職業訓練を受けるなど，生き方に挫
ざ
折
せつ
し

てもやり直しがきくような社会的支援が求められ
る。
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（２）非婚・晩婚化の背景
　現在，結婚しない人が増えている。 4 　かつて結婚は，一

人前の社会人になるための重要な指標とされたが，近年では，

結婚を選択肢のひとつとして捉
とら
えることが多い。また，結婚

を望んでも，適当な相手にめぐり会わない，不安定な社会情

勢のなかで十分な経済力がないなどの理由で，独身にとどま

っている人も多い。また，結婚によって自由さや気楽さを失

いたくない，結婚の必要性を感じないと考える人も増え，結

婚を先のばしにする傾向が見られ（国立社会保障・人口問題

研究所「第15回出生動向基本調査」より），結婚する年齢は

上昇している。 5

（３）家族関係の変化
　親の仕事や，子どもの塾通いなど，家族が忙しさに追われ

がちな今，家族の会話などの交流の機会が少なくなっている。

そのため，家族の団らんの場となったり，きずなを強めたり

する家庭の機能がはたらかず，家族関係がうまくいかなくな

ることもある。

4  50歳時未婚率※

5  平均初婚年齢の推移

（厚生労働省「人口動態統計」より）

（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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青
年
期
と
家
族

A編

（１）結婚
　結婚は，法律的には婚

こん
姻
いん

 8  といい，日本国憲法に「両性の

合意のみに基
もとづ

いて成立」すると定められているように，基本

的にパートナー同士の問題である。婚姻は，一組の結婚の意

思のある男女が婚姻届を提出し，受理されることによって法

律上の効力が生じる。 1 　婚姻すると，夫婦は姓を同じくし，

同居し，たがいに助け合う義務が生じる一方で，社会の最小

単位である家族として国に登録されることとなり，新しくで

きた家族と社会との関係も生まれる。

　夫婦関係を続けるのが難しいとき，婚姻を解消することを

離婚という。民法では，まず夫婦の話し合いによって離婚で

きると定められている（協議離婚）。9 　協議離婚で話し合い

の決着がつかない場合，家庭裁判所を通した調
ちょう

停
てい

離婚や，裁

判離婚を行う。これらは一方的な離婚を認めないための規定

である。

1  婚姻届を提出することにより，新しく夫
婦の戸籍がつくられる。届出をした日に
婚姻が成立する。（365日いつでも届出
が可能。）

　民法では，夫婦の財産を次のよう
に定めている。
〈夫婦の一方が単独で有する〉
・婚姻の前から所有していた財産
・婚姻中に自己の名で得た財産
〈夫婦共有〉
・ 夫婦のいずれに属するか明らかで
ない財産

夫婦の財産Co
lumn

9  離婚の流れ

選択的夫婦別姓議論

　日本では，男女が結婚するとき，すべての夫婦は同じ姓を名乗らなければならないと定められている。女性が自分の姓
を男性の姓に合わせて変える場合が圧倒的に多い。しかし，姓を変えることによるさまざまな課題が指摘されてきた。そ
れを受けて，国では，希望する夫婦が結婚後にそれぞれの結婚前の姓を名乗ることも認めるという選択的夫婦別姓制度の
導入について議論が交わされている。あなたは，選択的夫婦別姓を導入することについて，どう思うか。
　たとえば以下の視点から夫婦同姓と選択的夫婦別姓のメリットとデメリットを考え，ほかの人と意見を交わしてみよう。
①男女平等
②姓の継承
③子どもの姓
④家族のきずな

協議離婚
夫婦の話し合いで離婚届を提出する

調停離婚
夫婦の一方が家庭裁判所に離婚調停
を申立て，合意を図る

裁判離婚
調停が不成立となった場合，離婚の
決定を裁判官に委

ゆだ
ねる

8  民法の定める婚姻の条件

①婚姻適齢
男女ともに満18歳になって
いること（731条）

② 重婚の
　禁止

すでに配偶者がいる者は重ね
て婚姻することはできない
（732条）

③ 近親婚の
　禁止

直系血族または３親等内の傍
系血族の間や，直系姻族の間
では婚姻することができない
（734，735条）

※��婚姻を解消した女性の100日間の再婚禁止期
間は廃止された。（令和6年４月１日施行）
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7  旧民法と現行民法の比較

明治民法
（旧民法 1898年施行）

現行民法
（1948年施行）

理
念「家」制度＊1 個人の尊厳

両性の本質的平等
親
子
親権者は原則として
父親のみ

父親と母親の共同親
権

結
婚
戸主の同意が必要
男17歳，女15歳か
ら（男30，女25まで親
の同意）

男女ともに18歳から

夫
婦嫁

よめ

は夫の姓，婿
むこ

は妻の
姓
妻は法律行為に制限
あり

同等の権利と義務
夫婦同姓（夫又は妻の
姓）

扶
養
戸主に家族の扶養義
務

直系血族，兄弟姉妹
は互いに扶養し合う

相
続家

か

督
とく

相続＊1（男子，嫡
ちゃく

出
しゅつ

子
し
＊2，年長者の順で

優先）

配偶者と子が半分ず
つ相続（子の間では
人数で均等に分配）

＊１�下コラム参照。
＊２�婚姻関係のある男女間の子。

　明治時代に制定された旧民法に定められていた「家」制度とは，戸
こ
主
しゅ
である男性が，

家をまとめる絶対的な権限をもつ家族制度である。戸主にはほかの家族を養う義務があ
るが，住む場所を決める権利や結婚に同意する権利，家族を家から排除する権利などを
もっていた。戸主が亡くなったり隠居したりしたときは，戸主の地位を次の戸主（おも
に長男）に引き継いだ。これを家督相続という。

「家」制度Co
lumn

LINK

民法改正について考えよう

　民法は，第二次世界大戦後に現在の形に改正された
が，社会や家庭は時代とともに大きく変化しており，
それに合わせて民法の改正がくり返されてきた。現在
でも，民法の規定が家族・家庭の実情に合わないとし
て，国民からたくさんの意見が出されており，民法を
改正するべきかどうか，国で議論が交わされている。
　これからの時代の中心として，家庭生活を営んでい
くのはあなたたちである。あなたたちが社会に対して
声をあげることで，民法の改正に関する議論が進み，
よりよい家庭生活の実現へとつながる。これまでに改
正されてきた内容や，現在改正が議論されている内容
を見てみよう。

家族・家庭に関するおもな民法改正

◦1948年　現行民法の施行

◦2016年　女性の再婚禁止期間：
　　　　　　６か月　→　100日に短縮

◦2022年　男女の婚姻適齢：
　　　　　　男18歳，女16歳　→　男女ともに18歳

◦2024年　女性の再婚禁止期間：
　　　　　　100日　→　削除

◦改正について議論中
　　　　　　夫婦同姓　→　選択的夫婦別姓の導入

ほかにも，人の一生にかかわるさまざまな
法律があるよ。教科書の口絵⑨「ライフス
テージと法律」を見てみよう。

豆知識  自分の意思によらず出された婚姻届や離婚届は，法律上は無効である。

2  法律と家族・家庭
　家庭生活は，家族同士の精神的・生活的なつながりだけで

なく，社会とのかかわりも深いため，さまざまな法律で家族

について定められている。家族に関する法律は，日本国憲法

に示された，家族や家庭を考えるうえで基本となる考え方を

もとにしている。そのうち民法では，親族　　 や結婚，親子

関係，相続などについて定められている。1898年に施行され

た旧民法は「家」制度の考え方にもとづいていたが，第二次

世界大戦後に改正され，現在の民法となった。 7

p.23
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（４）子どもの安全を守る
　乳幼児は，力が弱く，頭が重く大きいため，転んだり，浴

よく
槽
そう

に転落する事故を起こしやすい。また，乳児は好奇心が旺
おう
盛
せい

で，目につくものを何でも口に入れてしまうので，誤
ご
飲
いん
の恐

れがある。乳幼児の事故の多くは家庭内で起こっており，月

齢・年齢によって起こしやすい事故は変わっていく。 10　お

となは，子どもがいるところではできるだけ目を離さないよ

うにし，子どもに安全について教えていく必要がある。

　小学校低学年になると，行動範囲が広がる。歩行中や自転

車の運転中に道路に飛び出し，交通事故にあうこともある。

遊びに夢中になって道路に飛び出さないよう，おとながしっ

かり交通ルールを確認させる必要がある。また，海，川，池

などで溺
おぼ
れる事故も多いので，注意する。子どもが安全に遊

ぶことができる環境を整備していくのは，おとなや社会の責

任である。

子どもの誤飲
に注意

　子どもは直径約4cm 以下（標準
的なトイレットペーパーの芯に入る
大きさ）のものなら口に入れてしま
う恐れがある。身のまわりのものを
トイレットペーパーの芯で測り，気
をつけなければならないものを確認
してみよう。

子どもの誤飲事故の内訳

17.4%

12.3%10.7%

その他
15.0%

電池
1.8%

文具類
2.6%
洗剤類
2.9%

硬貨
3.0%

金属製品
6.5%

たばこ
20.8%

医薬品・
医薬部外品

玩具
がん ぐ

食品類
7.0%

プラスチック製品

10  乳幼児期の月齢・年齢による起こしやすい事故

　乳幼児突然死症候群（SIDS：Sudden Infant Death Syndrome）は，元気だった赤ちゃんが，睡眠中に突然死亡し
てしまう病気である。近年，発症は減少傾向だが，令和元年には 78人の赤ちゃんが亡くなっている。原因は不明な点
が多いが，次の 3つが発生に関係していると考えられている（厚生労働省による）。
　① うつぶせ寝：うつぶせに寝かせたときのほうが，あおむけ寝の場合に比べて SIDS 発症率が高い。
　② 喫

きつ
煙
えん
：両親が喫煙する場合，両親が喫煙しない場合に比べて SIDS の発症率が高い。

　③ 人工乳：人工乳で育てられている赤ちゃんは，母乳の赤ちゃんより SIDS の発症率が高い。

安 全
乳幼児突然死症候群（SIDS（シッズ））Co

lumn

（厚生労働省「家庭用品等に係る健康被害病院モニ
ター報告」2018年度�より）

（東京都福祉保健局「乳幼児の事故防止教育ハンドブック」より）

新生児  ６か月  １歳  ２歳  ３歳

誤飲や
窒
ちっ

息
そく

� たばこ・薬・コイン・ボタン・電池など� 洗剤・化粧品などをあけて飲む
枕・軟らかいふとん� ビニール袋
ひも・よだれかけ� ナッツ類

やけど
湯たんぽ� 食事中に湯のみなどを倒す� ライター� 花火
風呂・シャワー� ストーブ・アイロンに触る
� ポット・炊飯器の蒸気に触れる

溺　水 � 浴槽・洗濯機へ転落して溺れる
� 海や川やプール等で溺れる

転　落
親がうっかり落とす� � ブランコや滑り台から落ちる
� ベッド・ソファから落ちる� 自転車・階段から落ちる
� ベビーカー・椅

い
子
す
から落ちる� 窓やベランダから落ちる

打撲や
切り傷

� 扇風機の羽根に触る� ドアにはさまる
� 転んでテーブルの角などにぶつかる

その他 自動車内放置による熱中症� 交通事故
� ベビーカー・自転車に乗せたまま離れる
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※アメリカの「15〜19歳」は16〜19歳。
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（日本は総務省「労働力調査」令和3年，その他の国はILO
「ILOSTAT」より）

家事・育児は
だれがする？

　あなたが将来家族をもつとした
ら，パートナーと家事・育児をどう
分担するだろう。隣の人とペアをつ
くり，下の家事・育児はどちらがや
るか，または共同でやるか決めてみ
よう。

食事をつくる／食器を洗う
洗濯物　洗う／干す／たたむ
掃除
ごみ捨て
家計の管理
公共料金を支払う
子どもの世話　おむつ替え／遊び／
お風

ふ
呂
ろ
／歯

は
磨
みが
き

豆知識  　 の女性の労働力人口比率で，日本のグラフは，欧米の逆 U 字形と対比して M 字カーブと呼ばれている。7

2  男女共同参画社会
（１）性別役割分業意識の変化
　性別役割分業が一般的であった頃は，職業労働を夫が担い，

家事労働を妻が担う形が多かった。しかし，1985年の女子差
別撤廃条約の批

ひ
准
じゅん

を機に，国内では男女雇用機会均等法や男
女共同参画社会基本法の施行など，女性の社会における待遇

を改善する取り組みが進められてきた。その結果，夫婦共働

きの世帯が増えている。 6 　企業では，採用や給料，昇進な

どの面で，男女の格差を解消するための取り組みが行われて

おり，今や，男女が協力して職業労働・家事労働をこなすこ

とは当たり前という意識が社会に定着しつつある。 8

（２）いまだに残る男女の壁
　男女協力への意識は高まっているが，日本の男女共同参

画のレベルは，ジェンダーギャップ指数が156か国中世界第

120位と，まだまだ低い水準にある（2021年時点）。 1 　たと

えば，男性の職業労働は長時間になる傾向が強く，家事・育

児時間が短いほか，育児休業取得率も低い　　 ため，負担が

女性に偏
かたよ

りがちである。仕事と子育ての両立に悩みを抱える

女性はいまだに多く，結婚や出産に踏み切れなかったり，出

産を機に女性が退職したり働き方を変えたりしなければなら

ないこともあり，自分の望むキャリアを実現しづらい。 7

p.52

8  性別役割分業についての意識の変化

6  夫婦共働き世帯の増加

7  女性の労働力人口比率（2020年）

（内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」より）
（％）

賛成 わからないどちらかと
いえば賛成

（調査対象：全国20歳以上の者）

どちらかと
いえば反対

反対
「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

2019年

2012年

2007年

2002年

1997年

1992年

1979年

23.0 37.1 5.9 24.0 10.0

31.8 40.8 7.1 16.1 4.3

20.6 37.2 4.4 24.0 13.8

14.8 32.1 6.1 27.0 20.0

13.8 31.0 3.2 28.7 23.4

7.5 27.5 5.2 36.6 23.2

12.9 38.7 3.3 27.9 17.2

（総務省「労働力調査」より）
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男性雇用者と無職の妻世帯

1  世界経済フォーラムによる，各国の男女
格差を経済・教育・健康・政治の観点か
ら測った指数。
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くり，下の家事・育児はどちらがや
るか，または共同でやるか決めてみ
よう。
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豆知識  　 の女性の労働力人口比率で，日本のグラフは，欧米の逆 U 字形と対比して M 字カーブと呼ばれている。7

2  男女共同参画社会
（１）性別役割分業意識の変化
　性別役割分業が一般的であった頃は，職業労働を夫が担い，

家事労働を妻が担う形が多かった。しかし，1985年の女子差
別撤廃条約の批

ひ
准
じゅん

を機に，国内では男女雇用機会均等法や男
女共同参画社会基本法の施行など，女性の社会における待遇

を改善する取り組みが進められてきた。その結果，夫婦共働

きの世帯が増えている。 6 　企業では，採用や給料，昇進な

どの面で，男女の格差を解消するための取り組みが行われて

おり，今や，男女が協力して職業労働・家事労働をこなすこ

とは当たり前という意識が社会に定着しつつある。 8

（２）いまだに残る男女の壁
　男女協力への意識は高まっているが，日本の男女共同参

画のレベルは，ジェンダーギャップ指数が156か国中世界第

120位と，まだまだ低い水準にある（2021年時点）。 1 　たと

えば，男性の職業労働は長時間になる傾向が強く，家事・育

児時間が短いほか，育児休業取得率も低い　　 ため，負担が

女性に偏
かたよ

りがちである。仕事と子育ての両立に悩みを抱える

女性はいまだに多く，結婚や出産に踏み切れなかったり，出

産を機に女性が退職したり働き方を変えたりしなければなら

ないこともあり，自分の望むキャリアを実現しづらい。 7

p.52

8  性別役割分業についての意識の変化

6  夫婦共働き世帯の増加

7  女性の労働力人口比率（2020年）

（内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」より）
（％）

賛成 わからないどちらかと
いえば賛成

（調査対象：全国20歳以上の者）

どちらかと
いえば反対

反対
「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

2019年

2012年

2007年

2002年

1997年

1992年

1979年

23.0 37.1 5.9 24.0 10.0

31.8 40.8 7.1 16.1 4.3

20.6 37.2 4.4 24.0 13.8

14.8 32.1 6.1 27.0 20.0

13.8 31.0 3.2 28.7 23.4

7.5 27.5 5.2 36.6 23.2

12.9 38.7 3.3 27.9 17.2

（総務省「労働力調査」より）
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家事・育児は
だれがする？

　あなたが将来家族をもつとした
ら，パートナーと家事・育児をどう
分担するだろう。隣の人とペアをつ
くり，下の家事・育児はどちらがや
るか，または共同でやるか決めてみ
よう。

食事をつくる／食器を洗う
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豆知識  　 の女性の労働力人口比率で，日本のグラフは，欧米の逆U字形と対比してM 字カーブと呼ばれている。7

2  男女共同参画社会
（１）性別役割分業意識の変化
　性別役割分業が一般的であった頃は，職業労働を夫が担い，

家事労働を妻が担う形が多かった。しかし，1985年の女子差
別撤廃条約の批

ひ
准
じゅん

を機に，国内では男女雇用機会均等法や男
女共同参画社会基本法の施行など，女性の社会における待遇

を改善する取り組みが進められてきた。その結果，夫婦共働

きの世帯が増えている。 6 　企業では，採用や給料，昇進な

どの面で，男女の格差を解消するための取り組みが行われて

おり，今や，男女が協力して職業労働・家事労働をこなすこ

とは当たり前という意識が社会に定着しつつある。 8

（２）いまだに残る男女の壁
　男女協力への意識は高まっているが，日本の男女共同参

画のレベルは，ジェンダーギャップ指数が156か国中世界第

120位と，まだまだ低い水準にある（2021年時点）。 1 　たと

えば，男性の職業労働は長時間になる傾向が強く，家事・育

児時間が短いほか，育児休業取得率も低い　　 ため，負担が

女性に偏
かたよ

りがちである。仕事と子育ての両立に悩みを抱える

女性はいまだに多く，結婚や出産に踏み切れなかったり，出

産を機に女性が退職したり働き方を変えたりしなければなら

ないこともあり，自分の望むキャリアを実現しづらい。 7

p.52

8  性別役割分業についての意識の変化

6  夫婦共働き世帯の増加

7  女性の労働力人口比率（2020年）

（内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」より）
（％）

賛成 わからないどちらかと
いえば賛成

（調査対象：全国20歳以上の者）

どちらかと
いえば反対

反対
「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

2022年

2012年

2007年

2002年

1997年

1992年

1979年

23.0 37.1 5.9 24.0 10.0

31.8 40.8 7.1 16.1 4.3

20.6 37.2 4.4 24.0 13.8

14.8 32.1 6.1 27.0 20.0

13.8 31.0 3.2 28.7 23.4

4.0 29.4 2.2 38.2 26.1

12.9 38.7 3.3 27.9 17.2

（総務省「労働力調査」より）
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（４）子どもの安全を守る
　乳幼児は，力が弱く，頭が重く大きいため，転んだり，浴

よく
槽
そう

に転落する事故を起こしやすい。また，乳児は好奇心が旺
おう
盛
せい

で，目につくものを何でも口に入れてしまうので，誤
ご
飲
いん
の恐

れがある。乳幼児の事故の多くは家庭内で起こっており，月

齢・年齢によって起こしやすい事故は変わっていく。 10　お

となは，子どもがいるところではできるだけ目を離さないよ

うにし，子どもに安全について教えていく必要がある。

　小学校低学年になると，行動範囲が広がる。歩行中や自転

車の運転中に道路に飛び出し，交通事故にあうこともある。

遊びに夢中になって道路に飛び出さないよう，おとながしっ

かり交通ルールを確認させる必要がある。また，海，川，池

などで溺
おぼ
れる事故も多いので，注意する。子どもが安全に遊

ぶことができる環境を整備していくのは，おとなや社会の責

任である。

子どもの誤飲
に注意

　子どもは直径約4cm 以下（標準
的なトイレットペーパーの芯に入る
大きさ）のものなら口に入れてしま
う恐れがある。身のまわりのものを
トイレットペーパーの芯で測り，気
をつけなければならないものを確認
してみよう。

子どもの誤飲事故の内訳

17.4%

12.3%10.7%

その他
15.0%

電池
1.8%

文具類
2.6%
洗剤類
2.9%

硬貨
3.0%

金属製品
6.5%

たばこ
20.8%

医薬品・
医薬部外品

玩具
がん ぐ

食品類
7.0%

プラスチック製品

10  乳幼児期の月齢・年齢による起こしやすい事故

　乳幼児突然死症候群（SIDS：Sudden Infant Death Syndrome）は，元気だった赤ちゃんが，睡眠中に突然死亡し
てしまう病気である。令和 3年には 81人の赤ちゃんが亡くなっている。原因は不明な点が多いが，次の 3つが発生に
関係していると考えられている（厚生労働省による）。
　① うつぶせ寝：うつぶせに寝かせたときのほうが，あおむけ寝の場合に比べて SIDS 発症率が高い。
　② 喫

きつ
煙
えん
：両親が喫煙する場合，両親が喫煙しない場合に比べて SIDS の発症率が高い。

　③ 人工乳：人工乳で育てられている赤ちゃんは，母乳の赤ちゃんより SIDS の発症率が高い。

安 全
乳幼児突然死症候群（SIDS（シッズ））Co

lumn

（厚生労働省「家庭用品等に係る健康被害病院モニ
ター報告」2018年度�より）

（東京都福祉保健局「乳幼児の事故防止教育ハンドブック」より）

新生児  ６か月  １歳  ２歳  ３歳

誤飲や
窒
ちっ

息
そく

� たばこ・薬・コイン・ボタン・電池など� 洗剤・化粧品などをあけて飲む
枕・軟らかいふとん� ビニール袋
ひも・よだれかけ� ナッツ類

やけど
湯たんぽ� 食事中に湯のみなどを倒す� ライター� 花火
風呂・シャワー� ストーブ・アイロンに触る
� ポット・炊飯器の蒸気に触れる

溺　水 � 浴槽・洗濯機へ転落して溺れる
� 海や川やプール等で溺れる

転　落
親がうっかり落とす� � ブランコや滑り台から落ちる
� ベッド・ソファから落ちる� 自転車・階段から落ちる
� ベビーカー・椅

い
子
す
から落ちる� 窓やベランダから落ちる

打撲や
切り傷

� 扇風機の羽根に触る� ドアにはさまる
� 転んでテーブルの角などにぶつかる

その他 自動車内放置による熱中症� 交通事故
� ベビーカー・自転車に乗せたまま離れる
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豆知識  　 の女性の労働力人口比率で，日本のグラフは，欧米の逆U字形と対比してM 字カーブと呼ばれている。7

2  男女共同参画社会
（１）性別役割分業意識の変化
　性別役割分業が一般的であった頃は，職業労働を夫が担い，

家事労働を妻が担う形が多かった。しかし，1985年の女子差
別撤廃条約の批

ひ
准
じゅん

を機に，国内では男女雇用機会均等法や男
女共同参画社会基本法の施行など，女性の社会における待遇

を改善する取り組みが進められてきた。その結果，夫婦共働

きの世帯が増えている。 6 　企業では，採用や給料，昇進な

どの面で，男女の格差を解消するための取り組みが行われて

おり，今や，男女が協力して職業労働・家事労働をこなすこ

とは当たり前という意識が社会に定着しつつある。 8

（２）いまだに残る男女の壁
　男女協力への意識は高まっているが，日本の男女共同参

画のレベルは，ジェンダーギャップ指数が156か国中世界第

120位と，まだまだ低い水準にある（2021年時点）。 1 　たと

えば，男性の職業労働は長時間になる傾向が強く，家事・育

児時間が短いほか，育児休業取得率も低い　　 ため，負担が

女性に偏
かたよ

りがちである。仕事と子育ての両立に悩みを抱える

女性はいまだに多く，結婚や出産に踏み切れなかったり，出

産を機に女性が退職したり働き方を変えたりしなければなら

ないこともあり，自分の望むキャリアを実現しづらい。 7

p.52

8  性別役割分業についての意識の変化

6  夫婦共働き世帯の増加

7  女性の労働力人口比率（2020年）

（内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」より）
（％）

賛成 わからないどちらかと
いえば賛成

（調査対象：全国20歳以上の者）

どちらかと
いえば反対

反対
「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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20.6 37.2 4.4 24.0 13.8

14.8 32.1 6.1 27.0 20.0

13.8 31.0 3.2 28.7 23.4

4.0 29.4 2.2 38.2 26.1

12.9 38.7 3.3 27.9 17.2

（総務省「労働力調査」より）
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関連学習

学習
目標

Check

 A 編 　３ 保育

[ 高公共 ]人口減少社会／少子化への対策　[ 高地理 ]人口と少子高齢化社会

	子育てに悩みを抱える人がいることを知ろう
	さまざまな子育て支援について知ろう
	子どもの権利について知ろう

自分の考えに近いものを選ぼう。
あなたは働いているとする。仕事で忙しいときに子ども
が熱を出し，看病が必要になった場合，どうする？

　 同僚に仕事を頼んで休む　 配偶者に休んでもらう

　 子育て支援を利用して子どもを預かってもらう

3 これからの子育て環境

1  現在の日本の子育て事情
（１）進行する少子化
　日本では，1980年代から出

しゅっ
生
しょう

率
りつ

が減少 1  したほか，晩婚

化 1 や未婚化を背景として，子どもの割合が低下する少子化
が続いている。子どもが減ると日本全体の人口が減少し，経

済の規模が縮小する。将来の労働力不足や社会保障　　 の

持続性にも影響をおよぼす。

p.68

理想と現実の
子ども数

　理想とする子どもの数より人数が
少ない家庭が多い。多くの人が理想
の子ども数をもてる社会にするには
どうすればよいか考えてみよう。

【理想の子ども数と実際の子ども数】
理想子ども数（総数） 2.32人
実際の子ども数 1.68人

【理想の子ども数をもたない理由 *】
（上位５つ。複数回答）
子育てや教育にお金がかかりす
ぎるから 76.5%

自分の仕事（勤めや家業）に差
し支えるから 17.6%

家が狭いから 17.6%
これ以上育児の心理的，肉体的
負担に耐えられないから 15.7%

夫の家事・育児への協力が得ら
れないから 11.8%

＊対象者：妻の年齢が30歳未満
（国立社会保障・人口問題研究所

「第15回出生動向基本調査」平成27年より）

1  合
ごう

計
けい

特
とく

殊
しゅ

出
しゅっ

生
しょう

率
りつ＊1の推移と諸外国との比較

1  晩婚化により，35歳以上で第一子を産む
高齢出産が増加した。高齢出産は不妊や
流産，先天異常のリスクが高まるとされ 
る。2013年に，妊婦の血液から胎児に 
先天異常がないか調べられる新

しん
型
がた

出
しゅっ

生
しょう

前
まえ

診
しん

断
だん

が日本で開始された。診断の結果，
胎児に病気や障がいが見つかったとし
ても，親や家族，周囲の人の適切なかか
わりにより，生まれてきた子どもは豊か
な人生を歩むことができる。

（厚生労働省「人口動態統計」より）

＊1�一人の女性が一生に生む子どもの平均数。
＊2�その年生まれの女性は気性が荒いという迷信のあった1966年の丙午（ひのえうま）の
1.58を下回ったため，「1.57ショック」と呼ばれた。

※日本では，合計特殊出生率が2.07を下回ると，人口は減少に向かうとされている。
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840,835人

1.33

1.57＊2

【合計特殊出生率の比較（2020年）】
日本 1.33 イギリス 1.58 

アメリカ 1.64 ドイツ 1.53 
フランス 1.82 イタリア 1.24 

スウェーデン 1.66 韓国 0.84 

（内閣府「少子化社会対策白書」令和４年版より）
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[ 高公共 ]人口減少社会／少子化への対策　[ 高地理 ]人口と少子高齢化社会

	子育てに悩みを抱える人がいることを知ろう
	さまざまな子育て支援について知ろう
	子どもの権利について知ろう

自分の考えに近いものを選ぼう。
あなたは働いているとする。仕事で忙しいときに子ども
が熱を出し，看病が必要になった場合，どうする？

　 同僚に仕事を頼んで休む　 配偶者に休んでもらう

　 子育て支援を利用して子どもを預かってもらう

3 これからの子育て環境

1  現在の日本の子育て事情
（１）進行する少子化
　日本では，1980年代から出

しゅっ
生
しょう

率
りつ

が減少 1  したほか，晩婚

化 1 や未婚化を背景として，子どもの割合が低下する少子化
が続いている。子どもが減ると日本全体の人口が減少し，経

済の規模が縮小する。将来の労働力不足や社会保障　　 の

持続性にも影響をおよぼす。

p.68

理想と現実の
子ども数

　理想とする子どもの数より人数が
少ない家庭が多い。多くの人が理想
の子ども数をもてる社会にするには
どうすればよいか考えてみよう。

【理想の子ども数と実際の子ども数】
理想子ども数（総数） 2.32人
実際の子ども数 1.68人

【理想の子ども数をもたない理由 *】
（上位５つ。複数回答）
子育てや教育にお金がかかりす
ぎるから 76.5%

自分の仕事（勤めや家業）に差
し支えるから 17.6%

家が狭いから 17.6%
これ以上育児の心理的，肉体的
負担に耐えられないから 15.7%

夫の家事・育児への協力が得ら
れないから 11.8%

＊対象者：妻の年齢が30歳未満
（国立社会保障・人口問題研究所

「第15回出生動向基本調査」平成27年より）
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1  晩婚化により，35歳以上で第一子を産む
高齢出産が増加した。高齢出産は不妊や
流産，先天異常のリスクが高まるとされ 
る。2013年に，妊婦の血液から胎児に 
先天異常がないか調べられる新

しん
型
がた

出
しゅっ

生
しょう

前
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断
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が日本で開始された。診断の結果，
胎児に病気や障がいが見つかったとし
ても，親や家族，周囲の人の適切なかか
わりにより，生まれてきた子どもは豊か
な人生を歩むことができる。

（厚生労働省「人口動態統計」より）

＊1�一人の女性が一生に生む子どもの平均数。
＊2�その年生まれの女性は気性が荒いという迷信のあった1966年の丙午（ひのえうま）の

1.58を下回ったため，「1.57ショック」と呼ばれた。

※日本では，合計特殊出生率が2.07を下回ると，人口は減少に向かうとされている。
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【合計特殊出生率の比較（2020年）】
日本 1.33 イギリス 1.58 

アメリカ 1.64 ドイツ 1.53 
フランス 1.82 イタリア 1.24 

スウェーデン 1.66 韓国 0.84 

（内閣府「少子化社会対策白書」令和４年版より）
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[ 高公共 ]人口減少社会／少子化への対策　[ 高地理 ]人口と少子高齢化社会

	子育てに悩みを抱える人がいることを知ろう
	さまざまな子育て支援について知ろう
	子どもの権利について知ろう

自分の考えに近いものを選ぼう。
あなたは働いているとする。仕事で忙しいときに子ども
が熱を出し，看病が必要になった場合，どうする？

　 同僚に仕事を頼んで休む　 配偶者に休んでもらう

　 子育て支援を利用して子どもを預かってもらう

3 これからの子育て環境

1  現在の日本の子育て事情
（１）進行する少子化
　日本では，1980年代から出

しゅっ
生
しょう

率
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が減少 1  したほか，晩婚

化 1 や未婚化を背景として，子どもの割合が低下する少子化
が続いている。子どもが減ると日本全体の人口が減少し，経

済の規模が縮小する。将来の労働力不足や社会保障　　 の

持続性にも影響をおよぼす。

p.68

理想と現実の
子ども数

　理想とする子どもの数より人数が
少ない家庭が多い。多くの人が理想
の子ども数をもてる社会にするには
どうすればよいか考えてみよう。

【理想の子ども数と実際の子ども数】
理想子ども数（総数） 2.25人
実際の子ども数（妻45〜49歳夫婦）1.81人

【理想の子ども数をもたない理由 *】
（上位５つ。複数回答）
子育てや教育にお金がかかりす
ぎるから 77.8%

これ以上育児の心理的，肉体的
負担に耐えられないから 23.1%

自分の仕事（勤めや家業）に差
し支えるから 21.4%

家が狭いから 21.4%
高年齢で生むのはいやだから 19.7%
＊対象者：妻の年齢が35歳未満

（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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1  晩婚化により，35歳以上で第一子を産む
高齢出産が増加した。高齢出産は不妊や
流産，先天異常のリスクが高まるとされ 
る。2013年に，妊婦の血液から胎児に 
先天異常がないか調べられる新
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が日本で開始された。診断の結果，
胎児に病気や障がいが見つかったとし
ても，親や家族，周囲の人の適切なかか
わりにより，生まれてきた子どもは豊か
な人生を歩むことができる。

（厚生労働省「人口動態統計」より）

＊1�一人の女性が一生に生む子どもの平均数。
＊2�その年生まれの女性は気性が荒いという迷信のあった1966年の丙午（ひのえうま）の
1.58を下回ったため，「1.57ショック」と呼ばれた。

※日本では，合計特殊出生率が2.07を下回ると，人口は減少に向かうとされている。
＊日本は2022年の数値（人口動態統計より）
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【合計特殊出生率の比較（2020年＊）】
日本 1.26 イギリス 1.58 

アメリカ 1.64 ドイツ 1.53 
フランス 1.82 イタリア 1.24 

スウェーデン 1.66 韓国 0.84 

（内閣府「少子化社会対策白書」令和４年版より）
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[ 高公共 ]人口減少社会／少子化への対策　[ 高地理 ]人口と少子高齢化社会

	子育てに悩みを抱える人がいることを知ろう
	さまざまな子育て支援について知ろう
	子どもの権利について知ろう

自分の考えに近いものを選ぼう。
あなたは働いているとする。仕事で忙しいときに子ども
が熱を出し，看病が必要になった場合，どうする？

　 同僚に仕事を頼んで休む　 配偶者に休んでもらう

　 子育て支援を利用して子どもを預かってもらう

3 これからの子育て環境

1  現在の日本の子育て事情
（１）進行する少子化
　日本では，1980年代から出

しゅっ
生
しょう

率
りつ

が減少 1  したほか，晩婚

化 1 や未婚化を背景として，子どもの割合が低下する少子化
が続いている。子どもが減ると日本全体の人口が減少し，経

済の規模が縮小する。将来の労働力不足や社会保障　　 の

持続性にも影響をおよぼす。

p.68

理想と現実の
子ども数

　理想とする子どもの数より人数が
少ない家庭が多い。多くの人が理想
の子ども数をもてる社会にするには
どうすればよいか考えてみよう。

【理想の子ども数と実際の子ども数】
理想子ども数（総数） 2.25人
実際の子ども数（妻45〜49歳夫婦）1.81人

【理想の子ども数をもたない理由 *】
（上位５つ。複数回答）
子育てや教育にお金がかかりす
ぎるから 77.8%

これ以上育児の心理的，肉体的
負担に耐えられないから 23.1%

自分の仕事（勤めや家業）に差
し支えるから 21.4%

家が狭いから 21.4%
高年齢で生むのはいやだから 19.7%
＊対象者：妻の年齢が35歳未満

（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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1  晩婚化により，35歳以上で第一子を産む
高齢出産が増加した。高齢出産は不妊や
流産，先天異常のリスクが高まるとされ 
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が日本で開始された。診断の結果，
胎児に病気や障がいが見つかったとし
ても，親や家族，周囲の人の適切なかか
わりにより，生まれてきた子どもは豊か
な人生を歩むことができる。

（厚生労働省「人口動態統計」より）

＊1�一人の女性が一生に生む子どもの平均数。
＊2�その年生まれの女性は気性が荒いという迷信のあった1966年の丙午（ひのえうま）の

1.58を下回ったため，「1.57ショック」と呼ばれた。

※日本では，合計特殊出生率が2.07を下回ると，人口は減少に向かうとされている。
＊日本は2022年の数値（人口動態統計より）
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【合計特殊出生率の比較（2020年＊）】
日本 1.26 イギリス 1.58 

アメリカ 1.64 ドイツ 1.53 
フランス 1.82 イタリア 1.24 

スウェーデン 1.66 韓国 0.84 

（内閣府「少子化社会対策白書」令和４年版より）
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身体的虐待
24.4%

心理的虐待
59.2%

ネグレクト
15.3%

性的虐待
1.1%

実母
47.4%実父

41.3%

実父以外の父親
5.3%

実母以外の母親
0.4%

その他 5.6%
●相談の種類 ●虐待者の内訳

（２）親の不安と子育ての問題
　近年では，子どもと接した経験のないまま親になる人が多

く，子育て経験のある祖父母と同居することも少ない。ま

た，地域の人とのつながりが薄いため，親が孤
こ
立
りつ
しがちであ

る。そのような状況では，子育て中の親は孤独感や育児不安 2

を感じてしまう場合が多い。本やインターネット上の子育て

に関する情報と，自分の子どもの状態の差に不安を感じたり，

泣きやまない子どもを一人であやし続けたりすることへのス

トレスから，子どもに対する否定的な見方や，児
じ

童
どう

虐
ぎゃく

待
たい
につ

ながるケースもある。育児不安を親一人が抱え込まず，家族

が育児に全面的に協力し，家事を分担することが重要である。

また，地域の親同士のコミュニケーションなどにより，不安

を軽減できる。国や自治体の相談窓口や子育てサポートを利

用することも有効である。

2   子どもを育てていて負担に思うこ
とや悩み　（上位10項目。複数回答）
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9.5

9.4しつけのしかたが
家庭内で一致していない

子どもについてまわり
の目や評価が気になる

子どもと過ごす時間が
十分に作れない

子どもを一時的に
あずけたいときに
あずけ先がない

子どもの病気などのと
きに仕事を休みづらい

仕事や家事が
十分にできない

気持ちに余裕をもって
子どもに接することが

できない

子育てによる
身体の疲れが大きい

自分の自由な
時間がもてない

子育ての出費がかさむ

（％）
※�平成22年出生児の親の回答。
（厚生労働省「第７回21世紀出生児縦断調査」平成29年より）

◦ 児童相談所における児童虐待相談対応件数の推移

身体的虐待 殴
なぐ
る，蹴

け
る，拘束するなど

性的虐待 性的行為をしたりさせたりするなど

ネグレクト 著
いちじる
しい減食や長時間の放置など，養育の拒

否や怠
たい
慢
まん
な育児

心理的虐待 言葉による脅
おど
し，無視，差別的扱いなど

児童虐待に関する相談は

全国共通
189（いちはやく）

※�地域の児童相談所につな
がる。匿

とく
名
めい
での相談も可能。

＊�2010年度は，東日本大震災の影響により，福島県を除いて集計した数値

　児童虐待は大きく４つの種類に分けられる。しつけと称した暴力もあり，家族以外に発見されることが難しい場合が
多い。児童相談所への相談件数は年々増えている。児童虐待は子どもの身体的外傷にとどまらず，脳の成長にも悪影響
を与え，青年期や壮年期に精神的な後遺症を引き起こす可能性がある。

増え続ける児童虐待とその実態Co
lumn

（グラフはすべて，厚生労働省「福祉行政報告例」より）

◦児童虐待の４つの種類 ◦ 児童相談所における児童虐待相談の種類と虐待者の内訳（2020年度）
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（２）親の不安と子育ての問題
　近年では，子どもと接した経験のないまま親になる人が多

く，子育て経験のある祖父母と同居することも少ない。ま

た，地域の人とのつながりが薄いため，親が孤
こ
立
りつ
しがちであ

る。そのような状況では，子育て中の親は孤独感や育児不安 2

を感じてしまう場合が多い。本やインターネット上の子育て

に関する情報と，自分の子どもの状態の差に不安を感じたり，

泣きやまない子どもを一人であやし続けたりすることへのス

トレスから，子どもに対する否定的な見方や，児
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ながるケースもある。育児不安を親一人が抱え込まず，家族

が育児に全面的に協力し，家事を分担することが重要である。

また，地域の親同士のコミュニケーションなどにより，不安

を軽減できる。国や自治体の相談窓口や子育てサポートを利

用することも有効である。

2   子どもを育てていて負担に思うこ
とや悩み　（上位10項目。複数回答）
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（％）
※�平成22年出生児の親の回答。
（厚生労働省「第７回21世紀出生児縦断調査」平成29年より）

◦ 児童相談所における児童虐待相談対応件数の推移
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る，蹴

け
る，拘束するなど
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ネグレクト 著
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全国共通
189（いちはやく）

※�地域の児童相談所につな
がる。匿

とく
名
めい
での相談も可能。

＊�2010年度は，東日本大震災の影響により，福島県を除いて集計した数値

　児童虐待は大きく４つの種類に分けられる。しつけと称した暴力もあり，家族以外に発見されることが難しい場合が
多い。児童相談所への相談件数は年々増えている。児童虐待は子どもの身体的外傷にとどまらず，脳の成長にも悪影響
を与え，青年期や壮年期に精神的な後遺症を引き起こす可能性がある。

増え続ける児童虐待とその実態Co
lumn

（グラフはすべて，厚生労働省「福祉行政報告例」より）

◦児童虐待の４つの種類 ◦ 児童相談所における児童虐待相談の種類と虐待者の内訳（2020年度）
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こ
立
りつ
しがちであ

る。そのような状況では，子育て中の親は孤独感や育児不安 2

を感じてしまう場合が多い。本やインターネット上の子育て

に関する情報と，自分の子どもの状態の差に不安を感じたり，

泣きやまない子どもを一人であやし続けたりすることへのス

トレスから，子どもに対する否定的な見方や，児
じ

童
どう

虐
ぎゃく

待
たい
につ

ながるケースもある。育児不安を親一人が抱え込まず，家族

が育児に全面的に協力し，家事を分担することが重要である。
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を軽減できる。国や自治体の相談窓口や子育てサポートを利

用することも有効である。

2   子どもを育てていて負担に思うこ
とや悩み　（上位10項目。複数回答）
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ネグレクト 著
いちじる
しい減食や長時間の放置など，養育の拒

否や怠
たい
慢
まん
な育児

心理的虐待 言葉による脅
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◉

豆知識  「保活」とは自分の子どもを希望の保育所に入れるために，見学の申し込みなどさまざまな活動をすること。

2  子育てを支えるしくみ
（１）国や自治体の子育て支援政策
　次の時代を担

にな
う子どもが心身ともに健

すこ
やかに育つことは，

社会全体にとってとても大切なことである。そこで，親が安

心して妊娠，出産，子育てを行うことができるように，さま

ざまな法律や制度が決められている。 4

　子どもと子育てを応援する社会をめざす「子ども・子育て
ビジョン」（2010年）の発表後，子ども・子育て関連３法 1
が成立（2012年），これにもとづき，2015年４月に子ども・
子育て支援新制度 3  が始まった。この新制度では，幼児期

の学校教育や保育，地域の子育て支援の量の拡
かく

充
じゅう

や質の向上

を進めている。また，働きながらの子育てがしやすいように

環境を整え，離職の防止，就労の継続，女性の活躍などを推

進する企業を支援する「仕事・子育て両立支援事業」 2 も創

設された。2019年10月より，政府は，子育て家庭の負担軽減

のため，幼児教育・保育の無償化を開始した。利用する施設

や子どもの年齢などによって異なるが，利用料が無料となる。

3  子ども・子育て支援新制度

4  妊娠出産を支える法律

1  「子ども・子育て支援法」「認定こども園
法の一部改正法」「子ども・子育て支援
法及び認定こども園法の一部改正法の
施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律」の３法。

2  以下のような企業を支援する。
　・ 企業が主導する形で，多様な働き方に

対応する保育事業を行う。
　・ 仕事のためにベビーシッターを利用す

る社員の費用を補助する。

◦利用できる施設

◦保育を必要とする事由の例

◦子どもや子育ての条件と認定の基準

１号認定 幼稚園，認定こども園
２号認定 保育所，認定こども園

３号認定 保育所，認定こども園，地域型
保育

はいいいえはいいいえ

０～２歳３～５歳

３号認定認定なし２号認定１号認定

「保育を必要とする事由」に該当する？

子どもの年齢は？

⊕親が働いている
⊕親が妊娠・出産前後2か月以内である
⊕親に病気や障がいがある
⊕親が同居の家族や親族を介護している
⊕親が災害の復旧にあたっている

⊕親が求職活動中である
⊕親が就学中である
⊕虐待や DV のおそれがある
⊕ 育児休業取得時にすでに保育を利用してい

る上の子がいて，継続利用が必要である

※�認定を得られず保育所などを利用
できない場合でも，急な用事やリ
フレッシュのための一時預かりな
ど，さまざまな支援制度を利用で
きる。

＊1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。　＊2正式名称：雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保等に関する法律。　＊3一定の場合：保育所に入れない場合など。

法律など おもな内容

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（母
親と父親に対して）など

労働基準法
産前・産後休業（産前休業6週間（多

た
胎
たい
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り，子どもが1歳2か月（父母ともに取得した場合。また一定の場合＊3は2歳）に達する
までの間の育児休業，子どもが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

きゅう
暇
か
制度など➡ p.52虫の目

女子差別撤
てっ
廃
ぱい
条約 妊娠・出産・育児のための休業を理由とする解雇の禁止

児童福祉法 保育所への入所の手続き，母子家庭への支援，心身障がい児に対する自立支援など

男女雇用機会均等法＊2 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
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身体的虐待
24.4%

心理的虐待
59.2%

ネグレクト
15.3%

性的虐待
1.1%

実母
47.4%実父

41.3%

実父以外の父親
5.3%

実母以外の母親
0.4%

その他 5.6%
●相談の種類 ●虐待者の内訳

（２）親の不安と子育ての問題
　近年では，子どもと接した経験のないまま親になる人が多

く，子育て経験のある祖父母と同居することも少ない。ま

た，地域の人とのつながりが薄いため，親が孤
こ
立
りつ
しがちであ

る。そのような状況では，子育て中の親は孤独感や育児不安 2

を感じてしまう場合が多い。本やインターネット上の子育て

に関する情報と，自分の子どもの状態の差に不安を感じたり，

泣きやまない子どもを一人であやし続けたりすることへのス

トレスから，子どもに対する否定的な見方や，児
じ

童
どう

虐
ぎゃく

待
たい
につ

ながるケースもある。育児不安を親一人が抱え込まず，家族

が育児に全面的に協力し，家事を分担することが重要である。

また，地域の親同士のコミュニケーションなどにより，不安

を軽減できる。国や自治体の相談窓口や子育てサポートを利

用することも有効である。

2   子どもを育てていて負担に思うこ
とや悩み　（上位10項目。複数回答）

0 10 20 30 40 50

42.0

31.7

26.6

25.0

24.2

20.5

15.7

9.5

9.5

9.4しつけのしかたが
家庭内で一致していない

子どもについてまわり
の目や評価が気になる

子どもと過ごす時間が
十分に作れない

子どもを一時的に
あずけたいときに
あずけ先がない

子どもの病気などのと
きに仕事を休みづらい

仕事や家事が
十分にできない

気持ちに余裕をもって
子どもに接することが

できない

子育てによる
身体の疲れが大きい

自分の自由な
時間がもてない

子育ての出費がかさむ

（％）
※�平成22年出生児の親の回答。
（厚生労働省「第７回21世紀出生児縦断調査」平成29年より）

◦ 児童相談所における児童虐待相談対応件数の推移

身体的虐待 殴
なぐ
る，蹴

け
る，拘束するなど

性的虐待 性的行為をしたりさせたりするなど

ネグレクト 著
いちじる
しい減食や長時間の放置など，養育の拒

否や怠
たい
慢
まん
な育児

心理的虐待 言葉による脅
おど
し，無視，差別的扱いなど

児童虐待に関する相談は

全国共通
189（いちはやく）

※�地域の児童相談所につな
がる。匿

とく
名
めい
での相談も可能。

＊�2010年度は，東日本大震災の影響により，福島県を除いて集計した数値

　児童虐待は大きく４つの種類に分けられる。しつけと称した暴力もあり，家族以外に発見されることが難しい場合が
多い。児童相談所への相談件数は年々増えている。児童虐待は子どもの身体的外傷にとどまらず，脳の成長にも悪影響
を与え，青年期や壮年期に精神的な後遺症を引き起こす可能性がある。

増え続ける児童虐待とその実態Co
lumn

（グラフはすべて，厚生労働省「福祉行政報告例」より）

◦児童虐待の４つの種類 ◦ 児童相談所における児童虐待相談の種類と虐待者の内訳（2020年度）
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豆知識  「保活」とは自分の子どもを希望の保育所に入れるために，見学の申し込みなどさまざまな活動をすること。

2  子育てを支えるしくみ
（１）国や自治体の子育て支援政策
　次の時代を担

にな
う子どもが心身ともに健

すこ
やかに育つことは，

社会全体にとってとても大切なことである。そこで，親が安

心して妊娠，出産，子育てを行うことができるように，さま

ざまな法律や制度が決められている。 4

　子どもと子育てを応援する社会をめざす「子ども・子育て
ビジョン」（2010年）の発表後，子ども・子育て関連３法 1
が成立し（2012年），2015年４月には子ども・子育て支援新
制度 3  が始まった。新制度では，幼児期の学校教育や保育，

地域の子育て支援の量の拡
かく

充
じゅう

や質の向上を進めている。また，

働きながらの子育てがしやすいように環境を整え，離職の防

止，就労の継続，女性の活躍などを推進する企業を支援する

「仕事・子育て両立支援事業」 2 も創設された。2019年10月

より，政府は，子育て家庭の負担軽減のため，幼児教育・保

育の無償化 3 を開始した。2023年こども基本法の施行ととも

にこども家庭庁が創設され，政策が推進されている。

3  子ども・子育て支援新制度

4  妊娠出産を支える法律

1  「子ども・子育て支援法」「認定こども園
法の一部改正法」「子ども・子育て支援
法及び認定こども園法の一部改正法の
施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律」の３法。

2  以下のような企業を支援する。
　・ 企業が主導する形で，多様な働き方に

対応する保育事業を行う。
　・ 仕事のためにベビーシッターを利用す

る社員の費用を補助する。

3  利用する施設や子どもの年齢などによ
って異なるが，利用料が無料となる。

◦利用できる施設

◦保育を必要とする事由の例

◦子どもや子育ての条件と認定の基準

１号認定 幼稚園，認定こども園
２号認定 保育所，認定こども園

３号認定 保育所，認定こども園，地域型
保育

はいいいえはいいいえ

０～２歳３～５歳

３号認定認定なし２号認定１号認定

「保育を必要とする事由」に該当する？

子どもの年齢は？

⊕親が働いている
⊕親が妊娠・出産前後2か月以内である
⊕親に病気や障がいがある
⊕親が同居の家族や親族を介護している
⊕親が災害の復旧にあたっている

⊕親が求職活動中である
⊕親が就学中である
⊕虐待や DV のおそれがある
⊕ 育児休業取得時にすでに保育を利用してい

る上の子がいて，継続利用が必要である

※�認定を得られず保育所などを利用
できない場合でも，急な用事やリ
フレッシュのための一時預かりな
ど，さまざまな支援制度を利用で
きる。

＊1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。　＊2正式名称：雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保等に関する法律。　＊3一定の場合：保育所に入れない場合など。

法律など おもな内容

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（母
親と父親に対して）など

労働基準法
産前・産後休業（産前休業6週間（多

た
胎
たい
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り，子どもが1歳2か月（父母ともに取得した場合。また一定の場合＊3は2歳）に達する
までの間の育児休業，子どもが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

きゅう
暇
か
制度など➡ p.52虫の目

女子差別撤
てっ
廃
ぱい
条約 妊娠・出産・育児のための休業を理由とする解雇の禁止

児童福祉法 保育所への入所の手続き，母子家庭への支援，心身障がい児に対する自立支援など

男女雇用機会均等法＊2 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
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豆知識  「保活」とは自分の子どもを希望の保育所に入れるために，見学の申し込みなどさまざまな活動をすること。

2  子育てを支えるしくみ
（１）国や自治体の子育て支援政策
　次の時代を担

にな
う子どもが心身ともに健

すこ
やかに育つことは，

社会全体にとってとても大切なことである。そこで，親が安

心して妊娠，出産，子育てを行うことができるように，さま

ざまな法律や制度が決められている。 4

　子どもと子育てを応援する社会をめざす「子ども・子育て
ビジョン」（2010年）の発表後，子ども・子育て関連３法 1
が成立し（2012年），2015年４月には子ども・子育て支援新
制度 3  が始まった。新制度では，幼児期の学校教育や保育，

地域の子育て支援の量の拡
かく

充
じゅう

や質の向上を進めている。また，

働きながらの子育てがしやすいように環境を整え，離職の防

止，就労の継続，女性の活躍などを推進する企業を支援する

「仕事・子育て両立支援事業」 2 も創設された。2019年10月

より，政府は，子育て家庭の負担軽減のため，幼児教育・保

育の無償化 3 を開始した。2023年こども基本法の施行ととも

にこども家庭庁が創設され，政策が推進されている。

3  子ども・子育て支援新制度

4  妊娠出産を支える法律

1  「子ども・子育て支援法」「認定こども園
法の一部改正法」「子ども・子育て支援
法及び認定こども園法の一部改正法の
施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律」の３法。

2  以下のような企業を支援する。
　・ 企業が主導する形で，多様な働き方に

対応する保育事業を行う。
　・ 仕事のためにベビーシッターを利用す

る社員の費用を補助する。

3  利用する施設や子どもの年齢などによ
って異なるが，利用料が無料となる。

◦利用できる施設

◦保育を必要とする事由の例

◦子どもや子育ての条件と認定の基準

１号認定 幼稚園，認定こども園
２号認定 保育所，認定こども園

３号認定 保育所，認定こども園，地域型
保育

はいいいえはいいいえ

０～２歳３～５歳

３号認定認定なし２号認定１号認定

「保育を必要とする事由」に該当する？

子どもの年齢は？

⊕親が働いている
⊕親が妊娠・出産前後2か月以内である
⊕親に病気や障がいがある
⊕親が同居の家族や親族を介護している
⊕親が災害の復旧にあたっている

⊕親が求職活動中である
⊕親が就学中である
⊕虐待や DV のおそれがある
⊕ 育児休業取得時にすでに保育を利用してい

る上の子がいて，継続利用が必要である

※�認定を得られず保育所などを利用
できない場合でも，急な用事やリ
フレッシュのための一時預かりな
ど，さまざまな支援制度を利用で
きる。

＊1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。　＊2正式名称：雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保等に関する法律。　＊3一定の場合：保育所に入れない場合など。

法律など おもな内容

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（母
親と父親に対して）など

労働基準法
産前・産後休業（産前休業6週間（多

た
胎
たい
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り，子どもが1歳2か月（父母ともに取得した場合。また一定の場合＊3は2歳）に達する
までの間の育児休業，子どもが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

きゅう
暇
か
制度など➡ p.52虫の目

女子差別撤
てっ
廃
ぱい
条約 妊娠・出産・育児のための休業を理由とする解雇の禁止

児童福祉法 保育所への入所の手続き，母子家庭への支援，心身障がい児に対する自立支援など

男女雇用機会均等法＊2 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
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心理的虐待
60.1%

ネグレクト
15.1%

性的虐待
1.1%

実母
47.5%実父

41.5%

実父以外の父親
5.4%

実母以外の母親
0.5%

その他 5.2%
●相談の種類 ●虐待者の内訳

（２）親の不安と子育ての問題
　近年では，子どもと接した経験のないまま親になる人が多

く，子育て経験のある祖父母と同居することも少ない。ま

た，地域の人とのつながりが薄いため，親が孤
こ
立
りつ
しがちであ

る。そのような状況では，子育て中の親は孤独感や育児不安 2

を感じてしまう場合が多い。本やインターネット上の子育て

に関する情報と，自分の子どもの状態の差に不安を感じたり，

泣きやまない子どもを一人であやし続けたりすることへのス

トレスから，子どもに対する否定的な見方や，児
じ

童
どう

虐
ぎゃく

待
たい
につ

ながるケースもある。育児不安を親一人が抱え込まず，家族

が育児に全面的に協力し，家事を分担することが重要である。

また，地域の親同士のコミュニケーションなどにより，不安

を軽減できる。国や自治体の相談窓口や子育てサポートを利

用することも有効である。

2   子どもを育てていて負担に思うこ
とや悩み　（上位10項目。複数回答）
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子どもについてまわり
の目や評価が気になる

子どもと過ごす時間が
十分に作れない

しつけのしかたが
わからない

子どもの病気などのと
きに仕事を休みづらい

仕事や家事が
十分にできない

気持ちに余裕をもって
子どもに接することが

できない

子育てによる
身体の疲れが大きい

自分の自由な
時間がもてない

子育ての出費がかさむ

（％）
※�平成22年出生児の親の回答。
（厚生労働省「第12回21世紀出生児縦断調査」令和4年より）

◦ 児童相談所における児童虐待相談対応件数の推移

身体的虐待 殴
なぐ
る，蹴

け
る，拘束するなど

性的虐待 性的行為をしたりさせたりするなど

ネグレクト 著
いちじる
しい減食や長時間の放置など，養育の拒

否や怠
たい
慢
まん
な育児

心理的虐待 言葉による脅
おど
し，無視，差別的扱いなど

児童虐待に関する相談は

全国共通
189（いちはやく）

※�地域の児童相談所につな
がる。匿

とく
名
めい
での相談も可能。

＊�2010年度は，東日本大震災の影響により，福島県を除いて集計した数値

　児童虐待は大きく４つの種類に分けられる。しつけと称した暴力もあり，家族以外に発見されることが難しい場合が
多い。児童相談所への相談件数は年々増えている。児童虐待は子どもの身体的外傷にとどまらず，脳の成長にも悪影響
を与え，青年期や壮年期に精神的な後遺症を引き起こす可能性がある。

増え続ける児童虐待とその実態Co
lumn

（グラフはすべて，厚生労働省「福祉行政報告例」より）

◦児童虐待の４つの種類 ◦ 児童相談所における児童虐待相談の種類と虐待者の内訳（2021年度）
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豆知識  「保活」とは自分の子どもを希望の保育所に入れるために，見学の申し込みなどさまざまな活動をすること。

2  子育てを支えるしくみ
（１）国や自治体の子育て支援政策
　次の時代を担

にな
う子どもが心身ともに健

すこ
やかに育つことは，

社会全体にとってとても大切なことである。そこで，親が安

心して妊娠，出産，子育てを行うことができるように，さま

ざまな法律や制度が決められている。 4

　子どもと子育てを応援する社会をめざす「子ども・子育て
ビジョン」（2010年）の発表後，子ども・子育て関連３法 1
が成立し（2012年），2015年４月には子ども・子育て支援新
制度 3  が始まった。新制度では，幼児期の学校教育や保育，

地域の子育て支援の量の拡
かく

充
じゅう

や質の向上を進めている。また，

働きながらの子育てがしやすいように環境を整え，離職の防

止，就労の継続，女性の活躍などを推進する企業を支援する

「仕事・子育て両立支援事業」 2 も創設された。2019年10月

より，政府は，子育て家庭の負担軽減のため，幼児教育・保

育の無償化 3 を開始した。2023年こども基本法の施行ととも

にこども家庭庁が創設され，政策が推進されている。

3  子ども・子育て支援新制度

4  妊娠出産を支える法律

1  「子ども・子育て支援法」「認定こども園
法の一部改正法」「子ども・子育て支援
法及び認定こども園法の一部改正法の
施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律」の３法。

2  以下のような企業を支援する。
　・ 企業が主導する形で，多様な働き方に

対応する保育事業を行う。
　・ 仕事のためにベビーシッターを利用す

る社員の費用を補助する。

3  利用する施設や子どもの年齢などによ
って異なるが，利用料が無料となる。

◦利用できる施設

◦保育を必要とする事由の例

◦子どもや子育ての条件と認定の基準

１号認定 幼稚園，認定こども園
２号認定 保育所，認定こども園

３号認定 保育所，認定こども園，地域型
保育

はいいいえはいいいえ

０～２歳３～５歳

３号認定認定なし２号認定１号認定

「保育を必要とする事由」に該当する？

子どもの年齢は？

⊕親が働いている
⊕親が妊娠・出産前後2か月以内である
⊕親に病気や障がいがある
⊕親が同居の家族や親族を介護している
⊕親が災害の復旧にあたっている

⊕親が求職活動中である
⊕親が就学中である
⊕虐待や DV のおそれがある
⊕ 育児休業取得時にすでに保育を利用してい

る上の子がいて，継続利用が必要である

※�認定を得られず保育所などを利用
できない場合でも，急な用事やリ
フレッシュのための一時預かりな
ど，さまざまな支援制度を利用で
きる。

＊1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。　＊2正式名称：雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保等に関する法律。　＊3一定の場合：保育所に入れない場合など。

法律など おもな内容

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（母
親と父親に対して）など

労働基準法
産前・産後休業（産前休業6週間（多

た
胎
たい
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り，子どもが1歳2か月（父母ともに取得した場合。また一定の場合＊3は2歳）に達する
までの間の育児休業，子どもが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

きゅう
暇
か
制度など➡ p.52虫の目

女子差別撤
てっ
廃
ぱい
条約 妊娠・出産・育児のための休業を理由とする解雇の禁止

児童福祉法 保育所への入所の手続き，母子家庭への支援，心身障がい児に対する自立支援など

男女雇用機会均等法＊2 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
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＊�調査前年度１年間の出産者（男性の場合は配偶者が出産
した者）のうち，育児休業を開始した者または開始予定
の申出をしている者の数。
※�2011年の数値は，岩手県，宮城県及び福島県を除く。

（厚生労働省「雇用均等基本調査」より）

日本の育児休業取得率＊

Viewpoint 〜鳥の目・虫の目・私の目〜

◉ 今日のテーマ ◉

育児休業
Childcare Leave

日本の育児休業取得には課題がある。どうした
ら安心して育児休業を取れるようになるだろう
か？　海外で導入されている制度などと比較し
ながら考えてみよう。

世界に視野を広げてみよう

身のまわりの事例を調べて考えを深めよう

自分の考えをまとめよう

 ▶日本で育児休業取得率が低い原因は？

 ▶育児休業を取れないことで起きる問題は何だろう？

 ▶日本で育児休業を取得しやすくなるには？

母親だけでなく父親も育児休業を取得する国が増加
　海外では，育児休業のうち一定期間が父親に割り当て
られる「パパクォータ制度」を導入する国が増えている。
たとえばノルウェーでは，パパクォータ制度が導入され
た1993年以前は，父親の育児休業取得率は４％程度で
あったが，2012年には約90% になった。父親に割り当
てられた期間中は，母親も同時に育児休業を取得できる。

日本の父親の育児休業取得率は約14%
　日本では育児休業の制度が1992年から施行され，休業
前賃金の67%の給付，社会保険料の免除などの補助を受
けられる。父親と母親のどちらでも受けられる制度だが，
父親の育児休業取得率は13.97% と非常に低い。国や企
業では父親が育児休業を取得しやすくするための取り組
みが行われている。2022年施行の改正育児・介護休業法
により，育児休業とは別に子の出生後８週間以内に４週
間まで出生時育児休業（産後パパ育休）を取得する権利
が保障された。

 育児休業取得率が高い国を探そう
 同じ制度が導入されている国はある？
 育児休業についてほかのしくみはある？

 母親の育児休業取得率はなぜ高い？
 制度について詳しく調べてみよう
 企業の育児休業に対する取り組みは？
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4  これからの子育て
　子育てにはさまざまな課題があるが，そのなかでたくさん

の楽しみにも出会える。また，子どもを生み育てることは，私

たちまで脈々と受け継がれてきた命や文化を未来へつないで

いくことでもある。もし，自身が将来子どもをもたないとし

ても，おとなとして地域，社会の子どもたちを見守り，とも

に育てていく存在でありたい。地域で子どもやその親と交流

する機会があれば積極的に活用しよう。

点整理要  ●日本では子どもの数が少なくなる少子化が進んでいる。地域とのつながりがないなかで，子育て
中の親は孤立し，育児不安を抱えることが多く，児童虐待が行われる場合もある。

 ●政府は子ども・子育て支援新制度などを定めて，子育て家庭を支えている。保育所，幼稚園，認
定こども園，地域型保育など，さまざまな施設やサービスを利用できる。

 ●すべての子どもを一人の人間として尊重し，権利を守るため，世界では児童憲章や児童の権利に
関する条約，国内では児童福祉法など，さまざまな法律や条約が定められている。

① 	p.46の Check から自分の考え
は

　□変わった　□変わらなかった
②	変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。

子どもが熱を出したら仕事は
どうする？

Review

　妊娠初期は，母子の健康にとって
大切な時期である。しかし，外見か
ら見分けがつきにくく，「電車で席
に座りたい」「たばこを避けたい」
などの思いを周囲から気づいてもら
えないことが多い。そこで，2006
年に周囲が妊婦に対して配慮しやす
くするためのマタニティマークが決
定された。

マタニティマークCo
lumn

　子どもを取り巻く問題として，経済格差が指摘されている。2018
年の日本の相対的貧困率＊は 15.7％，子どもの貧困率は 14.0％である
（厚生労働省「国民生活基礎調査」2019 年より）。親の経済状況は子
どもの進学や就職にも影響を与え，その次の世代への貧困の連鎖が起
こっている。
　こども食堂とは，地域の子どもたちに無料もしくは低料金で食事を
提供する活動である。民間のボランティアが運営することが多い。貧
困家庭など，家の事情で食事をとれない子どもたちが一人でやってき
て食べられる。子どもだけでなく，子育て中の親や地域の人々も参加
でき，多世代が交流するコミュニティの場にもなる。2020 年現在，
全国に約 5,000 か所が開かれているという（NPO法人 全国こども食
堂支援センター・むすびえ調べ）。

こども食堂Co
lumn

マタニティ
マーク

＊　 等
とう
価
か
可
か
処
しょ
分
ぶん
所
しょ
得
とく
（世帯の可処分所得を世帯人数の平方根で割って算出）が全人口の中央値の半分未満の者を相対的貧困者とする。
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の楽しみにも出会える。また，子どもを生み育てることは，私

たちまで脈々と受け継がれてきた命や文化を未来へつないで

いくことでもある。もし，自身が将来子どもをもたないとし

ても，おとなとして地域，社会の子どもたちを見守り，とも

に育てていく存在でありたい。地域で子どもやその親と交流

する機会があれば積極的に活用しよう。

点整理要  ●日本では子どもの数が少なくなる少子化が進んでいる。地域とのつながりがないなかで，子育て
中の親は孤立し，育児不安を抱えることが多く，児童虐待が行われる場合もある。

 ●政府は子ども・子育て支援新制度などを定めて，子育て家庭を支えている。保育所，幼稚園，認
定こども園，地域型保育など，さまざまな施設やサービスを利用できる。

 ●すべての子どもを一人の人間として尊重し，権利を守るため，世界では児童憲章や児童の権利に
関する条約，国内では児童福祉法など，さまざまな法律や条約が定められている。

① 	p.46の Check から自分の考え
は

　□変わった　□変わらなかった
②	変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。

子どもが熱を出したら仕事は
どうする？

Review

　妊娠初期は，母子の健康にとって
大切な時期である。しかし，外見か
ら見分けがつきにくく，「電車で席
に座りたい」「たばこを避けたい」
などの思いを周囲から気づいてもら
えないことが多い。そこで，2006
年に周囲が妊婦に対して配慮しやす
くするためのマタニティマークが決
定された。

マタニティマークCo
lumn

　子どもを取り巻く問題として，経済格差が指摘されている。2018
年の日本の相対的貧困率＊は 15.7％，子どもの貧困率は 14.0％である
（厚生労働省「国民生活基礎調査」2019 年より）。親の経済状況は子
どもの進学や就職にも影響を与え，その次の世代への貧困の連鎖が起
こっている。
　こども食堂とは，地域の子どもたちに無料もしくは低料金で食事を
提供する活動である。民間のボランティアが運営することが多い。貧
困家庭など，家の事情で食事をとれない子どもたちが一人でやってき
て食べられる。子どもだけでなく，子育て中の親や地域の人々も参加
でき，多世代が交流するコミュニティの場にもなる。2020 年現在，
全国に約 5,000 か所が開かれているという（NPO法人 全国こども食
堂支援センター・むすびえ調べ）。
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（２）乳幼児期の保育や教育を行う施設
　家庭で行われる保育のことを，家庭保育，保育所などの施

設で子どもを多数集めて行う保育を集団保育という。共働き

世帯が増えた現在，働いている間は家庭保育ができないため，

集団保育への需要が高い。

　乳幼児期において質の高い教育・保育を行い，育ちの環境

を提供する代表的な施設として，保育所，幼稚園，認定こど
も園などがある。平成27年には，保育所の定員を超えてし

まい入所できない待機児童に対応するため，地域型保育が開

始された。 5 　そのほかにも，さまざまな保育サービスがあ 

る 3 ので，状況に応じて使い分けるとよい。施設によって保

育の内容に違いはあるが，同年代の子どもと交流することに

より，友人関係や子どもの世界を広げ，子どもが社会性を身

につける貴重な機会となっている。

待機児童問題

　待機児童問題についてインターネ
ットなどで調べよう。子どもの数や
全国の保育所などの数，当事者の声
などから，何が問題になっているの
か考えよう。

3  保育サービスの例
　・ ファミリー・サポート・センター
　　 子どもの預かりなどの援助を受けたい

人と，援助をしたい人が，おたがいに
会員登録して助け合う。

　・地域子育て支援拠点
　　 行政や法人，NPO 法人などが，公共施

設や保育所などで，気軽に親子の交流
や子育て相談ができる場所を提供する。

　・放課後児童クラブ
　　 保護者が昼間家庭にいない児童（小学

生）が，放課後に小学校の余裕教室，児
童館などで過ごせるようにする。

5  保育所，幼稚園，認定こども園，地域型保育

地域型保育とは
対象児 ０〜２歳

性質
・保育所（原則として20人以上）より少人数の単位で，０〜２歳の子どもを保育する事業
・�保育施設を新設する場所のない都市部，子どもが減少している地方など，地域のさまざまな状況に合わせ
て保育の場を確保する

地域型保育４つのタイプ
家庭的保育（保育ママ） 家庭的な雰囲気のもとで，少人数（定員５人以下）を対象に，きめ細かな保育を行う

小規模保育 少人数（定員６〜19人）を対象に，家庭的保育に近い雰囲気のもと，きめ細かな保育を行う
事業所内保育 会社の事業所の保育施設などで，従業員の子どもと，地域の子どもをいっしょに保育する

居
きょ
宅
たく
訪問型保育 障がい・疾

しっ
患
かん
などで個別のケアが必要な場合や，施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合な

どに，保護者の自宅で１対１で保育を行う
（　　は内閣府・文部科学省・厚生労働省「子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK」平成28年4月改訂版より作成）3 5

保育所 幼稚園 認定こども園＊1

所管 厚生労働省 文部科学省 内閣府・文部科学省・厚生労働省

性質
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

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長をあわせ
もち，地域の子育て支援も行う施設

対象児 ０〜５歳 ３〜５歳 ０〜５歳

利用できる
保護者

共働き世帯など，家庭で保育のできな
い保護者

制限なし
０〜2歳は共働き世帯など，家庭で保
育のできない保護者。３〜５歳は制限
なし

利用時間
夕方までの保育のほか，園により延長
保育を実施

昼過ぎ頃までの教育時間のほか，園に
より午後や土曜日，長期休業中の預か
り保育などを実施

対象児に合わせて対応＊２

保育者 保育士 幼稚園教諭 保育教諭＊３

＊１�幼保連携型認定こども園の場合。
＊２�0〜２歳は夕方までの保育を実施。３〜５歳は昼過ぎ頃までの教育時間に加え，保育を必要とする場合は夕方までの保育を実施。ともに園により延

長保育も実施。
＊３�保育士と幼稚園教諭の両方の資格を持つ職員。
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＊�調査前年度1年間の出産者（男性の場合は配偶者が出産
した者）のうち，育児休業を開始した者または開始予定
の申出をしている者の数。

（厚生労働省「雇用均等基本調査」より）

日本の育児休業取得率＊

Viewpoint 〜鳥の目・虫の目・私の目〜

◉ 今日のテーマ ◉

育児休業
Childcare Leave

日本の育児休業取得には課題がある。どうした
ら安心して育児休業を取れるようになるだろう
か？　海外で導入されている制度などと比較し
ながら考えてみよう。

世界に視野を広げてみよう

身のまわりの事例を調べて考えを深めよう

自分の考えをまとめよう
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4  これからの子育て
　子育てにはさまざまな課題があるが，そのなかでたくさん

の楽しみにも出会える。また，子どもを生み育てることは，私

たちまで脈々と受け継がれてきた命や文化を未来へつないで

いくことでもある。もし，自身が将来子どもをもたないとし

ても，おとなとして地域，社会の子どもたちを見守り，とも

に育てていく存在でありたい。地域で子どもやその親と交流

する機会があれば積極的に活用しよう。

点整理要  ●日本では子どもの数が少なくなる少子化が進んでいる。地域とのつながりがないなかで，子育て
中の親は孤立し，育児不安を抱えることが多く，児童虐待が行われる場合もある。

 ●政府は子ども・子育て支援新制度などを定めて，子育て家庭を支えている。保育所，幼稚園，認
定こども園，地域型保育など，さまざまな施設やサービスを利用できる。

 ●すべての子どもを一人の人間として尊重し，権利を守るため，世界では児童憲章や児童の権利に
関する条約，国内では児童福祉法など，さまざまな法律や条約が定められている。

① 	p.46の Check から自分の考え
は

　□変わった　□変わらなかった
②	変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。

子どもが熱を出したら仕事は
どうする？

Review

　妊娠初期は，母子の健康にとって
大切な時期である。しかし，外見か
ら見分けがつきにくく，「電車で席
に座りたい」「たばこを避けたい」
などの思いを周囲から気づいてもら
えないことが多い。そこで，2006
年に周囲が妊婦に対して配慮しやす
くするためのマタニティマークが決
定された。

マタニティマークCo
lumn

　子どもを取り巻く問題として，経済格差が指摘されている。2021
年の日本の相対的貧困率＊は 15.4％，子どもの貧困率は 11.5％である

（厚生労働省「国民生活基礎調査」2022 年より）。親の経済状況は子
どもの進学や就職にも影響を与え，その次の世代への貧困の連鎖が起
こっている。
　こども食堂とは，地域の子どもたちに無料もしくは低料金で食事を
提供する活動である。民間のボランティアが運営することが多い。貧
困家庭など，家の事情で食事をとれない子どもたちが一人でやってき
て食べられる。子どもだけでなく，子育て中の親や地域の人々も参加
でき，多世代が交流するコミュニティの場にもなる。2022 年現在，
全国に約 7,500 か所が開かれているという（NPO 法人 全国こども食
堂支援センター・むすびえ調べ）。

こども食堂Co
lumn

マタニティ
マーク
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（世帯の可処分所得を世帯人数の平方根で割って算出）が全人口の中央値の半分未満の者を相対的貧困者とする。
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（２）乳幼児期の保育や教育を行う施設
　家庭で行われる保育のことを，家庭保育，保育所などの施

設で子どもを多数集めて行う保育を集団保育という。共働き

世帯が増えた現在，働いている間は家庭保育ができないため，

集団保育への需要が高い。

　乳幼児期において質の高い教育・保育を行い，育ちの環境

を提供する代表的な施設として，保育所，幼稚園，認定こど
も園などがある。平成27年には，保育所の定員を超えてし

まい入所できない待機児童に対応するため，地域型保育が開

始された。 5 　そのほかにも，さまざまな保育サービスがあ 

る 4 ので，状況に応じて使い分けるとよい。施設によって保

育の内容に違いはあるが，同年代の子どもと交流することに

より，友人関係や子どもの世界を広げ，子どもが社会性を身

につける貴重な機会となっている。

待機児童問題

　待機児童問題についてインターネ
ットなどで調べよう。子どもの数や
全国の保育所などの数，当事者の声
などから，何が問題になっているの
か考えよう。

4  保育サービスの例
　・ ファミリー・サポート・センター
　　 子どもの預かりなどの援助を受けたい

人と，援助をしたい人が，おたがいに
会員登録して助け合う。

　・地域子育て支援拠点
　　 行政や法人，NPO 法人などが，公共施

設や保育所などで，気軽に親子の交流
や子育て相談ができる場所を提供する。

　・放課後児童クラブ
　　 保護者が昼間家庭にいない児童（小学

生）が，放課後に小学校の余裕教室，児
童館などで過ごせるようにする。

5  保育所，幼稚園，認定こども園，地域型保育

地域型保育とは
対象児 ０〜2歳

性質
・保育所（原則として20人以上）より少人数の単位で，０〜2歳の子どもを保育する事業
・�保育施設を新設する場所のない都市部，子どもが減少している地方など，地域のさまざまな状況に合わせ
て保育の場を確保する

地域型保育４つのタイプ
家庭的保育（保育ママ） 家庭的な雰囲気のもとで，少人数（定員５人以下）を対象に，きめ細かな保育を行う

小規模保育 少人数（定員６〜19人）を対象に，家庭的保育に近い雰囲気のもと，きめ細かな保育を行う
事業所内保育 会社の事業所の保育施設などで，従業員の子どもと，地域の子どもをいっしょに保育する

居
きょ
宅
たく
訪問型保育 障がい・疾

しっ
患
かん
などで個別のケアが必要な場合や，施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合な

どに，保護者の自宅で1対1で保育を行う
（　　は内閣府・文部科学省・厚生労働省「子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK」平成28年4月改訂版より作成）3 5

保育所 幼稚園 認定こども園＊1

所管 こども家庭庁 文部科学省 こども家庭庁

性質
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

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長をあわせ
もち，地域の子育て支援も行う施設

対象児 ０〜５歳 3〜５歳 ０〜５歳

利用できる
保護者

共働き世帯など，家庭で保育のできな
い保護者

制限なし
０〜2歳は共働き世帯など，家庭で保
育のできない保護者。3〜５歳は制限
なし

利用時間
夕方までの保育のほか，園により延長
保育を実施

昼過ぎ頃までの教育時間のほか，園に
より午後や土曜日，長期休業中の預か
り保育などを実施

対象児に合わせて対応＊2

保育者 保育士 幼稚園教諭 保育教諭＊3

＊1�幼保連携型認定こども園の場合。
＊2�0〜2歳は夕方までの保育を実施。3〜５歳は昼過ぎ頃までの教育時間に加え，保育を必要とする場合は夕方までの保育を実施。ともに園により延

長保育も実施。
＊3�保育士と幼稚園教諭の両方の資格を持つ職員。
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地域型保育とは
対象児 ０〜2歳

性質
・保育所（原則として20人以上）より少人数の単位で，０〜2歳の子どもを保育する事業
・�保育施設を新設する場所のない都市部，子どもが減少している地方など，地域のさまざまな状況に合わせ
て保育の場を確保する

地域型保育４つのタイプ
家庭的保育（保育ママ） 家庭的な雰囲気のもとで，少人数（定員５人以下）を対象に，きめ細かな保育を行う

小規模保育 少人数（定員６〜19人）を対象に，家庭的保育に近い雰囲気のもと，きめ細かな保育を行う
事業所内保育 会社の事業所の保育施設などで，従業員の子どもと，地域の子どもをいっしょに保育する

居
きょ
宅
たく
訪問型保育 障がい・疾

しっ
患
かん
などで個別のケアが必要な場合や，施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合な

どに，保護者の自宅で1対1で保育を行う
（　　は内閣府・文部科学省・厚生労働省「子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK」平成28年4月改訂版より作成）3 5

保育所 幼稚園 認定こども園＊1

所管 こども家庭庁 文部科学省 こども家庭庁

性質
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

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長をあわせ
もち，地域の子育て支援も行う施設

対象児 ０〜５歳 3〜５歳 ０〜５歳

利用できる
保護者

共働き世帯など，家庭で保育のできな
い保護者

制限なし
０〜2歳は共働き世帯など，家庭で保
育のできない保護者。3〜５歳は制限
なし

利用時間
夕方までの保育のほか，園により延長
保育を実施

昼過ぎ頃までの教育時間のほか，園に
より午後や土曜日，長期休業中の預か
り保育などを実施

対象児に合わせて対応＊2

保育者 保育士 幼稚園教諭 保育教諭＊3

＊1�幼保連携型認定こども園の場合。
＊2�0〜2歳は夕方までの保育を実施。3〜５歳は昼過ぎ頃までの教育時間に加え，保育を必要とする場合は夕方までの保育を実施。ともに園により延

長保育も実施。
＊3�保育士と幼稚園教諭の両方の資格を持つ職員。
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（２）乳幼児期の保育や教育を行う施設
　家庭で行われる保育のことを，家庭保育，保育所などの施

設で子どもを多数集めて行う保育を集団保育という。共働き

世帯が増えた現在，働いている間は家庭保育ができないため，

集団保育への需要が高い。

　乳幼児期において質の高い教育・保育を行い，育ちの環境

を提供する代表的な施設として，保育所，幼稚園，認定こど
も園などがある。平成27年には，保育所の定員を超えてし

まい入所できない待機児童に対応するため，地域型保育が開

始された。 5 　そのほかにも，さまざまな保育サービスがあ 

る 3 ので，状況に応じて使い分けるとよい。施設によって保

育の内容に違いはあるが，同年代の子どもと交流することに

より，友人関係や子どもの世界を広げ，子どもが社会性を身

につける貴重な機会となっている。

待機児童問題

　待機児童問題についてインターネ
ットなどで調べよう。子どもの数や
全国の保育所などの数，当事者の声
などから，何が問題になっているの
か考えよう。

3  保育サービスの例
　・ ファミリー・サポート・センター
　　 子どもの預かりなどの援助を受けたい

人と，援助をしたい人が，おたがいに
会員登録して助け合う。

　・地域子育て支援拠点
　　 行政や法人，NPO 法人などが，公共施

設や保育所などで，気軽に親子の交流
や子育て相談ができる場所を提供する。

　・放課後児童クラブ
　　 保護者が昼間家庭にいない児童（小学

生）が，放課後に小学校の余裕教室，児
童館などで過ごせるようにする。

5  保育所，幼稚園，認定こども園，地域型保育

地域型保育とは
対象児 ０〜２歳

性質
・保育所（原則として20人以上）より少人数の単位で，０〜２歳の子どもを保育する事業
・�保育施設を新設する場所のない都市部，子どもが減少している地方など，地域のさまざまな状況に合わせ
て保育の場を確保する

地域型保育４つのタイプ
家庭的保育（保育ママ） 家庭的な雰囲気のもとで，少人数（定員５人以下）を対象に，きめ細かな保育を行う

小規模保育 少人数（定員６〜19人）を対象に，家庭的保育に近い雰囲気のもと，きめ細かな保育を行う
事業所内保育 会社の事業所の保育施設などで，従業員の子どもと，地域の子どもをいっしょに保育する

居
きょ
宅
たく
訪問型保育 障がい・疾

しっ
患
かん
などで個別のケアが必要な場合や，施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合な

どに，保護者の自宅で１対１で保育を行う
（　　は内閣府・文部科学省・厚生労働省「子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK」平成28年4月改訂版より作成）3 5

保育所 幼稚園 認定こども園＊1

所管 厚生労働省 文部科学省 内閣府・文部科学省・厚生労働省

性質
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

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長をあわせ
もち，地域の子育て支援も行う施設

対象児 ０〜５歳 ３〜５歳 ０〜５歳

利用できる
保護者

共働き世帯など，家庭で保育のできな
い保護者

制限なし
０〜2歳は共働き世帯など，家庭で保
育のできない保護者。３〜５歳は制限
なし

利用時間
夕方までの保育のほか，園により延長
保育を実施

昼過ぎ頃までの教育時間のほか，園に
より午後や土曜日，長期休業中の預か
り保育などを実施

対象児に合わせて対応＊２

保育者 保育士 幼稚園教諭 保育教諭＊３

＊１�幼保連携型認定こども園の場合。
＊２�0〜２歳は夕方までの保育を実施。３〜５歳は昼過ぎ頃までの教育時間に加え，保育を必要とする場合は夕方までの保育を実施。ともに園により延

長保育も実施。
＊３�保育士と幼稚園教諭の両方の資格を持つ職員。
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（２）乳幼児期の保育や教育を行う施設
　家庭で行われる保育のことを，家庭保育，保育所などの施

設で子どもを多数集めて行う保育を集団保育という。共働き

世帯が増えた現在，働いている間は家庭保育ができないため，

集団保育への需要が高い。

　乳幼児期において質の高い教育・保育を行い，育ちの環境

を提供する代表的な施設として，保育所，幼稚園，認定こど
も園などがある。平成27年には，保育所の定員を超えてし

まい入所できない待機児童に対応するため，地域型保育が開

始された。 5 　そのほかにも，さまざまな保育サービスがあ 

る 3 ので，状況に応じて使い分けるとよい。施設によって保

育の内容に違いはあるが，同年代の子どもと交流することに

より，友人関係や子どもの世界を広げ，子どもが社会性を身

につける貴重な機会となっている。

待機児童問題

　待機児童問題についてインターネ
ットなどで調べよう。子どもの数や
全国の保育所などの数，当事者の声
などから，何が問題になっているの
か考えよう。

3  保育サービスの例
　・ ファミリー・サポート・センター
　　 子どもの預かりなどの援助を受けたい

人と，援助をしたい人が，おたがいに
会員登録して助け合う。

　・地域子育て支援拠点
　　 行政や法人，NPO 法人などが，公共施

設や保育所などで，気軽に親子の交流
や子育て相談ができる場所を提供する。

　・放課後児童クラブ
　　 保護者が昼間家庭にいない児童（小学

生）が，放課後に小学校の余裕教室，児
童館などで過ごせるようにする。

5  保育所，幼稚園，認定こども園，地域型保育

地域型保育とは
対象児 ０〜２歳

性質
・保育所（原則として20人以上）より少人数の単位で，０〜２歳の子どもを保育する事業
・�保育施設を新設する場所のない都市部，子どもが減少している地方など，地域のさまざまな状況に合わせ
て保育の場を確保する

地域型保育４つのタイプ
家庭的保育（保育ママ） 家庭的な雰囲気のもとで，少人数（定員５人以下）を対象に，きめ細かな保育を行う

小規模保育 少人数（定員６〜19人）を対象に，家庭的保育に近い雰囲気のもと，きめ細かな保育を行う
事業所内保育 会社の事業所の保育施設などで，従業員の子どもと，地域の子どもをいっしょに保育する

居
きょ
宅
たく
訪問型保育 障がい・疾

しっ
患
かん
などで個別のケアが必要な場合や，施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合な

どに，保護者の自宅で１対１で保育を行う
（　　は内閣府・文部科学省・厚生労働省「子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK」平成28年4月改訂版より作成）3 5

保育所 幼稚園 認定こども園＊1

所管 厚生労働省 文部科学省 内閣府・文部科学省・厚生労働省

性質
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

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長をあわせ
もち，地域の子育て支援も行う施設

対象児 ０〜５歳 ３〜５歳 ０〜５歳

利用できる
保護者

共働き世帯など，家庭で保育のできな
い保護者

制限なし
０〜2歳は共働き世帯など，家庭で保
育のできない保護者。３〜５歳は制限
なし

利用時間
夕方までの保育のほか，園により延長
保育を実施

昼過ぎ頃までの教育時間のほか，園に
より午後や土曜日，長期休業中の預か
り保育などを実施

対象児に合わせて対応＊２

保育者 保育士 幼稚園教諭 保育教諭＊３

＊１�幼保連携型認定こども園の場合。
＊２�0〜２歳は夕方までの保育を実施。３〜５歳は昼過ぎ頃までの教育時間に加え，保育を必要とする場合は夕方までの保育を実施。ともに園により延
長保育も実施。

＊３�保育士と幼稚園教諭の両方の資格を持つ職員。
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（２）乳幼児期の保育や教育を行う施設
　家庭で行われる保育のことを，家庭保育，保育所などの施

設で子どもを多数集めて行う保育を集団保育という。共働き

世帯が増えた現在，働いている間は家庭保育ができないため，

集団保育への需要が高い。

　乳幼児期において質の高い教育・保育を行い，育ちの環境

を提供する代表的な施設として，保育所，幼稚園，認定こど
も園などがある。平成27年には，保育所の定員を超えてし

まい入所できない待機児童に対応するため，地域型保育が開

始された。 5 　そのほかにも，さまざまな保育サービスがあ 

る 3 ので，状況に応じて使い分けるとよい。施設によって保

育の内容に違いはあるが，同年代の子どもと交流することに

より，友人関係や子どもの世界を広げ，子どもが社会性を身

につける貴重な機会となっている。

待機児童問題

　待機児童問題についてインターネ
ットなどで調べよう。子どもの数や
全国の保育所などの数，当事者の声
などから，何が問題になっているの
か考えよう。

3  保育サービスの例
　・ ファミリー・サポート・センター
　　 子どもの預かりなどの援助を受けたい

人と，援助をしたい人が，おたがいに
会員登録して助け合う。

　・地域子育て支援拠点
　　 行政や法人，NPO 法人などが，公共施

設や保育所などで，気軽に親子の交流
や子育て相談ができる場所を提供する。

　・放課後児童クラブ
　　 保護者が昼間家庭にいない児童（小学

生）が，放課後に小学校の余裕教室，児
童館などで過ごせるようにする。

5  保育所，幼稚園，認定こども園，地域型保育

地域型保育とは
対象児 ０〜２歳

性質
・保育所（原則として20人以上）より少人数の単位で，０〜２歳の子どもを保育する事業
・�保育施設を新設する場所のない都市部，子どもが減少している地方など，地域のさまざまな状況に合わせ
て保育の場を確保する

地域型保育４つのタイプ
家庭的保育（保育ママ） 家庭的な雰囲気のもとで，少人数（定員５人以下）を対象に，きめ細かな保育を行う

小規模保育 少人数（定員６〜19人）を対象に，家庭的保育に近い雰囲気のもと，きめ細かな保育を行う
事業所内保育 会社の事業所の保育施設などで，従業員の子どもと，地域の子どもをいっしょに保育する

居
きょ
宅
たく
訪問型保育 障がい・疾

しっ
患
かん
などで個別のケアが必要な場合や，施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合な

どに，保護者の自宅で１対１で保育を行う
（　　は内閣府・文部科学省・厚生労働省「子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK」平成28年4月改訂版より作成）3 5

保育所 幼稚園 認定こども園＊1

所管 厚生労働省 文部科学省 内閣府・文部科学省・厚生労働省

性質
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

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長をあわせ
もち，地域の子育て支援も行う施設

対象児 ０〜５歳 ３〜５歳 ０〜５歳

利用できる
保護者

共働き世帯など，家庭で保育のできな
い保護者

制限なし
０〜2歳は共働き世帯など，家庭で保
育のできない保護者。３〜５歳は制限
なし

利用時間
夕方までの保育のほか，園により延長
保育を実施

昼過ぎ頃までの教育時間のほか，園に
より午後や土曜日，長期休業中の預か
り保育などを実施

対象児に合わせて対応＊２

保育者 保育士 幼稚園教諭 保育教諭＊３

＊１�幼保連携型認定こども園の場合。
＊２�0〜２歳は夕方までの保育を実施。３〜５歳は昼過ぎ頃までの教育時間に加え，保育を必要とする場合は夕方までの保育を実施。ともに園により延

長保育も実施。
＊３�保育士と幼稚園教諭の両方の資格を持つ職員。
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6  諸外国の平均寿命と健康寿命

85歳以上 65歳以上
の者総数

80～84歳75～79歳70～74歳65～69歳

男

女

（人）

現在，健康上の問題で，日常生活動作，外出，
仕事，家事，学業，運動などに影響のある者
（入院者を除く）の数（人口千対）
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（WHO�「World�Health�Statistics2021」�より）
平均寿命と健康寿命には差があるため，政府は，健康寿命をのばす目標を掲げてい
る。日本は世界的な長寿国で，100歳以上の高齢者は，80.450人に上り，過去最
多となっている（2020年9月時点）。

白内障：目の水晶体がにごって見えにく
くなる視覚の機能障害。ものが薄暗く見
える，霞

かすみ
がかって見えるなどの症例があ

げられる。（右側が見え方のイメージ）

肺炎：痰
たん
や食べ物が気管に詰まることで

起こる誤
ご
嚥
えん
性肺炎が多い。症状が出にく

いうえに，かぜとまちがえやすいため注
意が必要である。

骨
こつ
粗
そ
鬆
しょう
症
しょう
：カルシウムなどが減り，骨の

なかがスカスカになり，もろくなる病気。
閉経後の女性に多い。骨の変形で背中が
丸くなったりする（➡p.92）。

3  高齢期の健康
　現在の高齢者のなかで，病気やけがなどによって，日常

生活に支障のある人は約４分の１である。 5 　高齢期は，

老化によって，からだの免
めん

疫
えき

力や臓器の機能が低下しやす

いことから，さまざまな病気にかかりやすくなったり，病

気が慢性化しやすくなったりする。しかし，身体機能の低

下は，生活環境を整えて，適度にからだを動かすことなど

によって，予防することができる。近年では，運動習慣や

食生活の改善によって，健康上の問題がなく自立した日常

生活を送れる状態にある健康寿命 6  をのばしたり，フレイ

ル（虚弱）を予防する取り組みなども行われている。 1

（厚生労働省「国民生活基礎調査」令和元年より）

1  加齢により心身が老い衰えた状態のこ
とをフレイルという。健康状態と要支
援・要介護状態の中間を意味する。フレ
イル予防で大切なのは，（１）食事，（２）
動くこと，（３）社会参加することであ
る。地域の体操教室や，高齢者が身近な
場所で手軽に楽しく取り組めるトレー
ニングなどが各地で行われている。

高齢期に起こりやすい病気Co
lumn

5   高齢者の日常生活に影響のある者
の割合

豆知識   筋力の低下や骨や関節の衰
おとろ
えにより，立つ・歩くなどの移動機能が低下している状態を「ロコモティブ・シン

ロドーム」という。
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（WHO�「World�Health�Statistics2021」�より）
平均寿命と健康寿命には差があるため，政府は，健康寿命をのばす目標を掲げてい
る。日本は世界的な長寿国で，100歳以上の高齢者は，80.450人に上り，過去最
多となっている（2020年9月時点）。

白内障：目の水晶体がにごって見えにく
くなる視覚の機能障害。ものが薄暗く見
える，霞

かすみ
がかって見えるなどの症例があ

げられる。（右側が見え方のイメージ）

肺炎：痰
たん
や食べ物が気管に詰まることで

起こる誤
ご
嚥
えん
性肺炎が多い。症状が出にく

いうえに，かぜとまちがえやすいため注
意が必要である。

骨
こつ
粗
そ
鬆
しょう
症
しょう
：カルシウムなどが減り，骨の

なかがスカスカになり，もろくなる病気。
閉経後の女性に多い。骨の変形で背中が
丸くなったりする（➡p.92）。

3  高齢期の健康
　現在の高齢者のなかで，病気やけがなどによって，日常

生活に支障のある人は約４分の１である。 5 　高齢期は，

老化によって，からだの免
めん

疫
えき

力や臓器の機能が低下しやす

いことから，さまざまな病気にかかりやすくなったり，病

気が慢性化しやすくなったりする。しかし，身体機能の低

下は，生活環境を整えて，適度にからだを動かすことなど

によって，予防することができる。近年では，運動習慣や

食生活の改善によって，健康上の問題がなく自立した日常

生活を送れる状態にある健康寿命 6  をのばしたり，フレイ

ル（虚弱）を予防する取り組みなども行われている。 1

（厚生労働省「国民生活基礎調査」令和元年より）

1  加齢により心身が老い衰えた状態のこ
とをフレイルという。健康状態と要支
援・要介護状態の中間を意味する。フレ
イル予防で大切なのは，（１）食事，（２）
動くこと，（３）社会参加することであ
る。地域の体操教室や，高齢者が身近な
場所で手軽に楽しく取り組めるトレー
ニングなどが各地で行われている。

高齢期に起こりやすい病気Co
lumn

5   高齢者の日常生活に影響のある者
の割合

豆知識   筋力の低下や骨や関節の衰
おとろ
えにより，立つ・歩くなどの移動機能が低下している状態を「ロコモティブ・シン

ロドーム」という。
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した者）のうち，育児休業を開始した者または開始予定
の申出をしている者の数。

※�2011年の数値は，岩手県，宮城県及び福島県を除く。
（厚生労働省「雇用均等基本調査」より）

日本の育児休業取得率＊

Viewpoint 〜鳥の目・虫の目・私の目〜

◉ 今日のテーマ ◉

育児休業
Childcare Leave

日本の育児休業取得には課題がある。どうした
ら安心して育児休業を取れるようになるだろう
か？　海外で導入されている制度などと比較し
ながら考えてみよう。

世界に視野を広げてみよう

身のまわりの事例を調べて考えを深めよう

自分の考えをまとめよう

 ▶日本で育児休業取得率が低い原因は？

 ▶育児休業を取れないことで起きる問題は何だろう？

 ▶日本で育児休業を取得しやすくなるには？

母親だけでなく父親も育児休業を取得する国が増加
　海外では，育児休業のうち一定期間が父親に割り当て
られる「パパクォータ制度」を導入する国が増えている。
たとえばノルウェーでは，パパクォータ制度が導入され
た1993年以前は，父親の育児休業取得率は４％程度で
あったが，2012年には約90% になった。父親に割り当
てられた期間中は，母親も同時に育児休業を取得できる。

日本の父親の育児休業取得率は約14%
　日本では育児休業の制度が1992年から施行され，休業
前賃金の67%の給付，社会保険料の免除などの補助を受
けられる。父親と母親のどちらでも受けられる制度だが，
父親の育児休業取得率は13.97% と非常に低い。国や企
業では父親が育児休業を取得しやすくするための取り組
みが行われている。2022年施行の改正育児・介護休業法
により，育児休業とは別に子の出生後８週間以内に４週
間まで出生時育児休業（産後パパ育休）を取得する権利
が保障された。

 育児休業取得率が高い国を探そう
 同じ制度が導入されている国はある？
 育児休業についてほかのしくみはある？

 母親の育児休業取得率はなぜ高い？
 制度について詳しく調べてみよう
 企業の育児休業に対する取り組みは？
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6  諸外国の平均寿命と健康寿命

85歳以上 65歳以上
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男

女

（人）

現在，健康上の問題で，日常生活動作，外出，
仕事，家事，学業，運動などに影響のある者
（入院者を除く）の数（人口千対）
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（WHO 「World Health Statistics2022」 より）
平均寿命と健康寿命には差があるため，政府は，健康寿命をのばす目標を掲げてい
る。日本は世界的な長寿国で，100歳以上の高齢者は，90,526人に上り，過去最
多となっている（2022年9月時点）。

白内障：目の水晶体がにごって見えにく
くなる視覚の機能障害。ものが薄暗く見
える，霞

かすみ
がかって見えるなどの症例があ

げられる。（右側が見え方のイメージ）

肺炎：痰
たん

や食べ物が気管に詰まることで
起こる誤

ご
嚥
えん

性肺炎が多い。症状が出にく
いうえに，かぜとまちがえやすいため注
意が必要である。

骨
こつ
粗
そ
鬆
しょう
症
しょう
：カルシウムなどが減り，骨の

なかがスカスカになり，もろくなる病気。
閉経後の女性に多い。骨の変形で背中が
丸くなったりする（➡p.92）。

3  高齢期の健康
　現在の高齢者のなかで，病気やけがなどによって，日常

生活に支障のある人は約４分の１である。 5 　高齢期は，

老化によって，からだの免
めん

疫
えき

力や臓器の機能が低下しやす

いことから，さまざまな病気にかかりやすくなったり，病

気が慢性化しやすくなったりする。しかし，身体機能の低

下は，生活環境を整えて，適度にからだを動かすことなど

によって，予防することができる。近年では，運動習慣や

食生活の改善によって，健康上の問題がなく自立した日常

生活を送れる状態にある健康寿命 6  をのばしたり，フレイ

ル（虚弱）を予防する取り組みなども行われている。 1

（厚生労働省「国民生活基礎調査」令和４年より）

1  加齢により心身が老い衰えた状態のこ
とをフレイルという。健康状態と要支
援・要介護状態の中間を意味する。フレ
イル予防で大切なのは，（１）食事，（２）
動くこと，（３）社会参加することであ
る。地域の体操教室や，高齢者が身近な
場所で手軽に楽しく取り組めるトレー
ニングなどが各地で行われている。

高齢期に起こりやすい病気Co
lumn

5   高齢者の日常生活に影響のある者
の割合

豆知識   筋力の低下や骨や関節の衰
おとろ
えにより，立つ・歩くなどの移動機能が低下している状態を「ロコモティブ・シン

ドローム」という。
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6  諸外国の平均寿命と健康寿命

85歳以上 65歳以上
の者総数
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男

女

（人）

現在，健康上の問題で，日常生活動作，外出，
仕事，家事，学業，運動などに影響のある者
（入院者を除く）の数（人口千対）
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（WHO 「World Health Statistics2022」 より）
平均寿命と健康寿命には差があるため，政府は，健康寿命をのばす目標を掲げてい
る。日本は世界的な長寿国で，100歳以上の高齢者は，90,526人に上り，過去最
多となっている（2022年9月時点）。

白内障：目の水晶体がにごって見えにく
くなる視覚の機能障害。ものが薄暗く見
える，霞

かすみ
がかって見えるなどの症例があ

げられる。（右側が見え方のイメージ）

肺炎：痰
たん

や食べ物が気管に詰まることで
起こる誤

ご
嚥
えん

性肺炎が多い。症状が出にく
いうえに，かぜとまちがえやすいため注
意が必要である。

骨
こつ
粗
そ
鬆
しょう
症
しょう
：カルシウムなどが減り，骨の

なかがスカスカになり，もろくなる病気。
閉経後の女性に多い。骨の変形で背中が
丸くなったりする（➡p.92）。

3  高齢期の健康
　現在の高齢者のなかで，病気やけがなどによって，日常

生活に支障のある人は約４分の１である。 5 　高齢期は，

老化によって，からだの免
めん

疫
えき

力や臓器の機能が低下しやす

いことから，さまざまな病気にかかりやすくなったり，病

気が慢性化しやすくなったりする。しかし，身体機能の低

下は，生活環境を整えて，適度にからだを動かすことなど

によって，予防することができる。近年では，運動習慣や

食生活の改善によって，健康上の問題がなく自立した日常

生活を送れる状態にある健康寿命 6  をのばしたり，フレイ

ル（虚弱）を予防する取り組みなども行われている。 1

（厚生労働省「国民生活基礎調査」令和４年より）

1  加齢により心身が老い衰えた状態のこ
とをフレイルという。健康状態と要支
援・要介護状態の中間を意味する。フレ
イル予防で大切なのは，（１）食事，（２）
動くこと，（３）社会参加することであ
る。地域の体操教室や，高齢者が身近な
場所で手軽に楽しく取り組めるトレー
ニングなどが各地で行われている。

高齢期に起こりやすい病気Co
lumn

5   高齢者の日常生活に影響のある者
の割合

豆知識   筋力の低下や骨や関節の衰
おとろ
えにより，立つ・歩くなどの移動機能が低下している状態を「ロコモティブ・シン

ドローム」という。
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＊�調査前年度1年間の出産者（男性の場合は配偶者が出産
した者）のうち，育児休業を開始した者または開始予定
の申出をしている者の数。

（厚生労働省「雇用均等基本調査」より）

日本の育児休業取得率＊

Viewpoint 〜鳥の目・虫の目・私の目〜

◉ 今日のテーマ ◉

育児休業
Childcare Leave

日本の育児休業取得には課題がある。どうした
ら安心して育児休業を取れるようになるだろう
か？　海外で導入されている制度などと比較し
ながら考えてみよう。

世界に視野を広げてみよう

身のまわりの事例を調べて考えを深めよう

自分の考えをまとめよう

 ▶日本で育児休業取得率が低い原因は？

 ▶育児休業を取れないことで起きる問題は何だろう？

 ▶日本で育児休業を取得しやすくなるには？

母親だけでなく父親も育児休業を取得する国が増加
　海外では，育児休業のうち一定期間が父親に割り当て
られる「パパクォータ制度」を導入する国が増えている。
たとえばノルウェーでは，パパクォータ制度が導入され
た1993年以前は，父親の育児休業取得率は４％程度で
あったが，2012年には約90% になった。父親に割り当
てられた期間中は，母親も同時に育児休業を取得できる。

日本の父親の育児休業取得率は約17%
　日本では育児休業の制度が1992年から施行され，休業
前賃金の67%の給付，社会保険料の免除などの補助を受
けられる。父親と母親のどちらでも受けられる制度だが，
父親の育児休業取得率は17.13% と非常に低い。国や企
業では父親が育児休業を取得しやすくするための取り組
みが行われている。2022年施行の改正育児・介護休業法
により，育児休業とは別に子の出生後８週間以内に４週
間まで出生時育児休業（産後パパ育休）を取得する権利
が保障された。

 育児休業取得率が高い国を探そう
 同じ制度が導入されている国はある？
 育児休業についてほかのしくみはある？

 母親の育児休業取得率はなぜ高い？
 制度について詳しく調べてみよう
 企業の育児休業に対する取り組みは？
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現在，健康上の問題で，日常生活動作，外出，
仕事，家事，学業，運動などに影響のある者
（入院者を除く）の数（人口千対）
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（WHO�「World�Health�Statistics2021」�より）
平均寿命と健康寿命には差があるため，政府は，健康寿命をのばす目標を掲げてい
る。日本は世界的な長寿国で，100歳以上の高齢者は，80.450人に上り，過去最
多となっている（2020年9月時点）。

白内障：目の水晶体がにごって見えにく
くなる視覚の機能障害。ものが薄暗く見
える，霞

かすみ
がかって見えるなどの症例があ

げられる。（右側が見え方のイメージ）

肺炎：痰
たん
や食べ物が気管に詰まることで

起こる誤
ご
嚥
えん
性肺炎が多い。症状が出にく

いうえに，かぜとまちがえやすいため注
意が必要である。

骨
こつ
粗
そ
鬆
しょう
症
しょう
：カルシウムなどが減り，骨の

なかがスカスカになり，もろくなる病気。
閉経後の女性に多い。骨の変形で背中が
丸くなったりする（➡p.92）。

3  高齢期の健康
　現在の高齢者のなかで，病気やけがなどによって，日常

生活に支障のある人は約４分の１である。 5 　高齢期は，

老化によって，からだの免
めん

疫
えき

力や臓器の機能が低下しやす

いことから，さまざまな病気にかかりやすくなったり，病

気が慢性化しやすくなったりする。しかし，身体機能の低

下は，生活環境を整えて，適度にからだを動かすことなど

によって，予防することができる。近年では，運動習慣や

食生活の改善によって，健康上の問題がなく自立した日常

生活を送れる状態にある健康寿命 6  をのばしたり，フレイ

ル（虚弱）を予防する取り組みなども行われている。 1

（厚生労働省「国民生活基礎調査」令和元年より）

1  加齢により心身が老い衰えた状態のこ
とをフレイルという。健康状態と要支
援・要介護状態の中間を意味する。フレ
イル予防で大切なのは，（１）食事，（２）
動くこと，（３）社会参加することであ
る。地域の体操教室や，高齢者が身近な
場所で手軽に楽しく取り組めるトレー
ニングなどが各地で行われている。

高齢期に起こりやすい病気Co
lumn

5   高齢者の日常生活に影響のある者
の割合

豆知識   筋力の低下や骨や関節の衰
おとろ
えにより，立つ・歩くなどの移動機能が低下している状態を「ロコモティブ・シン

ロドーム」という。
56

5

10

6  諸外国の平均寿命と健康寿命

85歳以上 65歳以上
の者総数

80～84歳75～79歳70～74歳65～69歳

男

女

（人）

現在，健康上の問題で，日常生活動作，外出，
仕事，家事，学業，運動などに影響のある者
（入院者を除く）の数（人口千対）
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（WHO 「World Health Statistics2022」 より）
平均寿命と健康寿命には差があるため，政府は，健康寿命をのばす目標を掲げてい
る。日本は世界的な長寿国で，100歳以上の高齢者は，90,526人に上り，過去最
多となっている（2022年9月時点）。

白内障：目の水晶体がにごって見えにく
くなる視覚の機能障害。ものが薄暗く見
える，霞

かすみ
がかって見えるなどの症例があ

げられる。（右側が見え方のイメージ）

肺炎：痰
たん

や食べ物が気管に詰まることで
起こる誤

ご
嚥
えん

性肺炎が多い。症状が出にく
いうえに，かぜとまちがえやすいため注
意が必要である。

骨
こつ
粗
そ
鬆
しょう
症
しょう
：カルシウムなどが減り，骨の

なかがスカスカになり，もろくなる病気。
閉経後の女性に多い。骨の変形で背中が
丸くなったりする（➡p.92）。

3  高齢期の健康
　現在の高齢者のなかで，病気やけがなどによって，日常

生活に支障のある人は約４分の１である。 5 　高齢期は，

老化によって，からだの免
めん

疫
えき

力や臓器の機能が低下しやす

いことから，さまざまな病気にかかりやすくなったり，病

気が慢性化しやすくなったりする。しかし，身体機能の低

下は，生活環境を整えて，適度にからだを動かすことなど

によって，予防することができる。近年では，運動習慣や

食生活の改善によって，健康上の問題がなく自立した日常

生活を送れる状態にある健康寿命 6  をのばしたり，フレイ

ル（虚弱）を予防する取り組みなども行われている。 1

（厚生労働省「国民生活基礎調査」令和４年より）

1  加齢により心身が老い衰えた状態のこ
とをフレイルという。健康状態と要支
援・要介護状態の中間を意味する。フレ
イル予防で大切なのは，（１）食事，（２）
動くこと，（３）社会参加することであ
る。地域の体操教室や，高齢者が身近な
場所で手軽に楽しく取り組めるトレー
ニングなどが各地で行われている。

高齢期に起こりやすい病気Co
lumn

5   高齢者の日常生活に影響のある者
の割合

豆知識   筋力の低下や骨や関節の衰
おとろ
えにより，立つ・歩くなどの移動機能が低下している状態を「ロコモティブ・シン

ドローム」という。
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　入居している老人ホームでは，
コーラスや水彩画，卓球などのサー
クル活動に参加しています。運動に
はこれまで縁がなかったのですが，
実際にやってみて，スポーツってお
もしろいものだなと，この年になっ
て新たな発見もありました。都内近
郊を歩く会も毎回とても楽しいです
ね。昔からパソコンが好きで，よく
利用しています。インターネットで
調べものをしたりしています。ブロ
グもやっていて，水彩画や近所で
撮ったお花などの写真を紹介してい
ます。いろいろなことを経験しなが
ら，楽しく充実した日々を過ごして
います。

生きがいをもって生きるCo
lumn

4  高齢期の生活
❖ 生きがい，社会参加
　高齢期になると，仕事をしていた人は，定年退職にともな

い，社会的地位や人間関係を失うなど，さまざまな喪失を経

験する。子どもの独立や配偶者の他界などにより，家庭や人

間関係が縮小して受動的になる傾向もある。このようななか

で，高齢期を充実させるには，生きがい（喜びや楽しみ）を

もつことが不可欠となる。日々の生活で生きがいを感じてい

る高齢者は約８割である。 9 　趣味活動やボランティア活動，

社会貢献・地域活動を行っている人もいる。 10　このような

活動や，人や地域とのつながりは，高齢者に生きがいや生活

の豊かさをもたらしている。

❖ 高齢者の経済状況
　生活を支える収入は，年金をおもな収入源としている人が

大半であるが 11，高齢期に仕事をしたいと思っている人も多 

い。 12 　また，生活を支えるためだけでなく，生きがいとし

て仕事をしている人もいる。高齢者の多い社会では，高齢者

の労働力の積極的な活用が必要とされている。

9  生きがいを感じている人の割合

あまり
感じていない
17.7%

不明・無回答

6.5%

まったく
感じていない
2.6%

十分感じている
23.1%

多少感じている
50.1%

（調査対象：全国60歳以上の男女）
（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」より）

調査対象：全国の 60 歳以上の男女
（内閣府「高齢者の経済生活に関する調査」令和元年度より）

（厚生労働省「2021年国民生活基礎調査」より）

（内閣府「高齢社会白書」令和３年版より）
（注） 調査対象は，全国60歳以上の男女。現在収入のある

仕事をしている者。

10   高齢者が行っている社会的な活動
（複数回答）

11   高齢者世帯の所得の構成割合

12   何歳まで収入をともなう仕事をしたいか

0 10 20 30
（％）

その他

生活の支援・子育て
支援などの活動
伝統芸能・工芸技術
などを伝承する活動

趣味やスポーツを通じた
ボランティア・社会奉仕
などの活動
まちづくりや
地域安全などの活動

自治会, 町内会などの
自治組織の活動

3.9

1.4

1.7

3.6

16.9

21.8

稼働所得
21.5%

財産所得

その他の所得 8.7%年金以外の
社会保障給付金

0.6%

6.9%

公的年金・恩給
62.3%

（％）

不明・無回答 0.6

仕事をしたいと思わない 0.8

働けるうちは
いつまでも

36.7

80歳くらいまで 7.6

75歳
くらい
まで
19.3

70歳
くらいまで

23.4

65歳
くらい
まで
11.6

東京都　A さん　80代

▲ブログの画像

豆知識   スペイン人が日本人の人生観について書いた「IKIGAI」という本が各国に広まり，日本語の「生きがい」が世
界でも注目されている。
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　入居している老人ホームでは，
コーラスや水彩画，卓球などのサー
クル活動に参加しています。運動に
はこれまで縁がなかったのですが，
実際にやってみて，スポーツってお
もしろいものだなと，この年になっ
て新たな発見もありました。都内近
郊を歩く会も毎回とても楽しいです
ね。昔からパソコンが好きで，よく
利用しています。インターネットで
調べものをしたりしています。ブロ
グもやっていて，水彩画や近所で
撮ったお花などの写真を紹介してい
ます。いろいろなことを経験しなが
ら，楽しく充実した日々を過ごして
います。

生きがいをもって生きるCo
lumn

4  高齢期の生活
❖ 生きがい，社会参加
　高齢期になると，仕事をしていた人は，定年退職にともな

い，社会的地位や人間関係を失うなど，さまざまな喪失を経

験する。子どもの独立や配偶者の他界などにより，家庭や人

間関係が縮小して受動的になる傾向もある。このようななか

で，高齢期を充実させるには，生きがい（喜びや楽しみ）を

もつことが不可欠となる。日々の生活で生きがいを感じてい

る高齢者は約８割である。 9 　趣味活動やボランティア活動，

社会貢献・地域活動を行っている人もいる。 10　このような

活動や，人や地域とのつながりは，高齢者に生きがいや生活

の豊かさをもたらしている。

❖ 高齢者の経済状況
　生活を支える収入は，年金をおもな収入源としている人が

大半であるが 11，高齢期に仕事をしたいと思っている人も多 

い。 12 　また，生活を支えるためだけでなく，生きがいとし

て仕事をしている人もいる。高齢者の多い社会では，高齢者

の労働力の積極的な活用が必要とされている。

9  生きがいを感じている人の割合

あまり
感じていない
17.7%

不明・無回答

6.5%

まったく
感じていない
2.6%

十分感じている
23.1%

多少感じている
50.1%

（調査対象：全国60歳以上の男女）
（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」より）

調査対象：全国の 60 歳以上の男女
（内閣府「高齢者の経済生活に関する調査」令和元年度より）

（厚生労働省「2021年国民生活基礎調査」より）

（内閣府「高齢社会白書」令和３年版より）
（注） 調査対象は，全国60歳以上の男女。現在収入のある

仕事をしている者。

10   高齢者が行っている社会的な活動
（複数回答）

11   高齢者世帯の所得の構成割合

12   何歳まで収入をともなう仕事をしたいか

0 10 20 30
（％）

その他

生活の支援・子育て
支援などの活動
伝統芸能・工芸技術
などを伝承する活動

趣味やスポーツを通じた
ボランティア・社会奉仕
などの活動
まちづくりや
地域安全などの活動

自治会, 町内会などの
自治組織の活動

3.9

1.4

1.7

3.6

16.9

21.8

稼働所得
21.5%

財産所得

その他の所得 8.7%年金以外の
社会保障給付金

0.6%

6.9%

公的年金・恩給
62.3%

（％）

不明・無回答 0.6

仕事をしたいと思わない 0.8

働けるうちは
いつまでも

36.7

80歳くらいまで 7.6

75歳
くらい
まで
19.3

70歳
くらいまで

23.4

65歳
くらい
まで
11.6

東京都　A さん　80代

▲ブログの画像

豆知識   スペイン人が日本人の人生観について書いた「IKIGAI」という本が各国に広まり，日本語の「生きがい」が世
界でも注目されている。
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高
齢
期

A編
✚性格
✚素質

✚環境
✚心理状態

❖ 認知症
　高齢期に特徴的な疾

しっ
病
ぺい

のひとつとして，認知症が知られて

いる。認知症とは，一度正常に発達した脳が何らかの病気に

よって変化を起こし，認知機能が低下したために，日常生活

や社会生活に支障をきたすような状態のことをいう。

　認知症の症状は，中核症状（脳の細胞が壊れることによっ

て，直接起こる症状のこと）と，行動・心理症状（環境や人

間関係，もともともっている性格などさまざまな要因が絡
から

み

合って起こる症状のこと）に分けられる。 7 　近年では，認

知症の予防や治療の研究が進み，早期に発見し，早期に治療

を行うことで，症状の進行を抑
おさ

えることができる。また，周

囲の人々が認知症を正しく理解すること 8  や，介護をして

いる家族を支援していくことも大切である。認知症の人が暮

らしやすい社会にするために，見守り，声かけ模擬訓練 2 や，

認知症カフェ 3 などの取り組みも各地で行われている。

8  認知症の人への接し方

認知症につい
て考えよう

　もし身のまわりの人が認知症にな
ったら，私たちや家族に何ができる
だろうか。また，地域にどのような
サポート体制があるか調べてみよう。

7  認知症の症状

◦本人の気持ちを理解して接する
同じことを聞かれても，本人の不安な気持ち
を理解して，否定せず，怒らずによく聞く。

◦ 本人の尊厳を大事にして，できるこ
とを生かしながら手伝う

すべてのことができなくなるわけではないの
で，本人ができるところをやってもらい，さ
りげなく手伝いをする。

3  認知症の人と家族，地域住民，介護や福
祉の専門家などだれもが参加でき，集え
る認知症カフェ。認知症の人やその家族
が，専門家や地域の人と交流し，情報を
共有できる場として，全国各地で開催さ
れている。

2  行方不明になった認知症高齢者を早期
発見し，保護するための模擬訓練や，高
齢者へ声かけをして地域で見守る活動
などを行う自治体もある。

　認知症に関する正しい知識と理解を持ち，認知症の人や家族に対してできる範
囲で手助けをする人のことを，認知症サポーターという。都道府県，市区町村な
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。講座を修
了すると，オレンジリング（ブレスレット）が渡される。認知症サポーターは，
認知症カフェの開催や運営の手伝いを行ったり，自治体と協働して，声かけや見
守り，ゴミ出し支援などの活動を行ったりしている。

認知症サポーターCo
lumn

中核症状
脳の細胞が壊れて直接起こる
症状

・記憶障害
・�時間や場所，人物などを認識
できなくなる（見

けん
当
とう
識
しき
障害）

・理解・判断力の障害
・�手順がわからず，計画や準
備ができない（実行機能障
害）　など

行動・心理症状
環境や人間関係などによって
起こる症状

・不安・焦燥
・うつ状態
・幻覚・妄

もう
想
そう

・徘
はい
徊
かい

・興奮・暴力
・不潔行為　など

ロバのイラストが刻印されたオレンジリング

▲�福岡県大牟田市の認知症 SOS ネットワーク
模擬訓練の様子。認知症の人も安心して暮ら
せる街を目指している。

（東京都「知って安心認知症」より）
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　入居している老人ホームでは，
コーラスや水彩画，卓球などのサー
クル活動に参加しています。運動に
はこれまで縁がなかったのですが，
実際にやってみて，スポーツってお
もしろいものだなと，この年になっ
て新たな発見もありました。都内近
郊を歩く会も毎回とても楽しいです
ね。昔からパソコンが好きで，よく
利用しています。インターネットで
調べものをしたりしています。ブロ
グもやっていて，水彩画や近所で
撮ったお花などの写真を紹介してい
ます。いろいろなことを経験しなが
ら，楽しく充実した日々を過ごして
います。

生きがいをもって生きるCo
lumn

4  高齢期の生活
❖ 生きがい，社会参加
　高齢期になると，仕事をしていた人は，定年退職にともな

い，社会的地位や人間関係を失うなど，さまざまな喪失を経

験する。子どもの独立や配偶者の他界などにより，家庭や人

間関係が縮小して受動的になる傾向もある。このようななか

で，高齢期を充実させるには，生きがい（喜びや楽しみ）を

もつことが不可欠となる。日々の生活で生きがいを感じてい

る高齢者は約８割である。 9 　趣味活動やボランティア活動，

社会貢献・地域活動を行っている人もいる。 10　このような

活動や，人や地域とのつながりは，高齢者に生きがいや生活

の豊かさをもたらしている。

❖ 高齢者の経済状況
　生活を支える収入は，年金をおもな収入源としている人が

大半であるが 11，高齢期に仕事をしたいと思っている人も多 

い。 12 　また，生活を支えるためだけでなく，生きがいとし

て仕事をしている人もいる。高齢者の多い社会では，高齢者

の労働力の積極的な活用が必要とされている。

9  生きがいを感じている人の割合

あまり
感じていない
18.4%

不明・無回答
1.0%

まったく
感じていない
3.0%

十分感じている
30.6%

多少感じている
47.0%

（調査対象：全国60歳以上の男女）
（内閣府「令和４年　高齢者の健康に関する調査」より）

調査対象：全国の 60 歳以上の男女
（内閣府「高齢者の経済生活に関する調査」令和元年度より）

（厚生労働省「2022年国民生活基礎調査」より）

（内閣府「高齢社会白書」令和３年版より）
（注） 調査対象は，全国60歳以上の男女。現在収入のある

仕事をしている者。

10   高齢者が行っている社会的な活動
（複数回答）

11   高齢者世帯の所得の構成割合

12   何歳まで収入をともなう仕事をしたいか
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▲ブログの画像

豆知識   スペイン人が日本人の人生観について書いた「IKIGAI」という本が各国に広まり，日本語の「生きがい」が世
界でも注目されている。
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❖ 認知症
　高齢期に特徴的な疾

しっ
病
ぺい

のひとつとして，認知症が知られて

いる。認知症とは，一度正常に発達した脳が何らかの病気に

よって変化を起こし，認知機能が低下したために，日常生活

や社会生活に支障をきたすような状態のことをいう。

　認知症の症状は，中核症状（脳の細胞が壊れることによっ

て，直接起こる症状のこと）と，行動・心理症状（環境や人

間関係，もともともっている性格などさまざまな要因が絡
から

み

合って起こる症状のこと）に分けられる。 7 　近年では，認

知症の予防や治療の研究が進み，早期に発見し，早期に治療

を行うことで，症状の進行を抑
おさ

えることができる。また，周

囲の人々が認知症を正しく理解すること 8  や，介護をして

いる家族を支援していくことも大切である。認知症の人が暮

らしやすい社会にするために，見守り，声かけ模擬訓練 2 や，

認知症カフェ 3 などの取り組みも各地で行われている。

8  認知症の人への接し方

認知症につい
て考えよう

　もし身のまわりの人が認知症にな
ったら，私たちや家族に何ができる
だろうか。また，地域にどのような
サポート体制があるか調べてみよう。

7  認知症の症状

◦本人の気持ちを理解して接する
同じことを聞かれても，本人の不安な気持ち
を理解して，否定せず，怒らずによく聞く。

◦�本人の尊厳を大事にして，できるこ
とを生かしながら手伝う

すべてのことができなくなるわけではないの
で，本人ができるところをやってもらい，さ
りげなく手伝いをする。

3  認知症の人と家族，地域住民，介護や福
祉の専門家などだれもが参加でき，集え
る認知症カフェ。認知症の人やその家族
が，専門家や地域の人と交流し，情報を
共有できる場として，全国各地で開催さ
れている。

2  行方不明になった認知症高齢者を早期
発見し，保護するための模擬訓練や，高
齢者へ声かけをして地域で見守る活動
などを行う自治体もある。

　認知症に関する正しい知識と理解を持ち，認知症の人や家族に対してできる範
囲で手助けをする人のことを，認知症サポーターという。都道府県，市区町村な
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。講座を修
了すると，認知症サポーターカードやオレンジリングなどが渡される。認知症サ
ポーターは，認知症カフェの開催や運営の手伝いを行ったり，自治体と協働して，
声かけや見守り，ゴミ出し支援などの活動を行ったりしている。

認知症サポーターCo
lumn

中核症状
脳の細胞が壊れて直接起こる
症状

・記憶障害
・ 時間や場所，人物などを認識

できなくなる（見
けん

当
とう

識
しき

障害）
・理解・判断力の障害
・ 手順がわからず，計画や準

備ができない（実行機能障
害）　など

行動・心理症状
環境や人間関係などによって
起こる症状

・不安・焦燥
・うつ状態
・幻覚・妄

もう
想
そう

・徘
はい

徊
かい

・興奮・暴力
・不潔行為　など

ロバのイラストが刻印されたオレンジリング

▲�福岡県大牟田市の認知症 SOS ネットワーク
模擬訓練の様子。認知症の人も安心して暮ら
せる街を目指している。

（東京都「知って安心認知症」より）
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11 　入居している老人ホームでは，

コーラスや水彩画，卓球などのサー
クル活動に参加しています。運動に
はこれまで縁がなかったのですが，
実際にやってみて，スポーツってお
もしろいものだなと，この年になっ
て新たな発見もありました。都内近
郊を歩く会も毎回とても楽しいです
ね。昔からパソコンが好きで，よく
利用しています。インターネットで
調べものをしたりしています。ブロ
グもやっていて，水彩画や近所で
撮ったお花などの写真を紹介してい
ます。いろいろなことを経験しなが
ら，楽しく充実した日々を過ごして
います。

生きがいをもって生きるCo
lumn

4  高齢期の生活
❖ 生きがい，社会参加
　高齢期になると，仕事をしていた人は，定年退職にともな

い，社会的地位や人間関係を失うなど，さまざまな喪失を経

験する。子どもの独立や配偶者の他界などにより，家庭や人

間関係が縮小して受動的になる傾向もある。このようななか

で，高齢期を充実させるには，生きがい（喜びや楽しみ）を

もつことが不可欠となる。日々の生活で生きがいを感じてい

る高齢者は約８割である。 9 　趣味活動やボランティア活動，

社会貢献・地域活動を行っている人もいる。 10　このような

活動や，人や地域とのつながりは，高齢者に生きがいや生活

の豊かさをもたらしている。

❖ 高齢者の経済状況
　生活を支える収入は，年金をおもな収入源としている人が

大半であるが 11，高齢期に仕事をしたいと思っている人も多 

い。 12 　また，生活を支えるためだけでなく，生きがいとし

て仕事をしている人もいる。高齢者の多い社会では，高齢者

の労働力の積極的な活用が必要とされている。

9  生きがいを感じている人の割合

あまり
感じていない
18.4%

不明・無回答
1.0%

まったく
感じていない
3.0%

十分感じている
30.6%

多少感じている
47.0%

（調査対象：全国60歳以上の男女）
（内閣府「令和４年　高齢者の健康に関する調査」より）

調査対象：全国の 60 歳以上の男女
（内閣府「高齢者の経済生活に関する調査」令和元年度より）

（厚生労働省「2022年国民生活基礎調査」より）

（内閣府「高齢社会白書」令和３年版より）
（注） 調査対象は，全国60歳以上の男女。現在収入のある

仕事をしている者。

10   高齢者が行っている社会的な活動
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（厚生労働省「国民生活基礎調査」令和元年より）

（内閣府「一人暮らしの高齢者に関する意識調査」平成26
年度より）

（厚生労働省「令和２年度『高齢者虐待の防止，高齢者の養
護者に対する支援等に関する法律』に基づく対応状況等

に関する調査」より）

0 20 40 60 80 100
（％）

男

女

40歳未満 50～59歳
60～69歳
不詳

70～79歳 80歳以上
40～49歳

2.5

0.9

18.8 28.5 21.1 22.8

5.3 20.1 31.8 29.4 12.6

6.2

0.0

0.0

2  超高齢社会の課題
（１）高齢者介護
　高齢化の進行にともない，介護を必要とする高齢者も増加

する。さらに，要介護者が高齢になるにつれ，介護を担当する

人も高齢になる。親の介護をする子どもも高齢者という場合

もある。介護の必要な高齢者を高齢者が介護することを，老
ろう

老
ろう

介護という。 4 　高齢者夫婦のみの世帯では，介護担当者

一人に負担が集中すること，ひとり暮らしの高齢者世帯では，

同居家族介護者の不在なども問題となっている。また，要介

護者の増加や介護の長期化などにともない，家族の介護疲れ

やストレスによる高齢者虐
ぎゃく

待
たい

 5 ，介護殺人や心中などの事件

も起こっている。

（２）社会的孤立
　高齢者の一人暮らしが増えて家族とのつきあいや，地域社

会との交流が希薄になり，社会的に孤立した高齢者が増えて

いる。 6 　また，日本は海外に比べ，家族以外の親しい友人

が少ない傾向がある。 1 　孤立した生活では，日常生活で困

ることがあっても頼る人がおらず，災害や犯罪，消費者被害

などにあっても周囲に助けを求めにくい。 7 　行政，ボラン

ティア，住民などが協力して，高齢者と社会のつながりが失

われないように，高齢者を支えていく必要がある。

4  おもな介護者の年齢階級

5   養護者（家族介護者等）による高齢者虐
待の判断件数

7   ひとり暮らしの高齢者が不安に思
うこと （上位10位，複数回答）

6  高齢者の近所つきあいの程度 1 健康や病気のこと 58.9%

2 寝たきりやからだが不自由にな
り介護が必要な状態になること 42.6%

3 自然災害（地震・洪水など） 29.1%
4 生活のための収入のこと 18.2%
5 頼れる人がいなくなること 13.6%

6
社会のしくみ（法律，社会保障，
金融制度）が大きく変わってし
まうこと

12.6%

7 だまされたり，犯罪に巻き込ま
れたりすること 10.3%

8
家業，家屋，土地・田畑などの
財産や，先祖や自分のお墓の管
理・相続のこと

8.0%

9 住まいに関すること 7.6%
10 子や孫などの将来 6.6%

18,000

17,000

16,000

15,000

14,000

13,000

0 2009 20191817161514131210 11

（件）

（年）

17,249

16,928

17,281
17,078

16,384

15,976
15,739

15,731

15,202

16,599
16,668

15,615

（内閣府「高齢社会白書」令和元年版より）
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60～64歳

総数

親しくつきあっている
あいさつ以外にも多少のつきあいがある

つきあいはほとんどない
わからない

あいさつをする程度
（％）

0 20 40 60 80 100

30.0 29.1

26.8 29.0

24.6 31.2

28.5 30.7

35.5 28.1

35.8 25.5

41.3

35.3

35.3

40.2

28.9

30.6

3.0

0.2
5.5

5.3

4.0

9.5
5.5

0.2

0.3

0.3

1  内閣府「令和２年高齢者の生活と意識に
関する国際比較調査」によると，親し
い友人がいないと答えた割合が，スウェ
ーデン9.9％，アメリカ14.2%，ドイツ
13.5% に対し，日本は31.3％である。
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 A 編 　４ 高齢期

自分の価値観に近いものを選んでみよう。
高齢期をどのように過ごしたい？

　 高齢期になっても元気に働きたい

　 高齢期は働かずにのんびり過ごしたい

　 高齢期は趣味に没頭したい

[ 小  中家庭 ]地域や人とのかかわり　[ 高地理 ]人口と少子高齢化社会　[ 高公共 ]人口減少社会／少子化への対策

	日本の高齢化の状況を知ろう
	高齢社会の課題について理解しよう
	高齢者を支える地域のしくみを知ろう

1  高齢化の現状
　現在，多くの国で人口の高齢化が進行している。 1 　人口

における高齢者（65歳以上）の割合を高齢化率と呼び，その

割合が７％を超えた社会を高齢化社会，14% を超えた社会を

高齢社会，21％を超えた社会を超高齢社会と呼んでいる。日

本は，1970年に高齢化率が７%，1994年に14% に達したの

ち，2007年には21％を超え，超高齢社会を迎えて現在にいた

り，世界でもっとも高齢化率が高い。 1 2

　日本では医療をはじめとする科学技術の進展によって平均

寿命がのび 3  長寿が実現したが，少子化の進行にともない

年少人口が減少し，急速な人口の高齢化が進んだ。日本の総

人口は減少しているが，今後も高齢化が進行し，2050年には

40％近くになると予測されている。

高齢化する日本を生きる2

2  日本の高齢化の現状

1  世界の高齢化の推移と将来予測

3  日本の平均寿命の推移

（厚生労働省「令和３年簡易生命表」より）
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2  超高齢社会の課題
（１）高齢者介護
　高齢化の進行にともない，介護を必要とする高齢者も増加

する。さらに，要介護者が高齢になるにつれ，介護を担当する

人も高齢になる。親の介護をする子どもも高齢者という場合

もある。介護の必要な高齢者を高齢者が介護することを，老
ろう

老
ろう

介護という。 4 　高齢者夫婦のみの世帯では，介護担当者

一人に負担が集中すること，ひとり暮らしの高齢者世帯では，

同居家族介護者の不在なども問題となっている。また，要介

護者の増加や介護の長期化などにともない，家族の介護疲れ

やストレスによる高齢者虐
ぎゃく

待
たい

 5 ，介護殺人や心中などの事件

も起こっている。

（２）社会的孤立
　高齢者のひとり暮らしが増えて家族とのつきあいや，地域

社会との交流が希薄になり，社会的に孤立した高齢者が増え

ている。 6 　また，日本は海外に比べ，家族以外の親しい友

人が少ない傾向がある。 1 　孤立した生活では，日常生活で

困ることがあっても頼る人がおらず，災害や犯罪，消費者被

害などにあっても周囲に助けを求めにくい。 7 　行政，ボラ

ンティア，住民などが協力して，高齢者と社会のつながりが

失われないように，高齢者を支えていく必要がある。

4  おもな介護者の年齢階級

5   養護者（家族介護者等）による高齢者虐
待の判断件数

7   ひとり暮らしの高齢者が不安に思
うこと （上位10位，複数回答）

6  高齢者の近所つきあいの程度
1 自分や配偶者の健康や病気のこ
と 70.3%

2 自分や配偶者が介護が必要な状
態になること 60.3%

3 生活のための収入のこと 31.9%
4 子どもや孫などの将来 29.7%

5 家業や土地，お墓などの管理や
相続のこと 22.8%

6 頼れる人がいなくなり一人にな
ること 20.5%

7 社会の仕組みが大きく変わって
しまうこと 17.4%

8 だまされたり犯罪に巻き込まれ
て財産を失うこと 8.1%

9 親やきょうだいなどの世話 8.0%
10 家族との人間関係 7.2%
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1  内閣府「令和２年高齢者の生活と意識に
関する国際比較調査」によると，親し
い友人がいないと答えた割合が，スウェ
ーデン9.9％，アメリカ14.2%，ドイツ
13.5% に対し，日本は31.3％である。

61A 編　４ 高齢期 ② 高齢化する日本を生きる ―

5

10

15

20

関連学習

学習
目標

内閣府「令和４年版高齢社会白書」United Nations
「World Population Prospects2022」より作成

アメリカ 中国
インド

日本

（％）

（年）

世界全体

6050403020102000908070601950

50

40

30

20

10

0

（総務省「国勢調査」令和２年より）

日本の総人口
（令和２年）
126,146千人

0～14歳
11.9%

15～64歳
59.5%

65歳以上

28.6%

65～74
歳

13.9%
75歳
以上

14.7%

Check

 A 編 　４ 高齢期

自分の価値観に近いものを選んでみよう。
高齢期をどのように過ごしたい？
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1  高齢化の現状
　現在，多くの国で人口の高齢化が進行している。 1 　人口

における高齢者（65歳以上）の割合を高齢化率と呼び，その

割合が７％を超えた社会を高齢化社会，14% を超えた社会を

高齢社会，21％を超えた社会を超高齢社会と呼んでいる。日

本は，1970年に高齢化率が７%，1994年に14% に達したの

ち，2007年には21％を超え，超高齢社会を迎えて現在にいた

り，世界でもっとも高齢化率が高い。 1 2

　日本では医療をはじめとする科学技術の進展によって平均

寿命がのび 3  長寿が実現したが，少子化の進行にともない

年少人口が減少し，急速な人口の高齢化が進んだ。日本の総

人口は減少しているが，今後も高齢化が進行し，2050年には

40％近くになると予測されている。
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本は，1970年に高齢化率が７%，1994年に14% に達したの

ち，2007年には21％を超え，超高齢社会を迎えて現在にいた

り，世界でもっとも高齢化率が高い。 1 2

　日本では医療をはじめとする科学技術の進展によって平均

寿命がのび 3  長寿が実現したが，少子化の進行にともない
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（厚生労働省「国民生活基礎調査」令和元年より）

（内閣府「一人暮らしの高齢者に関する意識調査」平成26
年度より）

（厚生労働省「令和２年度『高齢者虐待の防止，高齢者の養
護者に対する支援等に関する法律』に基づく対応状況等

に関する調査」より）
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2  超高齢社会の課題
（１）高齢者介護
　高齢化の進行にともない，介護を必要とする高齢者も増加

する。さらに，要介護者が高齢になるにつれ，介護を担当する

人も高齢になる。親の介護をする子どもも高齢者という場合

もある。介護の必要な高齢者を高齢者が介護することを，老
ろう

老
ろう

介護という。 4 　高齢者夫婦のみの世帯では，介護担当者

一人に負担が集中すること，ひとり暮らしの高齢者世帯では，

同居家族介護者の不在なども問題となっている。また，要介

護者の増加や介護の長期化などにともない，家族の介護疲れ

やストレスによる高齢者虐
ぎゃく

待
たい

 5 ，介護殺人や心中などの事件

も起こっている。

（２）社会的孤立
　高齢者の一人暮らしが増えて家族とのつきあいや，地域社

会との交流が希薄になり，社会的に孤立した高齢者が増えて

いる。 6 　また，日本は海外に比べ，家族以外の親しい友人

が少ない傾向がある。 1 　孤立した生活では，日常生活で困

ることがあっても頼る人がおらず，災害や犯罪，消費者被害

などにあっても周囲に助けを求めにくい。 7 　行政，ボラン

ティア，住民などが協力して，高齢者と社会のつながりが失

われないように，高齢者を支えていく必要がある。

4  おもな介護者の年齢階級

5   養護者（家族介護者等）による高齢者虐
待の判断件数

7   ひとり暮らしの高齢者が不安に思
うこと （上位10位，複数回答）

6  高齢者の近所つきあいの程度 1 健康や病気のこと 58.9%

2 寝たきりやからだが不自由にな
り介護が必要な状態になること 42.6%

3 自然災害（地震・洪水など） 29.1%
4 生活のための収入のこと 18.2%
5 頼れる人がいなくなること 13.6%

6
社会のしくみ（法律，社会保障，
金融制度）が大きく変わってし
まうこと

12.6%

7 だまされたり，犯罪に巻き込ま
れたりすること 10.3%

8
家業，家屋，土地・田畑などの
財産や，先祖や自分のお墓の管
理・相続のこと

8.0%

9 住まいに関すること 7.6%
10 子や孫などの将来 6.6%
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い友人がいないと答えた割合が，スウェ
ーデン9.9％，アメリカ14.2%，ドイツ
13.5% に対し，日本は31.3％である。
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い友人がいないと答えた割合が，スウェ
ーデン9.9％，アメリカ14.2%，ドイツ
13.5% に対し，日本は31.3％である。
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（厚生労働省「国民生活基礎調査」令和４年より）

（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」より）

（厚生労働省「令和３年度『高齢者虐待の防止，高齢者の養
護者に対する支援等に関する法律』に基づく対応状況等

に関する調査」より）
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2  超高齢社会の課題
（１）高齢者介護
　高齢化の進行にともない，介護を必要とする高齢者も増加

する。さらに，要介護者が高齢になるにつれ，介護を担当する

人も高齢になる。親の介護をする子どもも高齢者という場合

もある。介護の必要な高齢者を高齢者が介護することを，老
ろう

老
ろう

介護という。 4 　高齢者夫婦のみの世帯では，介護担当者

一人に負担が集中すること，ひとり暮らしの高齢者世帯では，

同居家族介護者の不在なども問題となっている。また，要介

護者の増加や介護の長期化などにともない，家族の介護疲れ

やストレスによる高齢者虐
ぎゃく

待
たい

 5 ，介護殺人や心中などの事件

も起こっている。

（２）社会的孤立
　高齢者のひとり暮らしが増えて家族とのつきあいや，地域

社会との交流が希薄になり，社会的に孤立した高齢者が増え

ている。 6 　また，日本は海外に比べ，家族以外の親しい友

人が少ない傾向がある。 1 　孤立した生活では，日常生活で

困ることがあっても頼る人がおらず，災害や犯罪，消費者被

害などにあっても周囲に助けを求めにくい。 7 　行政，ボラ

ンティア，住民などが協力して，高齢者と社会のつながりが

失われないように，高齢者を支えていく必要がある。

4  おもな介護者の年齢階級

5   養護者（家族介護者等）による高齢者虐
待の判断件数

7   ひとり暮らしの高齢者が不安に思
うこと （上位10位，複数回答）

6  高齢者の近所つきあいの程度
1 自分や配偶者の健康や病気のこ
と 70.3%

2 自分や配偶者が介護が必要な状
態になること 60.3%

3 生活のための収入のこと 31.9%
4 子どもや孫などの将来 29.7%

5 家業や土地，お墓などの管理や
相続のこと 22.8%

6 頼れる人がいなくなり一人にな
ること 20.5%

7 社会の仕組みが大きく変わって
しまうこと 17.4%

8 だまされたり犯罪に巻き込まれ
て財産を失うこと 8.1%

9 親やきょうだいなどの世話 8.0%
10 家族との人間関係 7.2%
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1  内閣府「令和２年高齢者の生活と意識に
関する国際比較調査」によると，親し
い友人がいないと答えた割合が，スウェ
ーデン9.9％，アメリカ14.2%，ドイツ
13.5% に対し，日本は31.3％である。
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（厚生労働省「国民生活基礎調査」令和４年より）

（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」より）

（厚生労働省「令和３年度『高齢者虐待の防止，高齢者の養
護者に対する支援等に関する法律』に基づく対応状況等

に関する調査」より）
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2  超高齢社会の課題
（１）高齢者介護
　高齢化の進行にともない，介護を必要とする高齢者も増加

する。さらに，要介護者が高齢になるにつれ，介護を担当する

人も高齢になる。親の介護をする子どもも高齢者という場合

もある。介護の必要な高齢者を高齢者が介護することを，老
ろう

老
ろう

介護という。 4 　高齢者夫婦のみの世帯では，介護担当者

一人に負担が集中すること，ひとり暮らしの高齢者世帯では，

同居家族介護者の不在なども問題となっている。また，要介

護者の増加や介護の長期化などにともない，家族の介護疲れ

やストレスによる高齢者虐
ぎゃく

待
たい

 5 ，介護殺人や心中などの事件

も起こっている。

（２）社会的孤立
　高齢者のひとり暮らしが増えて家族とのつきあいや，地域

社会との交流が希薄になり，社会的に孤立した高齢者が増え

ている。 6 　また，日本は海外に比べ，家族以外の親しい友

人が少ない傾向がある。 1 　孤立した生活では，日常生活で

困ることがあっても頼る人がおらず，災害や犯罪，消費者被

害などにあっても周囲に助けを求めにくい。 7 　行政，ボラ

ンティア，住民などが協力して，高齢者と社会のつながりが

失われないように，高齢者を支えていく必要がある。

4  おもな介護者の年齢階級

5   養護者（家族介護者等）による高齢者虐
待の判断件数

7   ひとり暮らしの高齢者が不安に思
うこと （上位10位，複数回答）

6  高齢者の近所つきあいの程度
1 自分や配偶者の健康や病気のこ
と 70.3%

2 自分や配偶者が介護が必要な状
態になること 60.3%

3 生活のための収入のこと 31.9%
4 子どもや孫などの将来 29.7%

5 家業や土地，お墓などの管理や
相続のこと 22.8%

6 頼れる人がいなくなり一人にな
ること 20.5%

7 社会の仕組みが大きく変わって
しまうこと 17.4%

8 だまされたり犯罪に巻き込まれ
て財産を失うこと 8.1%

9 親やきょうだいなどの世話 8.0%
10 家族との人間関係 7.2%
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1  内閣府「令和２年高齢者の生活と意識に
関する国際比較調査」によると，親し
い友人がいないと答えた割合が，スウェ
ーデン9.9％，アメリカ14.2%，ドイツ
13.5% に対し，日本は31.3％である。
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（厚生労働省「国民生活基礎調査」令和元年より）

（内閣府「一人暮らしの高齢者に関する意識調査」平成26
年度より）

（厚生労働省「令和２年度『高齢者虐待の防止，高齢者の養
護者に対する支援等に関する法律』に基づく対応状況等

に関する調査」より）
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2  超高齢社会の課題
（１）高齢者介護
　高齢化の進行にともない，介護を必要とする高齢者も増加

する。さらに，要介護者が高齢になるにつれ，介護を担当する

人も高齢になる。親の介護をする子どもも高齢者という場合

もある。介護の必要な高齢者を高齢者が介護することを，老
ろう

老
ろう

介護という。 4 　高齢者夫婦のみの世帯では，介護担当者

一人に負担が集中すること，ひとり暮らしの高齢者世帯では，

同居家族介護者の不在なども問題となっている。また，要介

護者の増加や介護の長期化などにともない，家族の介護疲れ

やストレスによる高齢者虐
ぎゃく

待
たい

 5 ，介護殺人や心中などの事件

も起こっている。

（２）社会的孤立
　高齢者の一人暮らしが増えて家族とのつきあいや，地域社

会との交流が希薄になり，社会的に孤立した高齢者が増えて

いる。 6 　また，日本は海外に比べ，家族以外の親しい友人

が少ない傾向がある。 1 　孤立した生活では，日常生活で困

ることがあっても頼る人がおらず，災害や犯罪，消費者被害

などにあっても周囲に助けを求めにくい。 7 　行政，ボラン

ティア，住民などが協力して，高齢者と社会のつながりが失

われないように，高齢者を支えていく必要がある。

4  おもな介護者の年齢階級

5   養護者（家族介護者等）による高齢者虐
待の判断件数

7   ひとり暮らしの高齢者が不安に思
うこと （上位10位，複数回答）

6  高齢者の近所つきあいの程度 1 健康や病気のこと 58.9%

2 寝たきりやからだが不自由にな
り介護が必要な状態になること 42.6%

3 自然災害（地震・洪水など） 29.1%
4 生活のための収入のこと 18.2%
5 頼れる人がいなくなること 13.6%

6
社会のしくみ（法律，社会保障，
金融制度）が大きく変わってし
まうこと

12.6%

7 だまされたり，犯罪に巻き込ま
れたりすること 10.3%

8
家業，家屋，土地・田畑などの
財産や，先祖や自分のお墓の管
理・相続のこと

8.0%

9 住まいに関すること 7.6%
10 子や孫などの将来 6.6%
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1  内閣府「令和２年高齢者の生活と意識に
関する国際比較調査」によると，親し
い友人がいないと答えた割合が，スウェ
ーデン9.9％，アメリカ14.2%，ドイツ
13.5% に対し，日本は31.3％である。
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参加に関する調査」より）

（厚生労働省「令和３年度『高齢者虐待の防止，高齢者の養
護者に対する支援等に関する法律』に基づく対応状況等

に関する調査」より）
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　高齢化の進行にともない，介護を必要とする高齢者も増加
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もある。介護の必要な高齢者を高齢者が介護することを，老
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 5 ，介護殺人や心中などの事件

も起こっている。

（２）社会的孤立
　高齢者のひとり暮らしが増えて家族とのつきあいや，地域

社会との交流が希薄になり，社会的に孤立した高齢者が増え

ている。 6 　また，日本は海外に比べ，家族以外の親しい友

人が少ない傾向がある。 1 　孤立した生活では，日常生活で
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害などにあっても周囲に助けを求めにくい。 7 　行政，ボラ

ンティア，住民などが協力して，高齢者と社会のつながりが

失われないように，高齢者を支えていく必要がある。
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5   養護者（家族介護者等）による高齢者虐
待の判断件数

7   ひとり暮らしの高齢者が不安に思
うこと （上位10位，複数回答）

6  高齢者の近所つきあいの程度
1 自分や配偶者の健康や病気のこ
と 70.3%

2 自分や配偶者が介護が必要な状
態になること 60.3%

3 生活のための収入のこと 31.9%
4 子どもや孫などの将来 29.7%

5 家業や土地，お墓などの管理や
相続のこと 22.8%

6 頼れる人がいなくなり一人にな
ること 20.5%

7 社会の仕組みが大きく変わって
しまうこと 17.4%

8 だまされたり犯罪に巻き込まれ
て財産を失うこと 8.1%

9 親やきょうだいなどの世話 8.0%
10 家族との人間関係 7.2%
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1  内閣府「令和２年高齢者の生活と意識に
関する国際比較調査」によると，親し
い友人がいないと答えた割合が，スウェ
ーデン9.9％，アメリカ14.2%，ドイツ
13.5% に対し，日本は31.3％である。
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71 資料３

共
生
社
会

A編

点整理要  ●だれもが同じように生きるのがふつうであるという考え方が，ノーマライゼーションである。
 ●ノーマライゼーションを実現していく具体的な方法には，ユニバーサルデザインやバリアフリー

がある。
 ●共生社会実現のために大きな力を発揮するのが，ボランティア活動である。

① 	p.70の Check から自分の考え
は

　□変わった　□変わらなかった
②	変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。

高校生でも，さまざまなボランティア
に参加できる。参加するなら何がよい？

Review

ボランティア活動の経験と参加目的

ボランティア活動に参加する動機は人それぞれである。あなたがボラ
ンティア活動に参加するとしたら，どのような分野にどのような目的
で参加したいか考えてみよう！

83.0%

17.0%

したことがない

したこと
がある

（内閣府『市民の社会貢献に関する実態調査報告書』令和元年度より）

（内閣府『市民の社会貢献に関する実態調査報告書』令和
元年度より）

社会の役に立ちたいと思ったから 54.5%

活動を通じて自己啓発や成長につ
ながると考えるため

32.0%

自分や家族が関係している活動へ
の支援

26.4%

職場の取組の一環として 16.1%

知人や同僚等からの勧め 11.7%

自分が抱えている社会問題の解決
に必要だから

6.6%

社会的に評価されるため 2.4%

その他 10.9%

まちづくり・まちおこし 29.9%

子ども・青少年育成 24.1%

地域安全 23.3%

自然・環境保全 18.7%

保健・医療・福祉 17.0%

芸術・文化・スポーツ 16.8%

災害救助支援 11.8%

教育・研究 8.7%

国際協力・交流 3.5%

人権・平和 2.5%

その他 11.6%

3   ボランティア活動に参加した分野
（複数回答／2018年ボランティア参加者）

（２）広がるボランティア活動
　ボランティア活動とは，地域や他人のために利益を求め 

ず，自発的に行う活動のことで，共生社会を築いていくうえ

で大きな役割を果たす。 2 　日本でボランティア活動が広く

知られるようになったのは，阪神淡路大震災（1995年）の復
ふっ

興
こう

活動においてといわれており，現在でもさまざまな災害の

現場でボランティアが活動している。

　今では，ボランティア活動の幅が広がり，福祉や災害復興

以外にも，教育や文化，人権，平和，スポーツなど多くの分

野で活動が行われている。 3 　ボランティア活動は，私たち

の暮らしをよりよくしていくための大きな力になる。高校生

が参加できるボランティア活動もあるのでチャレンジしてみ

よう。

2  ボランティア活動の原則とは？

自主性・主体性
個人が，自分の自由意思で
行う活動である

公共性・連帯性
地域や社会のための活動で
ある

無償性
収入を得る目的の活動では
ない

先
せん
駆
く
性

今，社会で必要とされてい
ることを考え，よりよい社
会をつくる活動である

●�ボランティア活動経
験の有無　（20歳以上）

●�ボランティア活動に参加し
た目的（20歳以上／複数回答）
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点整理要  ●だれもが同じように生きるのがふつうであるという考え方が，ノーマライゼーションである。
 ●ノーマライゼーションを実現していく具体的な方法には，ユニバーサルデザインやバリアフリー

がある。
 ●共生社会実現のために大きな力を発揮するのが，ボランティア活動である。

① 	p.70の Check から自分の考え
は

　□変わった　□変わらなかった
②	変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。

高校生でも，さまざまなボランティア
に参加できる。参加するなら何がよい？

Review

ボランティア活動の経験と参加目的

ボランティア活動に参加する動機は人それぞれである。あなたがボラ
ンティア活動に参加するとしたら，どのような分野にどのような目的
で参加したいか考えてみよう！

82.6%
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したことがない

したこと
がある

（内閣府『市民の社会貢献に関する実態調査報告書』令和４年度より）
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社会の役に立ちたいと思ったから 59.1%
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ながると考えるため
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自分や家族が関係している活動へ
の支援

25.4%

職場の取組の一環として 11.4%

知人や同僚等からの勧め 11.4%

自分が抱えている社会問題の解決
に必要だから
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社会的に評価されるため 1.9%
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子ども・青少年育成 25.0%

地域安全 22.1%

保健・医療・福祉 19.5%

自然・環境保全 17.7%

芸術・文化・スポーツ 17.3%
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国際協力・交流 7.4%
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人権・平和 3.7%

その他 12.9%

3   ボランティア活動に参加した分野
（複数回答／2021年ボランティア参加者）

（２）広がるボランティア活動
　ボランティア活動とは，地域や他人のために利益を求め 

ず，自発的に行う活動のことで，共生社会を築いていくうえ

で大きな役割を果たす。 2 　日本でボランティア活動が広く

知られるようになったのは，阪神淡路大震災（1995年）の復
ふっ

興
こう

活動においてといわれており，現在でもさまざまな災害の

現場でボランティアが活動している。

　今では，ボランティア活動の幅が広がり，福祉や災害復興

以外にも，教育や文化，人権，平和，スポーツなど多くの分

野で活動が行われている。 3 　ボランティア活動は，私たち

の暮らしをよりよくしていくための大きな力になる。高校生

が参加できるボランティア活動もあるのでチャレンジしてみ

よう。

2  ボランティア活動の原則とは？

自主性・主体性
個人が，自分の自由意思で
行う活動である

公共性・連帯性
地域や社会のための活動で
ある

無償性
収入を得る目的の活動では
ない

先
せん
駆
く
性

今，社会で必要とされてい
ることを考え，よりよい社
会をつくる活動である
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 ●ノーマライゼーションを実現していく具体的な方法には，ユニバーサルデザインやバリアフリー

がある。
 ●共生社会実現のために大きな力を発揮するのが，ボランティア活動である。

① 	p.70の Check から自分の考え
は

　□変わった　□変わらなかった
②	変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。

高校生でも，さまざまなボランティア
に参加できる。参加するなら何がよい？

Review

ボランティア活動の経験と参加目的

ボランティア活動に参加する動機は人それぞれである。あなたがボラ
ンティア活動に参加するとしたら，どのような分野にどのような目的
で参加したいか考えてみよう！
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がある
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活動を通じて自己啓発や成長につ
ながると考えるため

32.0%

自分や家族が関係している活動へ
の支援

26.4%

職場の取組の一環として 16.1%

知人や同僚等からの勧め 11.7%

自分が抱えている社会問題の解決
に必要だから
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社会的に評価されるため 2.4%

その他 10.9%

まちづくり・まちおこし 29.9%

子ども・青少年育成 24.1%

地域安全 23.3%

自然・環境保全 18.7%

保健・医療・福祉 17.0%

芸術・文化・スポーツ 16.8%

災害救助支援 11.8%

教育・研究 8.7%

国際協力・交流 3.5%

人権・平和 2.5%

その他 11.6%

3   ボランティア活動に参加した分野
（複数回答／2018年ボランティア参加者）

（２）広がるボランティア活動
　ボランティア活動とは，地域や他人のために利益を求め 

ず，自発的に行う活動のことで，共生社会を築いていくうえ
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現場でボランティアが活動している。
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以外にも，教育や文化，人権，平和，スポーツなど多くの分

野で活動が行われている。 3 　ボランティア活動は，私たち

の暮らしをよりよくしていくための大きな力になる。高校生

が参加できるボランティア活動もあるのでチャレンジしてみ

よう。

2  ボランティア活動の原則とは？

自主性・主体性
個人が，自分の自由意思で
行う活動である

公共性・連帯性
地域や社会のための活動で
ある

無償性
収入を得る目的の活動では
ない

先
せん
駆
く
性

今，社会で必要とされてい
ることを考え，よりよい社
会をつくる活動である
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がある。
 ●共生社会実現のために大きな力を発揮するのが，ボランティア活動である。

① 	p.70の Check から自分の考え
は

　□変わった　□変わらなかった
②	変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。

高校生でも，さまざまなボランティア
に参加できる。参加するなら何がよい？
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ボランティア活動の経験と参加目的

ボランティア活動に参加する動機は人それぞれである。あなたがボラ
ンティア活動に参加するとしたら，どのような分野にどのような目的
で参加したいか考えてみよう！
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（内閣府『市民の社会貢献に関する実態調査報告書』令和
４年度より）

社会の役に立ちたいと思ったから 59.1%

活動を通じて自己啓発や成長につ
ながると考えるため

34.3%

自分や家族が関係している活動へ
の支援

25.4%

職場の取組の一環として 11.4%

知人や同僚等からの勧め 11.4%

自分が抱えている社会問題の解決
に必要だから
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社会的に評価されるため 1.9%
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子ども・青少年育成 25.0%

地域安全 22.1%

保健・医療・福祉 19.5%

自然・環境保全 17.7%

芸術・文化・スポーツ 17.3%
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国際協力・交流 7.4%

災害救助支援 7.0%

人権・平和 3.7%
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3   ボランティア活動に参加した分野
（複数回答／2021年ボランティア参加者）

（２）広がるボランティア活動
　ボランティア活動とは，地域や他人のために利益を求め 

ず，自発的に行う活動のことで，共生社会を築いていくうえ

で大きな役割を果たす。 2 　日本でボランティア活動が広く

知られるようになったのは，阪神淡路大震災（1995年）の復
ふっ
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こう

活動においてといわれており，現在でもさまざまな災害の

現場でボランティアが活動している。

　今では，ボランティア活動の幅が広がり，福祉や災害復興

以外にも，教育や文化，人権，平和，スポーツなど多くの分

野で活動が行われている。 3 　ボランティア活動は，私たち

の暮らしをよりよくしていくための大きな力になる。高校生

が参加できるボランティア活動もあるのでチャレンジしてみ

よう。

2  ボランティア活動の原則とは？

自主性・主体性
個人が，自分の自由意思で
行う活動である

公共性・連帯性
地域や社会のための活動で
ある

無償性
収入を得る目的の活動では
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会をつくる活動である

●�ボランティア活動経
験の有無　（20歳以上）

●�ボランティア活動に参加し
た目的（20歳以上／複数回答）

71

5

10

A 編　５ 共生社会 ② ノーマライゼーションとは ―



15

ページ 行
訂正箇所

家基 703　家庭基礎 つながる暮らし 共に創る未来　令和５年度版→６年度版修正箇所

令 和 ５ 年 度 教 科 書（ 旧 ） 令 和 ６ 年 度 教 科 書（ 新 ）

※�食の外部化率とは，外食率（食料消費支出に占める外食の割合）に中食の支出割
合を加えたもの� （公益財団法人「食の安全・安心財団」資料より）
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36.1

26.0外食率
食の外部化率

豆知識  筋肉をつけるためには運動後30分以内にたんぱく質（プロテイン）を摂るとよいとされる。

3  現代の食生活
（１）食生活の変化
　私たちの食生活は時代によって大きく変化してきた。第二

次世界大戦後の経済発展で私たちの生活は豊かになり，食生

活は洋風化した。以前と比べて米や野菜の摂取量が減り，肉や

油脂類の摂取量が多くなった。4 　また，食品の流通技術が進

歩し，長期保存できる加工食品も多く生産されている。夫婦

共働きや単独世帯の増加などにより，食事は省力化され，外

食や中
なか

食
しょく

 1 といわれるスタイルも一般的になった（食の外部
化 5 ）。そのようななか，伝統的な和食から和

わ
洋
よう

折
せっ

衷
ちゅう

に変わっ

てきた1980年ごろの食生活は「日本型食生活」と呼ばれ，栄

養バランスがよい。1  総
そう

菜
ざい

（惣菜）や弁当などの調理済み食品
を購入して家で食べること。家庭で素
材からつくることは内食（うちしょく，
ないしょく）という。食材の下ごしらえ
や調味料などがセットになって，家で簡
単に調理できるミールキットもある。

4  食料の摂取量の変化

5  食の外部化率と外食率

　私たちが食事から得るエネル
ギーを示す基準に PFC 比率がある。
PFC 比率は，おもなエネルギー源
であるたんぱく質（Protein），脂質

（Fat），炭水化物（Carbohydrate）
が，食事の全体エネルギーに占める
割合を表している。
　日本では理想の値と比べると炭水
化物（C）の値がやや低く，脂質か
ら摂取するエネルギーが高くなって
いる。

日本の食事の変化Co
lumn

※円は適正比率を示す。たんぱく質＝13，脂質＝27，炭水化物＝60
（農林水産省「平成22年 食料・農業・農村基本計画」で示された2020年度における目標値）

※�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（たんぱく質＝13
～20，脂質＝20～30，炭水化物＝50～65）を示している（1~49歳の目標量）➡ p.103。

日本（1980年）
P（13.0）

C
（61.5）

F
（25.5）

日本（2020年）
P（13.7）

C
（53.8）

F
（32.5）

アメリカ（2013年）
P（12.3）

C
（46.4）

F
（41.4）

（kg）
畜産物
魚介類
油脂類

米
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400

350

300

250

200

150

100

50

0 1960年度 1980年度 2020年度

●供給食料の内訳の推移（一人あたり）

●供給熱量PFCの比率比較

（農林水産省 「食料需給表」より）
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資料　高校生でもできるボランティア活動

鳥の目

虫の目

私の目

World Giving Index 2021  上位10位と日本 ( 全114カ国中）

国名
総合 人助け 寄付 ボランティア

順位 評価点 順位 評価点 順位 評価点 順位 評価点
インドネシア 1 69% 26 65% 1 83% 1 60%

ケニア 2 58% 6 76% 13 49% 3 49%

ナイジェリア 3 52% 1 82% 46 33% 4 42%

ミャンマー 4 51% 76 51% 2 71% 13 31%

オーストラリア 5 49% 56 57% 3 61% 14 30%

ガーナ 6 47% 25 65% 26 44% 10 32%

ニュージーランド 7 47% 66 56% 9 51% 8 34%

ウガンダ 8 46% 7 75% 48 32% 11 31%

コソボ 9 46% 15 68% 5 59% 97 10%

タイ 10 46% 44 60% 4 60% 58 17%

日本 114 12% 114 12% 107 12% 91 12%

Viewpoint 〜鳥の目・虫の目・私の目〜

◉ 今日のテーマ ◉

人助けへの意識
日本の人助けに対する意識は，世界的に見ても
非常に低い。しかし周囲を見渡せば，私たちに
もできる人助けがあるはずだ。海外で使われて
いる，世界寄付指数を見てみよう。

世界に視野を広げてみよう

身のまわりの事例を調べて考えを深めよう

自分の考えをまとめよう

 ▶日本の世界寄付指数の低さをどう思う？

 ▶自分の人助けを振り返ってみよう

 ▶自分にできる人助けを考えてみよう

日本の人助け指数は最低クラス？
　その国の人がどれくらい人助けをして
いるかを表す指標として，World�Giving�
Index（世界寄付指数）がある。これはイ
ギリスのチャリティ団体が発表しているも
ので，過去１か月の間に，他人を手助けし
たか，お金を寄付したか，ボランティア活
動などに参加する時間をもったか，の３項
目を数値化している。日本の世界寄付指数
は114か国中最下位である。

日本にも人助けできる機会はたくさんある？
　日本の世界寄付指数は低いが，身のまわりを見てみると，学生でも参加できる取り組みはたく
さんある。自治体ではボランティアを募集していることが多く，特定の団体に寄付すれば税金が
安くなるしくみもある。また，事業やボランティアなどの活動をインター
ネット上で支援するクラウドファンディングも増えている。

 世界寄付指数が高い国の特徴は？
 日本が低い理由は何だろう？

 寄付やボランティアの団体を調べてみよう
 具体的にどんな人助けができるだろう？
 身近の人助けできる機会を探してみよう

73A 編　５ 共生社会 ② ノーマライゼーションとは ―

共
生
社
会

A編

資料　高校生でもできるボランティア活動

鳥の目

虫の目

私の目

World Giving Index 2021  上位10位と日本 ( 全114カ国中）

国名
総合 人助け 寄付 ボランティア

順位 評価点 順位 評価点 順位 評価点 順位 評価点
インドネシア 1 69% 26 65% 1 83% 1 60%

ケニア 2 58% 6 76% 13 49% 3 49%

ナイジェリア 3 52% 1 82% 46 33% 4 42%

ミャンマー 4 51% 76 51% 2 71% 13 31%

オーストラリア 5 49% 56 57% 3 61% 14 30%

ガーナ 6 47% 25 65% 26 44% 10 32%

ニュージーランド 7 47% 66 56% 9 51% 8 34%

ウガンダ 8 46% 7 75% 48 32% 11 31%

コソボ 9 46% 15 68% 5 59% 97 10%

タイ 10 46% 44 60% 4 60% 58 17%

日本 114 12% 114 12% 107 12% 91 12%

Viewpoint 〜鳥の目・虫の目・私の目〜

◉ 今日のテーマ ◉

人助けへの意識
日本の人助けに対する意識は，世界的に見ても
非常に低い。しかし周囲を見渡せば，私たちに
もできる人助けがあるはずだ。海外で使われて
いる，世界寄付指数を見てみよう。

世界に視野を広げてみよう

身のまわりの事例を調べて考えを深めよう

自分の考えをまとめよう

 ▶日本の世界寄付指数の低さをどう思う？

 ▶自分の人助けを振り返ってみよう

 ▶自分にできる人助けを考えてみよう

日本の人助け指数は最低クラス？
　その国の人がどれくらい人助けをして
いるかを表す指標として，World�Giving�
Index（世界寄付指数）がある。これはイ
ギリスのチャリティ団体が発表しているも
ので，過去１か月の間に，他人を手助けし
たか，お金を寄付したか，ボランティア活
動などに参加する時間をもったか，の３項
目を数値化している。日本の世界寄付指数
は114か国中最下位である。

日本にも人助けできる機会はたくさんある？
　日本の世界寄付指数は低いが，身のまわりを見てみると，学生でも参加できる取り組みはたく
さんある。自治体ではボランティアを募集していることが多く，特定の団体に寄付すれば税金が
安くなるしくみもある。また，事業やボランティアなどの活動をインター
ネット上で支援するクラウドファンディングも増えている。

 世界寄付指数が高い国の特徴は？
 日本が低い理由は何だろう？

 寄付やボランティアの団体を調べてみよう
 具体的にどんな人助けができるだろう？
 身近の人助けできる機会を探してみよう

73A 編　５ 共生社会 ② ノーマライゼーションとは ―
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資料　高校生でもできるボランティア活動
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World Giving Index 2022  上位10位と日本 ( 全119カ国中）

国名
総合 人助け 寄付 ボランティア

順位 評価点 順位 評価点 順位 評価点 順位 評価点
インドネシア 1 68% 76 58% 1 84% 1 63%

ケニア 2 61% 7 77% 20 55% 2 52%

アメリカ 3 59% 4 80% 9 61% 7 37%

オーストラリア 4 55% 34 69% 6 64% 20 33%

ニュージーランド 5 54% 46 66% 10 61% 14 34%

ミャンマー 6 52% 83 55% 2 73% 36 28%

シエラレオネ 7 51% 1 83% 76 27% 3 44%

カナダ 8 51% 50 65% 13 59% 33 29%

ザンビア 9 50% 18 74% 53 35% 4 43%

ウクライナ 10 49% 13 75% 29 47% 54 24%

日本 118 20% 118 24% 103 18% 83 17%

Viewpoint 〜鳥の目・虫の目・私の目〜

◉ 今日のテーマ ◉

人助けへの意識
日本の人助けに対する意識は，世界的に見ても
非常に低い。しかし周囲を見渡せば，私たちに
もできる人助けがあるはずだ。海外で使われて
いる，世界寄付指数を見てみよう。

世界に視野を広げてみよう

身のまわりの事例を調べて考えを深めよう

自分の考えをまとめよう

 ▶日本の世界寄付指数の低さをどう思う？

 ▶自分の人助けを振り返ってみよう

 ▶自分にできる人助けを考えてみよう

日本の人助け指数は最低クラス？
　その国の人がどれくらい人助けをして
いるかを表す指標として，World Giving 
Index（世界寄付指数）がある。これはイ
ギリスのチャリティ団体が発表しているも
ので，過去１か月の間に，他人を手助けし
たか，お金を寄付したか，ボランティア活
動などに参加する時間をもったか，の３項
目を数値化している。日本の世界寄付指数
は119か国中118位である。

日本にも人助けできる機会はたくさんある？
　日本の世界寄付指数は低いが，身のまわりを見てみると，学生でも参加できる取り組みはたく
さんある。自治体ではボランティアを募集していることが多く，特定の団体に寄付すれば税金が
安くなるしくみもある。また，事業やボランティアなどの活動をインター
ネット上で支援するクラウドファンディングも増えている。

�世界寄付指数が高い国の特徴は？
�日本が低い理由は何だろう？

�寄付やボランティアの団体を調べてみよう
�具体的にどんな人助けができるだろう？
�身近の人助けできる機会を探してみよう

73A 編　５ 共生社会 ② ノーマライゼーションとは ―
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World Giving Index 2022  上位10位と日本 ( 全119カ国中）

国名
総合 人助け 寄付 ボランティア

順位 評価点 順位 評価点 順位 評価点 順位 評価点
インドネシア 1 68% 76 58% 1 84% 1 63%

ケニア 2 61% 7 77% 20 55% 2 52%

アメリカ 3 59% 4 80% 9 61% 7 37%

オーストラリア 4 55% 34 69% 6 64% 20 33%

ニュージーランド 5 54% 46 66% 10 61% 14 34%

ミャンマー 6 52% 83 55% 2 73% 36 28%

シエラレオネ 7 51% 1 83% 76 27% 3 44%

カナダ 8 51% 50 65% 13 59% 33 29%

ザンビア 9 50% 18 74% 53 35% 4 43%

ウクライナ 10 49% 13 75% 29 47% 54 24%

日本 118 20% 118 24% 103 18% 83 17%

Viewpoint 〜鳥の目・虫の目・私の目〜

◉ 今日のテーマ ◉

人助けへの意識
日本の人助けに対する意識は，世界的に見ても
非常に低い。しかし周囲を見渡せば，私たちに
もできる人助けがあるはずだ。海外で使われて
いる，世界寄付指数を見てみよう。

世界に視野を広げてみよう

身のまわりの事例を調べて考えを深めよう

自分の考えをまとめよう

 ▶日本の世界寄付指数の低さをどう思う？

 ▶自分の人助けを振り返ってみよう

 ▶自分にできる人助けを考えてみよう

日本の人助け指数は最低クラス？
　その国の人がどれくらい人助けをして
いるかを表す指標として，World Giving 
Index（世界寄付指数）がある。これはイ
ギリスのチャリティ団体が発表しているも
ので，過去１か月の間に，他人を手助けし
たか，お金を寄付したか，ボランティア活
動などに参加する時間をもったか，の３項
目を数値化している。日本の世界寄付指数
は119か国中118位である。

日本にも人助けできる機会はたくさんある？
　日本の世界寄付指数は低いが，身のまわりを見てみると，学生でも参加できる取り組みはたく
さんある。自治体ではボランティアを募集していることが多く，特定の団体に寄付すれば税金が
安くなるしくみもある。また，事業やボランティアなどの活動をインター
ネット上で支援するクラウドファンディングも増えている。

�世界寄付指数が高い国の特徴は？
�日本が低い理由は何だろう？

�寄付やボランティアの団体を調べてみよう
�具体的にどんな人助けができるだろう？
�身近の人助けできる機会を探してみよう

73A 編　５ 共生社会 ② ノーマライゼーションとは ―

73 鳥の目
表

鳥の目
10

※�食の外部化率とは，外食率（食料消費支出に占める外食の割合）に中食の支出割
合を加えたもの� （公益財団法人「食の安全・安心財団」資料より）
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25.1外食率
食の外部化率

豆知識  筋肉をつけるためには運動後30分以内にたんぱく質（プロテイン）を摂るとよいとされる。

3  現代の食生活
（１）食生活の変化
　私たちの食生活は時代によって大きく変化してきた。第二

次世界大戦後の経済発展で私たちの生活は豊かになり，食生

活は洋風化した。以前と比べて米や野菜の摂取量が減り，肉や

油脂類の摂取量が多くなった。4 　また，食品の流通技術が進

歩し，長期保存できる加工食品も多く生産されている。夫婦

共働きや単独世帯の増加などにより，食事は省力化され，外

食や中
なか

食
しょく

 1 といわれるスタイルも一般的になった（食の外部
化 5 ）。そのようななか，伝統的な和食から和

わ
洋
よう

折
せっ

衷
ちゅう

に変わっ

てきた1980年ごろの食生活は「日本型食生活」と呼ばれ，栄

養バランスがよい。1  総
そう

菜
ざい

（惣菜）や弁当などの調理済み食品
を購入して家で食べること。家庭で素
材からつくることは内食（うちしょく，
ないしょく）という。食材の下ごしらえ
や調味料などがセットになって，家で簡
単に調理できるミールキットもある。

4  食料の摂取量の変化

5  食の外部化率と外食率

　私たちが食事から得るエネルギー
を示す基準に PFC 比率（エネルギー
産生栄養素バランス）がある。PFC
比率は，おもなエネルギー源である
たんぱく質（Protein），脂質（Fat），
炭水化物（Carbohydrate）が，食
事の全体エネルギーに占める割合を
表している。
　日本では理想の値と比べると炭水
化物（C）の値がやや低く，脂質か
ら摂取するエネルギーが高くなって
いる。

日本の食事の変化Co
lumn

※円は適正比率を示す。たんぱく質＝13，脂質＝27，炭水化物＝60
（農林水産省「平成22年�食料・農業・農村基本計画」で示された2020年度における目標値）

※�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（たんぱく質＝13
～20，脂質＝20～30，炭水化物＝50～65）を示している（1~49歳の目標量）➡ p.103。

日本（1980年）
P（13.0）

C
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F
（25.5）

日本（2021年）
P（13.7）

C
（54.2）

F
（32.1）

アメリカ（2013年）
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●供給食料の内訳の推移（一人一年あたり）

●供給熱量PFCの比率比較

（農林水産省�「食料需給表」より）
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B編

アミノ酸

ペプチド＊

たんぱく質

消化

消化

再合成

吸収

からだを構成

▲Rの部分の違いで，アミノ酸の種類が変化

たんぱく質
（食事）

＊2つ以上のアミノ酸分子が，結合した化合
物のこと。アミノ酸のアミノ基と，もう一方
のアミノ酸のカルボキシル基とが脱水縮合
（水分子が離脱して結合する）してできる。

アミノ酸の基本構造
NH2��……………アミノ基
CHR …カルボキシル基COOH�

　たんぱく質は，筋肉や血液，爪
つめ

などの成分としてからだを

形成する栄養素である。多くのアミノ酸が鎖状に結合してで

きていて，体内のさまざまな化学反応に必要な酵素としても

はたらき，からだの調子をととのえている。15　１g あたり約

４kcal のエネルギーを発生する。

　人のからだを構成するたんぱく質のアミノ酸は20種類の

みである。摂取したたんぱく質は，一度アミノ酸やペプチ 

ド 2 にまで分解されて吸収され，再びたんぱく質に組み換え

られ，皮膚や筋肉などの組織になる。 16 　20種類のアミノ酸

のうち，体内で合成できない９種類のアミノ酸を必須アミノ
酸といい，食品から摂取する必要がある。17

　食品のたんぱく質の栄養価は，含まれる必須アミノ酸の種

類と量で評価される。これをアミノ酸価という。必須アミノ

酸は，９種類すべてが必要量をみたしていないと利用効率が

低下してしまう。アミノ酸価の低い食品にアミノ酸価の高い

食品を組み合わせることで補うことができ，これを，たんぱ
く質の補足効果という。ひとつの食品にかたよらずに食べる

ことが大切である。

（３）たんぱく質と多く含む食品
 Protein 　　 4kcal/gエネルギー

15  たんぱく質の過不足と症状

16  たんぱく質の消化・吸収と再合成

17  からだをつくるアミノ酸の種類

2  アミノ酸が結合した化合物。とくに２
〜10個の結合はオリゴペプチドという。
50個以上の集合体はたんぱく質と呼ぶ。

＊�血液中に尿酸が増えることで起こり，からだの
一部に激しい痛みをともなう。

過剰なとき
肝臓や腎臓に負担がかかる。�
とくに動物性たんぱく質の摂りすぎは，肥
満や痛

つう
風
ふう
＊を引き起こす危険性がある。

欠乏したとき
欠乏すると，人体を構成するたんぱく質を
分解して補おうとする。そのため，体力や
免
めん
疫
えき
力が低下する。�

また，成長期には成長障がいを起こす。

イソロイシン
ロイシン
リシン（リジン）
メチオニン *1
フェニルアラニン *1
トレオニン
（スレオニン）
トリプトファン
バリン
ヒスチジン

アルギニン *２
アラニン
アスパラギン酸
グルタミン酸
グリシン
プロリン
セリン
グルタミン
アスパラギン
チロシン *1
システイン *1■…必須アミノ酸

＊１�メチオニンとシステインを合わせて含硫アミ
ノ酸，フェニルアラニンとチロシンを合わせ
て芳香族アミノ酸という。

＊2成長期の子どもにはとくに必要である。

　下のリシンのように，理想的なアミノ酸量に対しもっとも不足して
いるアミノ酸を第一制限アミノ酸という。ごはんのアミノ酸価の第一
制限アミノ酸はリシンの 87（15〜 17歳の場合）。しかし，そこに鮭

さけ

を加えれば 100となり体内での利用効率が高くなる。

※現在の日本人の食生活では，必須アミノ酸が不足する心配はほとんどない。

（文部科学省「日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）アミノ酸成分表編」第３表と

WHO/FAO/UNU「アミノ酸評点パターン（2007年）」より計算）

たんぱく質の補足効果Co
lumn

一
緒
に
鮭
を
食
べ
る
と…

ヒスチジン
バリン

トリプトファン
トレオニン

芳香族アミノ酸
含硫アミノ酸

リシン
ロイシン

イソロイシン 153％
158％

87％
243％

275％
188％

270％
165％

188％

0 300％100 200

アミノ酸価 第一制限アミノ酸を
越えた分はたんぱく
質合成に使われない

アミノ酸価

100

89B 編　１ 食生活 ② 私たちが食べているもの ―
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からだを構成

▲Rの部分の違いで，アミノ酸の種類が変化

たんぱく質
（食事）

＊2つ以上のアミノ酸分子が，結合した化合
物のこと。アミノ酸のアミノ基と，もう一方
のアミノ酸のカルボキシル基とが脱水縮合
（水分子が離脱して結合する）してできる。

アミノ酸の基本構造
NH2��……………アミノ基
CHR …カルボキシル基COOH�

　たんぱく質は，筋肉や血液，爪
つめ

などの成分としてからだを

形成する栄養素である。多くのアミノ酸が鎖状に結合してで

きていて，体内のさまざまな化学反応に必要な酵素としても

はたらき，からだの調子をととのえている。15　１g あたり約

４kcal のエネルギーを発生する。

　人のからだを構成するたんぱく質のアミノ酸は20種類の

みである。摂取したたんぱく質は，一度アミノ酸やペプチ 

ド 2 にまで分解されて吸収され，再びたんぱく質に組み換え

られ，皮膚や筋肉などの組織になる。 16 　20種類のアミノ酸

のうち，体内で合成できない９種類のアミノ酸を必須アミノ
酸といい，食品から摂取する必要がある。17

　食品のたんぱく質の栄養価は，含まれる必須アミノ酸の種
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豆知識  筋肉をつけるためには運動後30分以内にたんぱく質（プロテイン）を摂るとよいとされる。

3  現代の食生活
（１）食生活の変化
　私たちの食生活は時代によって大きく変化してきた。第二

次世界大戦後の経済発展で私たちの生活は豊かになり，食生

活は洋風化した。以前と比べて米や野菜の摂取量が減り，肉や

油脂類の摂取量が多くなった。4 　また，食品の流通技術が進

歩し，長期保存できる加工食品も多く生産されている。夫婦

共働きや単独世帯の増加などにより，食事は省力化され，外

食や中
なか

食
しょく

 1 といわれるスタイルも一般的になった（食の外部
化 5 ）。そのようななか，伝統的な和食から和

わ
洋
よう

折
せっ

衷
ちゅう

に変わっ

てきた1980年ごろの食生活は「日本型食生活」と呼ばれ，栄

養バランスがよい。1  総
そう

菜
ざい

（惣菜）や弁当などの調理済み食品
を購入して家で食べること。家庭で素
材からつくることは内食（うちしょく，
ないしょく）という。食材の下ごしらえ
や調味料などがセットになって，家で簡
単に調理できるミールキットもある。

4  食料の摂取量の変化

5  食の外部化率と外食率

　私たちが食事から得るエネル
ギーを示す基準に PFC 比率がある。
PFC 比率は，おもなエネルギー源
であるたんぱく質（Protein），脂質

（Fat），炭水化物（Carbohydrate）
が，食事の全体エネルギーに占める
割合を表している。
　日本では理想の値と比べると炭水
化物（C）の値がやや低く，脂質か
ら摂取するエネルギーが高くなって
いる。

日本の食事の変化Co
lumn

※円は適正比率を示す。たんぱく質＝13，脂質＝27，炭水化物＝60
（農林水産省「平成22年 食料・農業・農村基本計画」で示された2020年度における目標値）

※�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（たんぱく質＝13
～20，脂質＝20～30，炭水化物＝50～65）を示している（1~49歳の目標量）➡ p.103。
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歩し，長期保存できる加工食品も多く生産されている。夫婦

共働きや単独世帯の増加などにより，食事は省力化され，外

食や中
なか

食
しょく

 1 といわれるスタイルも一般的になった（食の外部
化 5 ）。そのようななか，伝統的な和食から和

わ
洋
よう

折
せっ

衷
ちゅう

に変わっ

てきた1980年ごろの食生活は「日本型食生活」と呼ばれ，栄

養バランスがよい。1  総
そう

菜
ざい

（惣菜）や弁当などの調理済み食品
を購入して家で食べること。家庭で素
材からつくることは内食（うちしょく，
ないしょく）という。食材の下ごしらえ
や調味料などがセットになって，家で簡
単に調理できるミールキットもある。

4  食料の摂取量の変化

5  食の外部化率と外食率

　私たちが食事から得るエネルギー
を示す基準に PFC 比率（エネルギー
産生栄養素バランス）がある。PFC
比率は，おもなエネルギー源である
たんぱく質（Protein），脂質（Fat），
炭水化物（Carbohydrate）が，食
事の全体エネルギーに占める割合を
表している。
　日本では理想の値と比べると炭水
化物（C）の値がやや低く，脂質か
ら摂取するエネルギーが高くなって
いる。

日本の食事の変化Co
lumn

※円は適正比率を示す。たんぱく質＝13，脂質＝27，炭水化物＝60
（農林水産省「平成22年�食料・農業・農村基本計画」で示された2020年度における目標値）

※�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（たんぱく質＝13
～20，脂質＝20～30，炭水化物＝50～65）を示している（1~49歳の目標量）➡ p.103。
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●供給食料の内訳の推移（一人一年あたり）

●供給熱量PFCの比率比較

（農林水産省�「食料需給表」より）
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アミノ酸

ペプチド＊

たんぱく質

消化

消化

再合成

吸収

からだを構成

▲Rの部分の違いで，アミノ酸の種類が変化

たんぱく質
（食事）

＊2つ以上のアミノ酸分子が，結合した化合
物のこと。アミノ酸のアミノ基と，もう一方
のアミノ酸のカルボキシ基とが脱水縮合（水
分子が離脱して結合する）してできる。

アミノ酸の基本構造
NH2  ……………アミノ基
CHR …カルボキシ基COOH 

　たんぱく質は，筋肉や血液，爪
つめ

などの成分としてからだを

形成する栄養素である。多くのアミノ酸が鎖状に結合してで

きていて，体内のさまざまな化学反応に必要な酵素としても

はたらき，からだの調子をととのえている。15　１g あたり約

４kcal のエネルギーを発生する。

　人のからだを構成するたんぱく質のアミノ酸は20種類の

みである。摂取したたんぱく質は，一度アミノ酸やペプチ 

ド 2 にまで分解されて吸収され，再びたんぱく質に組み換え

られ，皮膚や筋肉などの組織になる。 16 　20種類のアミノ酸

のうち，体内で合成できない９種類のアミノ酸を必須アミノ
酸といい，食品から摂取する必要がある。17

　食品のたんぱく質の栄養価は，含まれる必須アミノ酸の種

類と量で評価される。これをアミノ酸価という。必須アミノ

酸は，９種類すべてが必要量をみたしていないと利用効率が

低下してしまう。アミノ酸価の低い食品にアミノ酸価の高い

食品を組み合わせることで補うことができ，これを，たんぱ
く質の補足効果という。ひとつの食品にかたよらずに食べる

ことが大切である。

（３）たんぱく質と多く含む食品
 Protein 　　 4kcal/gエネルギー

15  たんぱく質の過不足と症状

16  たんぱく質の消化・吸収と再合成

17  からだをつくるアミノ酸の種類

2  アミノ酸が結合した化合物。とくに２
〜10個の結合はオリゴペプチドという。
50個以上の集合体はたんぱく質と呼ぶ。

＊ 血液中に尿酸が増えることで起こり，からだの
一部に激しい痛みをともなう。

過剰なとき
肝臓や腎臓に負担がかかる。�
とくに動物性たんぱく質の摂りすぎは，肥
満や痛

つう
風
ふう
＊を引き起こす危険性がある。

欠乏したとき
欠乏すると，人体を構成するたんぱく質を
分解して補おうとする。そのため，体力や
免
めん
疫
えき
力が低下する。�

また，成長期には成長障がいを起こす。

イソロイシン
ロイシン
リシン（リジン）
メチオニン *１
フェニルアラニン *１
トレオニン
（スレオニン）
トリプトファン
バリン
ヒスチジン

アルギニン *２
アラニン
アスパラギン酸
グルタミン酸
グリシン
プロリン
セリン
グルタミン
アスパラギン
チロシン *１
システイン *１■…必須アミノ酸

＊１ メチオニンとシステインを合わせて含硫アミ
ノ酸，フェニルアラニンとチロシンを合わせ
て芳香族アミノ酸という。

＊2成長期の子どもにはとくに必要である。

　下のリシンのように，理想的なアミノ酸量に対しもっとも不足して
いるアミノ酸を第一制限アミノ酸という。ごはんのアミノ酸価の第一
制限アミノ酸はリシンの 87（15～ 17歳の場合）。しかし，そこに鮭

さけ

を加えれば 100となり体内での利用効率が高くなる。

※現在の日本人の食生活では，必須アミノ酸が不足する心配はほとんどない。

（文部科学省「日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）アミノ酸成分表編」第３表と

WHO/FAO/UNU「アミノ酸評点パターン（2007年）」より計算）

たんぱく質の補足効果Co
lumn
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に
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270％
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物のこと。アミノ酸のアミノ基と，もう一方
のアミノ酸のカルボキシ基とが脱水縮合（水
分子が離脱して結合する）してできる。

アミノ酸の基本構造
NH2  ……………アミノ基
CHR …カルボキシ基COOH 

　たんぱく質は，筋肉や血液，爪
つめ

などの成分としてからだを

形成する栄養素である。多くのアミノ酸が鎖状に結合してで

きていて，体内のさまざまな化学反応に必要な酵素としても

はたらき，からだの調子をととのえている。15　１g あたり約

４kcal のエネルギーを発生する。

　人のからだを構成するたんぱく質のアミノ酸は20種類の

みである。摂取したたんぱく質は，一度アミノ酸やペプチ 

ド 2 にまで分解されて吸収され，再びたんぱく質に組み換え

られ，皮膚や筋肉などの組織になる。 16 　20種類のアミノ酸

のうち，体内で合成できない９種類のアミノ酸を必須アミノ
酸といい，食品から摂取する必要がある。17

　食品のたんぱく質の栄養価は，含まれる必須アミノ酸の種

類と量で評価される。これをアミノ酸価という。必須アミノ
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低下してしまう。アミノ酸価の低い食品にアミノ酸価の高い

食品を組み合わせることで補うことができ，これを，たんぱ
く質の補足効果という。ひとつの食品にかたよらずに食べる

ことが大切である。

（３）たんぱく質と多く含む食品
 Protein 　　 4kcal/gエネルギー

15  たんぱく質の過不足と症状
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〜10個の結合はオリゴペプチドという。
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ノ酸，フェニルアラニンとチロシンを合わせ
て芳香族アミノ酸という。

＊2成長期の子どもにはとくに必要である。

　下のリシンのように，理想的なアミノ酸量に対しもっとも不足して
いるアミノ酸を第一制限アミノ酸という。ごはんのアミノ酸価の第一
制限アミノ酸はリシンの 87（15～ 17歳の場合）。しかし，そこに鮭

さけ

を加えれば 100となり体内での利用効率が高くなる。

※現在の日本人の食生活では，必須アミノ酸が不足する心配はほとんどない。

（文部科学省「日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）アミノ酸成分表編」第３表と
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合を加えたもの� （公益財団法人「食の安全・安心財団」資料より）
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豆知識  筋肉をつけるためには運動後30分以内にたんぱく質（プロテイン）を摂るとよいとされる。

3  現代の食生活
（１）食生活の変化
　私たちの食生活は時代によって大きく変化してきた。第二

次世界大戦後の経済発展で私たちの生活は豊かになり，食生

活は洋風化した。以前と比べて米や野菜の摂取量が減り，肉や

油脂類の摂取量が多くなった。4 　また，食品の流通技術が進

歩し，長期保存できる加工食品も多く生産されている。夫婦

共働きや単独世帯の増加などにより，食事は省力化され，外
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材からつくることは内食（うちしょく，
ないしょく）という。食材の下ごしらえ
や調味料などがセットになって，家で簡
単に調理できるミールキットもある。

4  食料の摂取量の変化

5  食の外部化率と外食率

　私たちが食事から得るエネルギー
を示す基準に PFC 比率（エネルギー
産生栄養素バランス）がある。PFC
比率は，おもなエネルギー源である
たんぱく質（Protein），脂質（Fat），
炭水化物（Carbohydrate）が，食
事の全体エネルギーに占める割合を
表している。
　日本では理想の値と比べると炭水
化物（C）の値がやや低く，脂質か
ら摂取するエネルギーが高くなって
いる。
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※円は適正比率を示す。たんぱく質＝13，脂質＝27，炭水化物＝60
（農林水産省「平成22年�食料・農業・農村基本計画」で示された2020年度における目標値）

※�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（たんぱく質＝13
～20，脂質＝20～30，炭水化物＝50～65）を示している（1~49歳の目標量）➡ p.103。
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家基 703　家庭基礎 つながる暮らし 共に創る未来　令和５年度版→６年度版修正箇所

令 和 ５ 年 度 教 科 書（ 旧 ） 令 和 ６ 年 度 教 科 書（ 新 ）

◉

患者数（人）その他 60
不明 150動物性自然毒 26

植物性自然毒 62
化学物質 98

アニサキス 354

クドア 14

ノロウイルス
4,733

カンピロ
バクター

764

総数
11,080人

ウェルシュ菌
1,916

腸管出血性
大腸菌，
その他の
病原大腸菌
2,300

ぶどう球菌
285

サルモネラ属菌 318

豆知識  ウナギやハモの血液には毒性があるので，刺身にはしない。加熱すると毒性はなくなる。

2  食中毒と添加物
（１）食中毒とは
　微生物や化学物質などを口にすることによって起こる健康

被害を食中毒という。 4 5　高温多湿な日本の夏は，細菌が

繁
はん
殖
しょく
しやすく，細菌性の食中毒が多い。冬は，貝類が原因と

考えられるウイルス性の食中毒などが多い。食中毒を予防す

るには，食品の購入から調理，食事，残った食品の保存まで，

すべての段階で食中毒予防の３原則である，菌を「つけない，

増やさない，死
し
滅
めつ
させる」を守る必要がある。

5  食中毒の分類と予防法

4  病因物質別食中毒発生状況（令和３年）

種類 原因物質 おもな感染源 おもな症状 予防のポイント

細菌性

感染型

サルモネラ属菌 卵，生肉（鶏） 発熱，腹痛 食中毒予防の３原則の徹底
①菌をつけない
　�（調理器具を熱湯で殺菌する，手を消毒する，
野菜と肉はまな板を分ける　など）

②菌を増やさない
　�（正しく冷蔵庫に入れる，密閉容器で保存する
など）

③菌を死滅させる
　（十分加熱する　など）
※腸炎ビブリオは真水（水道水）の中では増殖しない
※リステリアはとくに妊婦への注意が必要
※ウェルシュ菌は加熱に強いので注意

腸炎ビブリオ 生魚
発熱，下

げ
痢
り
，腹痛，

おう吐

腸管出血性大腸菌
（O157など）

生肉 腹痛

リステリア 生肉，チーズ 風邪症状

ウェルシュ菌 カレーなど 腹痛，下痢

カンピロバクター 卵，生肉（鶏） 風邪症状

毒素型
ぶどう球菌 弁当，総菜，手の傷 下痢，腹痛

手指に傷があるときに調理しない
ボツリヌス菌 食肉製品 おう吐

ウイルス性 ノロウイルス 二枚貝など 下痢，腹痛，おう吐
生食せず十分加熱する。調理器具の消毒。感染
者のおう吐物に注意する（二次感染が多い）

自然毒

かび アフラトキシン 落花生 おう吐，下痢 かびが生えた食品は食べない

植物性
有毒アルカロイド 毒きのこ 種類による 野生のきのこは独断で食べない

ソラニン 発芽したじゃがいも 下痢，腹痛，おう吐 熟していない緑色の部分や芽は取り除く

動物性 テトロドトキシン ふぐの内臓 しびれ，呼吸困難 調理には免許が必要なので自分で調理しない

化学物質 農薬，殺虫剤など 食品に残留 種類による よく水洗いする，有機野菜を選ぶ

寄生虫
アニサキス いか，鮭

さけ
など 腹痛 内臓は生食しない。寄生虫がいないか目で確認

クドア ひらめ おう吐，下痢 冷凍，加熱が有効。養殖場での適切な管理

アレルギー様 ヒスタミン まぐろ，かつおなど じんましん 赤身の魚は低温で保存して早めに食べる

腸管出血性大腸菌O157

約2000倍 原寸大約2000倍

カンピロバクター

約2万倍

ぶどう球菌

約10万倍

ノロウイルス アニサキス

※1　アフラトキシンには強い発がん性がある。※2　PCBや重金属などによる食中毒もある。

（厚生労働省�「食中毒統計」より）
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消費期限
　又は
賞味期限

消費期限：�総
そう

菜
ざい

（惣菜）など，品質が劣化しやすい食品に表示される。期限が切れると腐敗の恐れがある。
賞味期限：�品質の劣化が比較的遅い食品に表示される。おいしく食べることができる期間なので，期限

が切れてもすぐに食べられなくなるわけではない。

3  加工食品の表示を見てみよう！

　特定の食品に対し，からだがアレルギー反応を起こし，じんましんなどの症状が出るのが食物アレルギーである。重症の場合，
血圧低下によるショック状態（アナフィラキシーショック）になり，死にいたることもある。とくに発症の件数が多いものや，発
症時の症状が重い７品目を義務表示，準ずる21品目は可能な限り表示することとしている。

食物アレルギー

　食品表示法では，栄養成分の表示が義務づけ
られている。熱量（エネルギー），たんぱく質，
脂質，炭水化物，ナトリウム（食塩相当量に換算）
の５つが義務表示である。

栄養成分表示

　JAS 法の規格に合う食品には JAS マークが付けられる。

JAS マーク

　食品の流通過程（だれがどこで生産し，
どんな加工をされているかなど）を追跡
できるシステムをトレーサビリティシス
テムという。日本では，米および米加工
品と，牛について義務づけられ，牛は１
頭１頭に個体識別番号が振られている。
牛肉の商品ラベルにある個体識別番号か
ら，消費者も履歴を追うことができる。

トレーサビリティ

名称 食品を表す一般的な名称を表示する。

原材料名

原材料に占める重量の割合が高いものから順に表示
する。一番多い原材料が生鮮食品なら産地，加工食
品なら製造地が示される。添加物（食品添加物➡
p.100）以外の原材料と添加物は明確に区分して表
示する。この表示例は「／」で区切られている。

内容量 内容重量，内容体積または内容数量を表示する。

保存方法 飲食料品ごとに，適した保存方法を表示する。

食品関連事業者
食品関連事業者のうち表示に責任のある者（製造者，
加工者 , 輸入者など）の氏名または名称，および住
所を表示する。

加工食品表示の見方

【表示義務のあるアレルギー食材と表示の推
すい
奨
しょう
】
表示義務がある（７品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 えび かに

可能なかぎり表示することとされている（21品目）
アーモンド，あわび，いか，いくら，さけ，さば，オレンジ，キウイフルーツ，バナナ，もも，りんご，牛肉，鶏肉，豚肉，ゼラチン，カシュー
ナッツ，くるみ，ごま，大豆，まつたけ，やまいも　

食品添加物➡ p.100，遺伝子組換え食品➡p.101

日本農林規格（JAS規格）
検査に合格した，一定以
上の品質を保証する食品。

認定機関に有機認定
（農薬や化学肥料を一
定期間使用しない農
地で栽培）されたも
のを表す。

XXX

▲ JASマーク ▲有機 JASマーク

※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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消費期限
　又は
賞味期限

消費期限：�総
そう

菜
ざい

（惣菜）など，品質が劣化しやすい食品に表示される。期限が切れると腐敗の恐れがある。
賞味期限：�品質の劣化が比較的遅い食品に表示される。おいしく食べることができる期間なので，期限

が切れてもすぐに食べられなくなるわけではない。

3  加工食品の表示を見てみよう！

　特定の食品に対し，からだがアレルギー反応を起こし，じんましんなどの症状が出るのが食物アレルギーである。重症の場合，
血圧低下によるショック状態（アナフィラキシーショック）になり，死にいたることもある。とくに発症の件数が多いものや，発
症時の症状が重い８品目を義務表示，準ずる20品目は可能な限り表示することとしている。

食物アレルギー

　食品表示法では，栄養成分の表示が義務づけ
られている。熱量（エネルギー），たんぱく質，
脂質，炭水化物，ナトリウム（食塩相当量に換算）
の５つが義務表示である。

栄養成分表示

　JAS 法の規格に合う食品には JAS マークが付けられる。

JAS マーク

　食品の流通過程（だれがどこで生産し，
どんな加工をされているかなど）を追跡
できるシステムをトレーサビリティシス
テムという。日本では，米および米加工
品と，牛について義務づけられ，牛は１
頭１頭に個体識別番号が振られている。
牛肉の商品ラベルにある個体識別番号か
ら，消費者も履歴を追うことができる。

トレーサビリティ

名称 食品を表す一般的な名称を表示する。

原材料名

原材料に占める重量の割合が高いものから順に表示
する。一番多い原材料が生鮮食品なら産地，加工食
品なら製造地が示される。添加物（食品添加物➡
p.100）以外の原材料と添加物は明確に区分して表
示する。この表示例は「／」で区切られている。

内容量 内容重量，内容体積または内容数量を表示する。

保存方法 飲食料品ごとに，適した保存方法を表示する。

食品関連事業者
食品関連事業者のうち表示に責任のある者（製造者，
加工者 , 輸入者など）の氏名または名称，および住
所を表示する。

加工食品表示の見方

【表示義務のあるアレルギー食材と表示の推
すい
奨
しょう
】
表示義務がある（８品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 えび かに くるみ *

可能なかぎり表示することとされている（20品目）
アーモンド，あわび，いか，いくら，さけ，さば，オレンジ，キウイフルーツ，バナナ，もも，りんご，牛肉，鶏肉，豚肉，ゼラチン，カシュー
ナッツ，ごま，大豆，まつたけ，やまいも　

食品添加物➡ p.100，遺伝子組換え食品➡p.101

日本農林規格（JAS規格）
検査に合格した，一定以
上の品質を保証する食品。

認定機関に有機認定
（農薬や化学肥料を一
定期間使用しない農
地で栽培）されたも
のを表す。

XXX

▲ JASマーク ▲有機 JASマーク

＊くるみの表示義務は、2025年３月31日まで経過措置期間
※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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97 食物
アレル
ギー 削除

患者数（人）その他 94
不明 102動物性自然毒 21

植物性自然毒 151
化学物質 148

クドア 91

アニサキス
578

ノロウイルス
2,175

カンピロ
バクター

822

総数
6856人 ウェルシュ菌

1,467

腸管出血性
大腸菌，
その他の
病原大腸菌
278

ぶどう球菌 231

サルモ
ネラ
属菌
698

豆知識  ウナギやハモの血液には毒性があるので，刺身にはしない。加熱すると毒性はなくなる。

2  食中毒と添加物
（１）食中毒とは
　微生物や化学物質などを口にすることによって起こる健康

被害を食中毒という。 4 5　高温多湿な日本の夏は，細菌が

繁
はん
殖
しょく
しやすく，細菌性の食中毒が多い。冬は，貝類が原因と

考えられるウイルス性の食中毒などが多い。食中毒を予防す

るには，食品の購入から調理，食事，残った食品の保存まで，

すべての段階で食中毒予防の３原則である，菌を「つけない，

増やさない，死
し
滅
めつ
させる」を守る必要がある。

5  食中毒の分類と予防法

4  病因物質別食中毒発生状況（令和４年）

種類 原因物質 おもな感染源 おもな症状 予防のポイント

細菌性

感染型

サルモネラ属菌 卵，生肉（鶏） 発熱，腹痛 食中毒予防の３原則の徹底
①菌をつけない
　�（調理器具を熱湯で殺菌する，手を消毒する，
野菜と肉はまな板を分ける　など）

②菌を増やさない
　�（正しく冷蔵庫に入れる，密閉容器で保存する
など）

③菌を死滅させる
　（十分加熱する　など）
※腸炎ビブリオは真水（水道水）の中では増殖しない
※リステリアはとくに妊婦への注意が必要
※ウェルシュ菌は加熱に強いので注意

腸炎ビブリオ 生魚
発熱，下

げ
痢
り
，腹痛，

おう吐

腸管出血性大腸菌
（O157など）

生肉 腹痛

リステリア 生肉，チーズ 風邪症状

ウェルシュ菌 カレーなど 腹痛，下痢

カンピロバクター 卵，生肉（鶏） 風邪症状

毒素型
ぶどう球菌 弁当，総菜，手の傷 下痢，腹痛

手指に傷があるときに調理しない
ボツリヌス菌 食肉製品 おう吐

ウイルス性 ノロウイルス 二枚貝など 下痢，腹痛，おう吐
生食せず十分加熱する。調理器具の消毒。感染
者のおう吐物に注意する（二次感染が多い）

自然毒

かび アフラトキシン 落花生 おう吐，下痢 かびが生えた食品は食べない

植物性
有毒アルカロイド 毒きのこ 種類による 野生のきのこは独断で食べない

ソラニン 発芽したじゃがいも 下痢，腹痛，おう吐 熟していない緑色の部分や芽は取り除く

動物性 テトロドトキシン ふぐの内臓 しびれ，呼吸困難 調理には免許が必要なので自分で調理しない

化学物質 農薬，殺虫剤など 食品に残留 種類による よく水洗いする，有機野菜を選ぶ

寄生虫
アニサキス いか，鮭

さけ
など 腹痛 内臓は生食しない。寄生虫がいないか目で確認

クドア ひらめ おう吐，下痢 冷凍，加熱が有効。養殖場での適切な管理

アレルギー様 ヒスタミン まぐろ，かつおなど じんましん 赤身の魚は低温で保存して早めに食べる

腸管出血性大腸菌O157

約2000倍 原寸大約2000倍

カンピロバクター

約2万倍

ぶどう球菌

約10万倍

ノロウイルス アニサキス

※1　アフラトキシンには強い発がん性がある。※2　PCBや重金属などによる食中毒もある。

（厚生労働省�「食中毒統計」より）
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種
類（
ｇ
）

乳・乳製品 卵 肉・魚介類 豆・豆製品 野菜 芋 果物 穀類 油脂 砂糖

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

320 320 55 55 200 120 80 80 350 350 100 100 150 150 480 380 30 20 10 10

食
品
の
概
量

3  ４つの食品群による摂取量の目安
（単位：g）

身
体
活
動
レ
ベ
ル

食品群 第1群 第 2群 第 3群 第 4群

年齢（歳）
乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 芋 果物 穀類 油脂 砂糖

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅰ
（
低
い
）

12～14歳 380 380 55 55 150 120 80 80 350 350 100 100 150 150 360 310 20 20 10 10
15～17歳 320 320 55 55 150 120 80 80 350 350 100 100 150 150 420 300 25 20 10 10
18～29歳 300 250 55 55 180 100 80 80 350 350 100 100 150 150 370 240 20 15 10 10
30～49歳 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 370 250 20 15 10 10
50～64歳 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 360 230 20 15 10 10
65～74歳 250 250 55 55 120 100 80 80 350 350 100 100 150 150 340 200 15 10 10 10
75歳以上 250 200 55 55 120 80 80 80 350 350 100 100 150 150 270 190 15 10 10 5
妊婦 250 55 150 80 350 100 150 360 20 10
授乳婦 250 55 120 80 350 100 150 330 20 10

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅱ
（
ふ
つ
う
）

1～2歳 250 250 30 30 50 50 40 40 180 180 50 50 100 100 120 110 5 5 3 3
3～5歳 250 250 30 30 60 60 60 60 240 240 50 50 120 120 190 170 10 10 5 5
6～7歳 250 250 55 55 80 80 60 60 270 270 60 60 120 120 230 200 10 10 10 10
８～9歳 300 300 55 55 120 80 80 80 300 300 60 60 150 150 270 240 15 15 10 10
10～11歳 320 320 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 350 320 20 20 10 10
12～14歳 380 380 55 55 170 120 80 80 350 350 100 100 150 150 430 390 25 20 10 10
15～17歳 320 320 55 55 200 120 80 80 350 350 100 100 150 150 480 380 30 20 10 10
18～29歳 300 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 440 320 30 15 10 10
30～49歳 250 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 450 330 30 15 10 10
50～64歳 250 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 440 300 25 15 10 10
65～74歳 250 250 55 55 170 120 80 80 350 350 100 100 150 150 400 280 20 15 10 10
75歳以上 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 340 230 15 15 10 10
妊婦 250 55 180 80 350 100 150 420 25 10
授乳婦 320 55 180 80 350 100 150 380 20 10

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅲ
（
高
い
）

15～17歳 380 320 55 55 200 170 120 80 350 350 100 100 150 150 550 430 30 20 10 10
18～29歳 380 300 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 390 30 20 10 10
30～49歳 380 250 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 390 30 20 10 10
50～64歳 320 250 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 360 25 20 10 10
授乳婦 320 55 170 80 350 100 150 470 25 10

①野菜はきのこ，海藻を含む。また，野菜の1/3以上は緑黄色野菜でとることとする。②エネルギー量は，「日本人の食事摂取基準（2020
年版）」の参考表・推定エネルギー必要量の約93〜97％の割合で構成してある。各人の必要に応じて適宜調節すること。③食品構成は
「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」で計算。④妊婦においては，この表では妊娠後期の数値を掲載した。� （香川明夫監修）

【４つの食品群による食品構成例（身体活動レベルⅡ，15〜17歳の男女，１人１日分）】

卵１個
（55g)

牛乳１本
（200g)

　男 100g
　女 60g肉

　男 100g
　女 60g魚

　豆腐
　　1/4丁

パン 2 切れ＊＊

　男２カップ
　女 1.5 カップ弱米

（木綿1丁200〜300g)

（１カップ =170g)

＊戻した重量　乾ひじき１〜２g を戻したもの　＊＊食パン 1 枚 約 60 〜 70g

ほうれん草
３〜４株

きゅうり
１本

りんご小
１個

ひじき 10g ＊

じゃがいも
１個

キャベツ
１枚

生しいたけ１枚

（160g)

（100g)

（30g)

（150g) （100g)

（50g)
　男大さじ２+1/2
　女大さじ 1+2/3

油

砂糖
大さじ１

（９g)

（大さじ１=12g)

チーズ
30g

ヨーグルト
90g
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豆知識  献立の「献」は酒や食事を客に勧めることで，まず酒を３杯勧めてから膳を下げる武家の習慣からきている。

（２）食品群別摂取量の目安
　含

ふく
んでいる栄養素が近い食品を，ひとつのグループにまと

め，摂取量の目安を示した「食品群別摂取量の目安」がある。
献立の作成や，栄養診断に有効である。食品群には，栄養素

の特徴によって３群に分けるもの，４群に分けるもの，６群

に分けるものがある。 2 3

2  ３色食品群，６つの基礎食品，４つの食品群の関係

　食品群ではなく，1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかの目安を示したものに，食事バランスガイドがある。食
事のバランスを，コマで表していて，食事のバランスが悪いとコマが倒れてしまうことを示している。コマの軸は水分で，
適度な運動によってコマを回すイメージを表している。

安 全
食事バランスガイドとはCo

lumn

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
かい
藻
そう
・きのこ 穀物・砂糖・いも類・油脂

血や肉をつくる からだの調子をよくする 力や体温となる

6つの
基礎食品

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・

くだもの
穀類・
いも・砂糖 油脂

血や肉をつくる 骨，歯をつくる・か
らだの各機能を調節

皮
ひ
膚
ふ
や粘

ねん
膜
まく
の保護・

からだの各機能を調節
からだの各機能

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・くだもの 穀類・油脂・砂糖

栄養を完全にする 血や肉をつくる からだの調子をよくする 力や体温となる

＊

主
食

１
つ
分

ごはん小盛り1杯，お
にぎり1個，食パン1
枚，ロールパン２個

副
菜

１
つ
分

野菜サラダ，きゅうり
とわかめの酢の物，具
だくさんのみそ汁，ほ
うれん草のおひたし，
ひじきの煮物，煮豆，
きのこのソテー

主
菜

１
つ
分
冷や奴

やっこ
，納豆，目玉

焼き
牛
乳
・
乳
製
品

１
つ
分

牛乳コップ半分，チーズ
1かけ，スライスチーズ
1枚，ヨーグルト1パック

1.5
つ
分
ごはん中盛り1杯

２
つ
分
焼き魚，魚のフライ，
まぐろとイカの刺し身

２
つ
分
牛乳びん1本分

2
つ
分

うどん1杯，もりそ
ば1杯，スパゲッテ
ィ

２
つ
分
野菜の煮物，野菜炒

いた
め，

いもの煮っころがし
３
つ
分

ハンバーグステーキ，
豚肉の生

しょう
姜
が
焼き，鶏

とり

肉
にく
の唐揚げ

果
物

１
つ
分

みかん1個，りんご半
分，かき1個，なし半分，
桃1個，ぶどう半房

＊ ��SV とは，サービング�
（食事の提供量）の略。

乳製品や果物もしっ
かり摂

と
れているかな。
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種
類（
ｇ
）

乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 芋 果物 穀類 油脂 砂糖

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

320 320 55 55 200 120 80 80 350 350 100 100 150 150 480 380 30 20 10 10

食
品
の
概
量

3  ４つの食品群別摂取量の目安
（単位：g）

身
体
活
動
レ
ベ
ル

食品群 第1群 第 2群 第 3群 第 4群

年齢（歳）
乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 芋 果物 穀類 油脂 砂糖

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅰ
（
低
い
）

12～14歳 380 380 55 55 150 120 80 80 350 350 100 100 150 150 360 310 20 20 10 10
15～17歳 320 320 55 55 150 120 80 80 350 350 100 100 150 150 420 300 25 20 10 10
18～29歳 300 250 55 55 180 100 80 80 350 350 100 100 150 150 370 240 20 15 10 10
30～49歳 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 370 250 20 15 10 10
50～64歳 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 360 230 20 15 10 10
65～74歳 250 250 55 55 120 100 80 80 350 350 100 100 150 150 340 200 15 10 10 10
75歳以上 250 200 55 55 120 80 80 80 350 350 100 100 150 150 270 190 15 10 10 5
妊婦 250 55 150 80 350 100 150 360 20 10
授乳婦 250 55 120 80 350 100 150 330 20 10

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅱ
（
ふ
つ
う
）

1～2歳 250 250 30 30 50 50 40 40 180 180 50 50 100 100 120 110 5 5 3 3
3～5歳 250 250 30 30 60 60 60 60 240 240 50 50 120 120 190 170 10 10 5 5
6～7歳 250 250 55 55 80 80 60 60 270 270 60 60 120 120 230 200 10 10 10 10
8～9歳 300 300 55 55 120 80 80 80 300 300 60 60 150 150 270 240 15 15 10 10
10～11歳 320 320 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 350 320 20 20 10 10
12～14歳 380 380 55 55 170 120 80 80 350 350 100 100 150 150 430 390 25 20 10 10
15～17歳 320 320 55 55 200 120 80 80 350 350 100 100 150 150 480 380 30 20 10 10
18～29歳 300 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 440 320 30 15 10 10
30～49歳 250 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 450 330 30 15 10 10
50～64歳 250 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 440 300 25 15 10 10
65～74歳 250 250 55 55 170 120 80 80 350 350 100 100 150 150 400 280 20 15 10 10
75歳以上 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 340 230 15 15 10 10
妊婦 250 55 180 80 350 100 150 420 25 10
授乳婦 320 55 180 80 350 100 150 380 20 10

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅲ
（
高
い
）

15～17歳 380 320 55 55 200 170 120 80 350 350 100 100 150 150 550 430 30 20 10 10
18～29歳 380 300 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 390 30 20 10 10
30～49歳 380 250 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 390 30 20 10 10
50～64歳 320 250 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 360 25 20 10 10
授乳婦 320 55 170 80 350 100 150 470 25 10

①野菜はきのこ，海藻を含む。また，野菜の1/3以上は緑黄色野菜でとることとする。②エネルギー量は，「日本人の食事摂取基準（2020
年版）」の参考表・推定エネルギー必要量の約93〜97％の割合で構成してある。各人の必要に応じて適宜調節すること。③食品構成は

「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」で計算。④妊婦においては，この表では妊娠後期の数値を掲載した。 （香川明夫監修）

【４つの食品群別食品構成例（身体活動レベルⅡ，15〜17歳の男女，１人１日分）】

卵１個
（55g)

牛乳１本
（200g)

　男 100g
　女 60g肉

　男 100g
　女 60g魚

　豆腐
　　1/4丁

パン 2 切れ＊＊

　男２カップ
　女 1.5 カップ弱米

（木綿1丁200〜300g)

（１カップ =170g)

＊戻した重量　乾ひじき１〜２g を戻したもの　＊＊食パン 1 枚 約 60 〜 70g

ほうれん草
３〜４株

きゅうり
１本

りんご小
１個

ひじき 10g ＊

じゃがいも
１個

キャベツ
１枚

生しいたけ１枚

（160g)

（100g)

（30g)

（150g) （100g)

（50g)
　男大さじ２+1/2
　女大さじ 1+2/3

油

砂糖
大さじ１

（９g)

（大さじ１=12g)

チーズ
30g

ヨーグルト
90g
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種
類（
ｇ
）

乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 芋 果物 穀類 油脂 砂糖

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

320 320 55 55 200 120 80 80 350 350 100 100 150 150 480 380 30 20 10 10

食
品
の
概
量

3  ４つの食品群別摂取量の目安
（単位：g）

身
体
活
動
レ
ベ
ル

食品群 第1群 第 2群 第 3群 第 4群

年齢（歳）
乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 芋 果物 穀類 油脂 砂糖

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅰ
（
低
い
）

12～14歳 380 380 55 55 150 120 80 80 350 350 100 100 150 150 360 310 20 20 10 10
15～17歳 320 320 55 55 150 120 80 80 350 350 100 100 150 150 420 300 25 20 10 10
18～29歳 300 250 55 55 180 100 80 80 350 350 100 100 150 150 370 240 20 15 10 10
30～49歳 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 370 250 20 15 10 10
50～64歳 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 360 230 20 15 10 10
65～74歳 250 250 55 55 120 100 80 80 350 350 100 100 150 150 340 200 15 10 10 10
75歳以上 250 200 55 55 120 80 80 80 350 350 100 100 150 150 270 190 15 10 10 5
妊婦 250 55 150 80 350 100 150 360 20 10
授乳婦 250 55 120 80 350 100 150 330 20 10

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅱ
（
ふ
つ
う
）

1～2歳 250 250 30 30 50 50 40 40 180 180 50 50 100 100 120 110 5 5 3 3
3～5歳 250 250 30 30 60 60 60 60 240 240 50 50 120 120 190 170 10 10 5 5
6～7歳 250 250 55 55 80 80 60 60 270 270 60 60 120 120 230 200 10 10 10 10
8～9歳 300 300 55 55 120 80 80 80 300 300 60 60 150 150 270 240 15 15 10 10
10～11歳 320 320 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 350 320 20 20 10 10
12～14歳 380 380 55 55 170 120 80 80 350 350 100 100 150 150 430 390 25 20 10 10
15～17歳 320 320 55 55 200 120 80 80 350 350 100 100 150 150 480 380 30 20 10 10
18～29歳 300 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 440 320 30 15 10 10
30～49歳 250 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 450 330 30 15 10 10
50～64歳 250 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 440 300 25 15 10 10
65～74歳 250 250 55 55 170 120 80 80 350 350 100 100 150 150 400 280 20 15 10 10
75歳以上 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 340 230 15 15 10 10
妊婦 250 55 180 80 350 100 150 420 25 10
授乳婦 320 55 180 80 350 100 150 380 20 10

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅲ
（
高
い
）

15～17歳 380 320 55 55 200 170 120 80 350 350 100 100 150 150 550 430 30 20 10 10
18～29歳 380 300 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 390 30 20 10 10
30～49歳 380 250 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 390 30 20 10 10
50～64歳 320 250 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 360 25 20 10 10
授乳婦 320 55 170 80 350 100 150 470 25 10

①野菜はきのこ，海藻を含む。また，野菜の1/3以上は緑黄色野菜でとることとする。②エネルギー量は，「日本人の食事摂取基準（2020
年版）」の参考表・推定エネルギー必要量の約93〜97％の割合で構成してある。各人の必要に応じて適宜調節すること。③食品構成は

「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」で計算。④妊婦においては，この表では妊娠後期の数値を掲載した。 （香川明夫監修）

【４つの食品群別食品構成例（身体活動レベルⅡ，15〜17歳の男女，１人１日分）】

卵１個
（55g)

牛乳１本
（200g)

　男 100g
　女 60g肉

　男 100g
　女 60g魚

　豆腐
　　1/4丁

パン 2 切れ＊＊

　男２カップ
　女 1.5 カップ弱米

（木綿1丁200〜300g)

（１カップ =170g)

＊戻した重量　乾ひじき１〜２g を戻したもの　＊＊食パン 1 枚 約 60 〜 70g

ほうれん草
３〜４株

きゅうり
１本

りんご小
１個

ひじき 10g ＊

じゃがいも
１個

キャベツ
１枚

生しいたけ１枚

（160g)

（100g)

（30g)

（150g) （100g)

（50g)
　男大さじ２+1/2
　女大さじ 1+2/3

油

砂糖
大さじ１

（９g)

（大さじ１=12g)

チーズ
30g

ヨーグルト
90g
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食
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種
類（
ｇ
）

乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 芋 果物 穀類 油脂 砂糖

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

320 320 55 55 200 120 80 80 350 350 100 100 150 150 480 380 30 20 10 10

食
品
の
概
量

3  ４つの食品群別摂取量の目安
（単位：g）

身
体
活
動
レ
ベ
ル

食品群 第1群 第 2群 第 3群 第 4群

年齢（歳）
乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 芋 果物 穀類 油脂 砂糖

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅰ
（
低
い
）

12～14歳 380 380 55 55 150 120 80 80 350 350 100 100 150 150 360 310 20 20 10 10
15～17歳 320 320 55 55 150 120 80 80 350 350 100 100 150 150 420 300 25 20 10 10
18～29歳 300 250 55 55 180 100 80 80 350 350 100 100 150 150 370 240 20 15 10 10
30～49歳 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 370 250 20 15 10 10
50～64歳 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 360 230 20 15 10 10
65～74歳 250 250 55 55 120 100 80 80 350 350 100 100 150 150 340 200 15 10 10 10
75歳以上 250 200 55 55 120 80 80 80 350 350 100 100 150 150 270 190 15 10 10 5
妊婦 250 55 150 80 350 100 150 360 20 10
授乳婦 250 55 120 80 350 100 150 330 20 10

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅱ
（
ふ
つ
う
）

1～2歳 250 250 30 30 50 50 40 40 180 180 50 50 100 100 120 110 5 5 3 3
3～5歳 250 250 30 30 60 60 60 60 240 240 50 50 120 120 190 170 10 10 5 5
6～7歳 250 250 55 55 80 80 60 60 270 270 60 60 120 120 230 200 10 10 10 10
8～9歳 300 300 55 55 120 80 80 80 300 300 60 60 150 150 270 240 15 15 10 10
10～11歳 320 320 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 350 320 20 20 10 10
12～14歳 380 380 55 55 170 120 80 80 350 350 100 100 150 150 430 390 25 20 10 10
15～17歳 320 320 55 55 200 120 80 80 350 350 100 100 150 150 480 380 30 20 10 10
18～29歳 300 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 440 320 30 15 10 10
30～49歳 250 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 450 330 30 15 10 10
50～64歳 250 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 440 300 25 15 10 10
65～74歳 250 250 55 55 170 120 80 80 350 350 100 100 150 150 400 280 20 15 10 10
75歳以上 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 340 230 15 15 10 10
妊婦 250 55 180 80 350 100 150 420 25 10
授乳婦 320 55 180 80 350 100 150 380 20 10

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅲ
（
高
い
）

15～17歳 380 320 55 55 200 170 120 80 350 350 100 100 150 150 550 430 30 20 10 10
18～29歳 380 300 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 390 30 20 10 10
30～49歳 380 250 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 390 30 20 10 10
50～64歳 320 250 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 360 25 20 10 10
授乳婦 320 55 170 80 350 100 150 470 25 10

①野菜はきのこ，海藻を含む。また，野菜の1/3以上は緑黄色野菜でとることとする。②エネルギー量は，「日本人の食事摂取基準（2020
年版）」の参考表・推定エネルギー必要量の約93〜97％の割合で構成してある。各人の必要に応じて適宜調節すること。③食品構成は

「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」で計算。④妊婦においては，この表では妊娠後期の数値を掲載した。 （香川明夫監修）

【４つの食品群別食品構成例（身体活動レベルⅡ，15〜17歳の男女，１人１日分）】

卵１個
（55g)

牛乳１本
（200g)

　男 100g
　女 60g肉

　男 100g
　女 60g魚

　豆腐
　　1/4丁

パン 2 切れ＊＊

　男２カップ
　女 1.5 カップ弱米

（木綿1丁200〜300g)

（１カップ =170g)

＊戻した重量　乾ひじき１〜２g を戻したもの　＊＊食パン 1 枚 約 60 〜 70g

ほうれん草
３〜４株

きゅうり
１本

りんご小
１個

ひじき 10g ＊

じゃがいも
１個

キャベツ
１枚

生しいたけ１枚

（160g)

（100g)

（30g)

（150g) （100g)

（50g)
　男大さじ２+1/2
　女大さじ 1+2/3

油

砂糖
大さじ１

（９g)

（大さじ１=12g)

チーズ
30g

ヨーグルト
90g
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豆知識  献立の「献」は酒や食事を客に勧めることで，まず酒を３杯勧めてから膳を下げる武家の習慣からきている。

（２）食品群別摂取量の目安
　含

ふく
んでいる栄養素が近い食品を，ひとつのグループにまと

め，摂取量の目安を示した「食品群別摂取量の目安」がある。
献立の作成や，栄養診断に有効である。食品群には，栄養素

の特徴によって３群に分けるもの，４群に分けるもの，６群

に分けるものがある。 2 3

2  ３色食品群，６つの基礎食品，４つの食品群の関係

　食品群ではなく，1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかの目安を示したものに，食事バランスガイドがある。食
事のバランスを，コマで表していて，食事のバランスが悪いとコマが倒れてしまうことを示している。コマの軸は水分で，
適度な運動によってコマを回すイメージを表している。

安 全
食事バランスガイドとはCo

lumn

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
かい

藻
そう

・きのこ 穀物・砂糖・いも類・油脂

血や肉をつくる からだの調子をよくする 力や体温となる

6つの
基礎食品

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・

くだもの・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・か
らだの各機能を調節

皮
ひ

膚
ふ

や粘
ねん

膜
まく

の保護・
からだの各機能を調節

からだの各機能
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・くだもの 穀類・油脂・砂糖

栄養を完全にする 血や肉をつくる からだの調子をよくする 力や体温となる

＊

主
食

１
つ
分

ごはん小盛り１杯，お
にぎり１個，食パン１
枚，ロールパン２個

副
菜

１
つ
分

野菜サラダ，きゅうり
とわかめの酢の物，具
だくさんのみそ汁，ほ
うれん草のおひたし，
ひじきの煮物，煮豆，
きのこのソテー

主
菜

１
つ
分

冷や奴
やっこ

，納豆，目玉
焼き

牛
乳
・
乳
製
品

１
つ
分

牛乳コップ半分，チーズ
１かけ，スライスチーズ
１枚，ヨーグルト１パック

1.5
つ
分

ごはん中盛り１杯
２
つ
分

焼き魚，魚のフライ，
まぐろとイカの刺し身

２
つ
分

牛乳びん１本分

2
つ
分

うどん１杯，もりそ
ば１杯，スパゲッテ
ィ

２
つ
分

野菜の煮物，野菜炒
いた

め，
いもの煮っころがし

３
つ
分

ハンバーグステーキ，
豚肉の生

しょう
姜
が

焼き，鶏
とり

肉
にく

の唐揚げ

果
物

１
つ
分

みかん１個，りんご半
分，かき１個，なし半分，
桃１個，ぶどう半房

＊   SV とは，サービング 
（食事の提供量）の略。

乳製品や果物もしっ
かり摂

と
れているかな。
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下表
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104 資料２

食
生
活

B編

種
類（
ｇ
）

乳・乳製品 卵 肉・魚介類 豆・豆製品 野菜 芋 果物 穀類 油脂 砂糖

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

320 320 55 55 200 120 80 80 350 350 100 100 150 150 480 380 30 20 10 10

食
品
の
概
量

3  ４つの食品群による摂取量の目安
（単位：g）

身
体
活
動
レ
ベ
ル

食品群 第1群 第 2群 第 3群 第 4群

年齢（歳）
乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 芋 果物 穀類 油脂 砂糖

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅰ
（
低
い
）

12～14歳 380 380 55 55 150 120 80 80 350 350 100 100 150 150 360 310 20 20 10 10
15～17歳 320 320 55 55 150 120 80 80 350 350 100 100 150 150 420 300 25 20 10 10
18～29歳 300 250 55 55 180 100 80 80 350 350 100 100 150 150 370 240 20 15 10 10
30～49歳 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 370 250 20 15 10 10
50～64歳 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 360 230 20 15 10 10
65～74歳 250 250 55 55 120 100 80 80 350 350 100 100 150 150 340 200 15 10 10 10
75歳以上 250 200 55 55 120 80 80 80 350 350 100 100 150 150 270 190 15 10 10 5
妊婦 250 55 150 80 350 100 150 360 20 10
授乳婦 250 55 120 80 350 100 150 330 20 10

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅱ
（
ふ
つ
う
）

1～2歳 250 250 30 30 50 50 40 40 180 180 50 50 100 100 120 110 5 5 3 3
3～5歳 250 250 30 30 60 60 60 60 240 240 50 50 120 120 190 170 10 10 5 5
6～7歳 250 250 55 55 80 80 60 60 270 270 60 60 120 120 230 200 10 10 10 10
８～9歳 300 300 55 55 120 80 80 80 300 300 60 60 150 150 270 240 15 15 10 10
10～11歳 320 320 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 350 320 20 20 10 10
12～14歳 380 380 55 55 170 120 80 80 350 350 100 100 150 150 430 390 25 20 10 10
15～17歳 320 320 55 55 200 120 80 80 350 350 100 100 150 150 480 380 30 20 10 10
18～29歳 300 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 440 320 30 15 10 10
30～49歳 250 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 450 330 30 15 10 10
50～64歳 250 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 440 300 25 15 10 10
65～74歳 250 250 55 55 170 120 80 80 350 350 100 100 150 150 400 280 20 15 10 10
75歳以上 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 340 230 15 15 10 10
妊婦 250 55 180 80 350 100 150 420 25 10
授乳婦 320 55 180 80 350 100 150 380 20 10

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅲ
（
高
い
）

15～17歳 380 320 55 55 200 170 120 80 350 350 100 100 150 150 550 430 30 20 10 10
18～29歳 380 300 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 390 30 20 10 10
30～49歳 380 250 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 390 30 20 10 10
50～64歳 320 250 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 360 25 20 10 10
授乳婦 320 55 170 80 350 100 150 470 25 10

①野菜はきのこ，海藻を含む。また，野菜の1/3以上は緑黄色野菜でとることとする。②エネルギー量は，「日本人の食事摂取基準（2020
年版）」の参考表・推定エネルギー必要量の約93〜97％の割合で構成してある。各人の必要に応じて適宜調節すること。③食品構成は
「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」で計算。④妊婦においては，この表では妊娠後期の数値を掲載した。� （香川明夫監修）

【４つの食品群による食品構成例（身体活動レベルⅡ，15〜17歳の男女，１人１日分）】

卵１個
（55g)

牛乳１本
（200g)

　男 100g
　女 60g肉

　男 100g
　女 60g魚

　豆腐
　　1/4丁

パン 2 切れ＊＊

　男２カップ
　女 1.5 カップ弱米

（木綿1丁200〜300g)

（１カップ =170g)

＊戻した重量　乾ひじき１〜２g を戻したもの　＊＊食パン 1 枚 約 60 〜 70g

ほうれん草
３〜４株

きゅうり
１本

りんご小
１個

ひじき 10g ＊

じゃがいも
１個

キャベツ
１枚

生しいたけ１枚

（160g)

（100g)

（30g)

（150g) （100g)

（50g)
　男大さじ２+1/2
　女大さじ 1+2/3

油

砂糖
大さじ１

（９g)

（大さじ１=12g)

チーズ
30g

ヨーグルト
90g
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食
生
活

B編

種
類（
ｇ
）

乳・乳製品 卵 肉・魚介類 豆・豆製品 野菜 芋 果物 穀類 油脂 砂糖

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

320 320 55 55 200 120 80 80 350 350 100 100 150 150 480 380 30 20 10 10

食
品
の
概
量

3  ４つの食品群による摂取量の目安
（単位：g）

身
体
活
動
レ
ベ
ル

食品群 第1群 第 2群 第 3群 第 4群

年齢（歳）
乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 芋 果物 穀類 油脂 砂糖

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅰ
（
低
い
）

12～14歳 380 380 55 55 150 120 80 80 350 350 100 100 150 150 360 310 20 20 10 10
15～17歳 320 320 55 55 150 120 80 80 350 350 100 100 150 150 420 300 25 20 10 10
18～29歳 300 250 55 55 180 100 80 80 350 350 100 100 150 150 370 240 20 15 10 10
30～49歳 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 370 250 20 15 10 10
50～64歳 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 360 230 20 15 10 10
65～74歳 250 250 55 55 120 100 80 80 350 350 100 100 150 150 340 200 15 10 10 10
75歳以上 250 200 55 55 120 80 80 80 350 350 100 100 150 150 270 190 15 10 10 5
妊婦 250 55 150 80 350 100 150 360 20 10
授乳婦 250 55 120 80 350 100 150 330 20 10

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅱ
（
ふ
つ
う
）

1～2歳 250 250 30 30 50 50 40 40 180 180 50 50 100 100 120 110 5 5 3 3
3～5歳 250 250 30 30 60 60 60 60 240 240 50 50 120 120 190 170 10 10 5 5
6～7歳 250 250 55 55 80 80 60 60 270 270 60 60 120 120 230 200 10 10 10 10
８～9歳 300 300 55 55 120 80 80 80 300 300 60 60 150 150 270 240 15 15 10 10
10～11歳 320 320 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 350 320 20 20 10 10
12～14歳 380 380 55 55 170 120 80 80 350 350 100 100 150 150 430 390 25 20 10 10
15～17歳 320 320 55 55 200 120 80 80 350 350 100 100 150 150 480 380 30 20 10 10
18～29歳 300 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 440 320 30 15 10 10
30～49歳 250 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 450 330 30 15 10 10
50～64歳 250 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 440 300 25 15 10 10
65～74歳 250 250 55 55 170 120 80 80 350 350 100 100 150 150 400 280 20 15 10 10
75歳以上 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 340 230 15 15 10 10
妊婦 250 55 180 80 350 100 150 420 25 10
授乳婦 320 55 180 80 350 100 150 380 20 10

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅲ
（
高
い
）

15～17歳 380 320 55 55 200 170 120 80 350 350 100 100 150 150 550 430 30 20 10 10
18～29歳 380 300 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 390 30 20 10 10
30～49歳 380 250 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 390 30 20 10 10
50～64歳 320 250 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 360 25 20 10 10
授乳婦 320 55 170 80 350 100 150 470 25 10

①野菜はきのこ，海藻を含む。また，野菜の1/3以上は緑黄色野菜でとることとする。②エネルギー量は，「日本人の食事摂取基準（2020
年版）」の参考表・推定エネルギー必要量の約93〜97％の割合で構成してある。各人の必要に応じて適宜調節すること。③食品構成は
「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」で計算。④妊婦においては，この表では妊娠後期の数値を掲載した。� （香川明夫監修）

【４つの食品群による食品構成例（身体活動レベルⅡ，15〜17歳の男女，１人１日分）】

卵１個
（55g)

牛乳１本
（200g)

　男 100g
　女 60g肉

　男 100g
　女 60g魚

　豆腐
　　1/4丁

パン 2 切れ＊＊

　男２カップ
　女 1.5 カップ弱米

（木綿1丁200〜300g)

（１カップ =170g)

＊戻した重量　乾ひじき１〜２g を戻したもの　＊＊食パン 1 枚 約 60 〜 70g

ほうれん草
３〜４株

きゅうり
１本

りんご小
１個

ひじき 10g ＊

じゃがいも
１個

キャベツ
１枚

生しいたけ１枚

（160g)

（100g)

（30g)

（150g) （100g)

（50g)
　男大さじ２+1/2
　女大さじ 1+2/3

油

砂糖
大さじ１

（９g)

（大さじ１=12g)

チーズ
30g

ヨーグルト
90g
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食
生
活

B編
米
97％

肉類
53％＊

小麦
15％

牛乳及び
乳製品61％＊

いも類
73％

魚介類
（食用）57％

大豆
６％

海
かい
藻
そう
類

70％

野菜
80％

油脂類
13％

果実
38％

きのこ類
89％

＊�家畜の飼料の自給率を考慮すると，肉類は
７％，牛乳・乳製品は26％の食料自給率に
なる。� （農林水産省「食料需給表」より）

（２）食料自給率の低下
　現在の日本の食生活は，輸入された食料に支えられている。

日本の食料自給率は，他国と比較して低い。 1 2　食料の輸

入量が多いと，輸入先の気候や経済状況によって，手に入る

食料や値段が変動し，安定した食生活を維持できなくなる可

能性がある。 3

（３）地産地消と旬産旬消
　私たちは世界中の食品を，季節にかかわらず手に入れるこ

とができる。しかし，遠くの生産地から食料を運ぶためには，

多くのエネルギーが必要になり，環境に負荷がかかる。4また，

生産地の土地や海などの環境や，人々の生活に影響を与えて

いる。輸送にかかるエネルギーを減らし，環境負荷を減らす

ためには，地元で生産された農作物や畜産物などを，地元で

消費する，地産地消が有効である。また，旬の食材を選んで
消費する旬産旬消も，温室栽培などのエネルギーを減らすこ
とができる方法のひとつである。一般的に旬の食材は，安価

で味がよい。日々の食事で，地産地消や旬産旬消を意識して

みよう。

2  品目別食料自給率（2020年重量ベース）

3  自給率低下の原因と問題点1  他国と比較した日本の食料自給率

（農林水産省「食料需給表」より）

（％）
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0
（年）
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※日本は2020年，ほかの国は
　2018年の数値（カロリーベース）

食料自給率（カロリーベース）の求め方

低下の原因の例
⃝食の欧米化による，畜産物消費量の増加（畜産飼料＊

のほとんどは輸入）。
⃝農業就業者の減少と高齢化による，国内生産量の減少。
⃝外食や加工食品を中心に，海外の安い食材の利用が
増加し，輸入が増えた。

⃝多く輸入しているが，食べ残しも多く（食品ロス➡
p.134），必要とされる以上の食料が供給されている。

低下の問題点の例
⃝国外の気象や経済の状況によって，手に入る食品や値
段が変動するなど，安定した食生活の維持に影響が出
る。
⃝輸出用の安い食料を生産するため，現地の労働者が
過酷な労働に従事するなど，輸出国への影響がある。

⃝食料の輸送には，多くのエネルギーがかかるため，
環境に負担がかかる。

⃝日本の農業が衰
すい
退
たい
し，より自給率の低下が進む悪循

環となる。
＊�１kg の肉を生産するのに必要な穀物量は，牛肉では11kg，豚
肉７kg，鶏肉4kg� （農林水産省「我が国の食料自給率」より）

4  食料を生産地から消費地に運ぶのにか
かる環境負荷は，フードマイレージ（食
料の輸送量（t）×輸送の距離（km）で
計算）で示される。

食料自給率
（%）

一人１日あたりの国産供給熱量（kcal）
一人１日あたりの供給熱量（kcal） ×100＝
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食
生
活

B編
米
97％

肉類
53％＊

小麦
15％

牛乳及び
乳製品61％＊

いも類
73％

魚介類
（食用）57％

大豆
６％

海
かい
藻
そう
類

70％

野菜
80％

油脂類
13％

果実
38％

きのこ類
89％

＊�家畜の飼料の自給率を考慮すると，肉類は
７％，牛乳・乳製品は26％の食料自給率に
なる。� （農林水産省「食料需給表」より）

（２）食料自給率の低下
　現在の日本の食生活は，輸入された食料に支えられている。

日本の食料自給率は，他国と比較して低い。 1 2　食料の輸

入量が多いと，輸入先の気候や経済状況によって，手に入る

食料や値段が変動し，安定した食生活を維持できなくなる可

能性がある。 3

（３）地産地消と旬産旬消
　私たちは世界中の食品を，季節にかかわらず手に入れるこ

とができる。しかし，遠くの生産地から食料を運ぶためには，

多くのエネルギーが必要になり，環境に負荷がかかる。4また，

生産地の土地や海などの環境や，人々の生活に影響を与えて

いる。輸送にかかるエネルギーを減らし，環境負荷を減らす

ためには，地元で生産された農作物や畜産物などを，地元で

消費する，地産地消が有効である。また，旬の食材を選んで
消費する旬産旬消も，温室栽培などのエネルギーを減らすこ
とができる方法のひとつである。一般的に旬の食材は，安価

で味がよい。日々の食事で，地産地消や旬産旬消を意識して

みよう。

2  品目別食料自給率（2020年重量ベース）

3  自給率低下の原因と問題点1  他国と比較した日本の食料自給率

（農林水産省「食料需給表」より）
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※日本は2020年，ほかの国は
　2018年の数値（カロリーベース）

食料自給率（カロリーベース）の求め方

低下の原因の例
⃝食の欧米化による，畜産物消費量の増加（畜産飼料＊

のほとんどは輸入）。
⃝農業就業者の減少と高齢化による，国内生産量の減少。
⃝外食や加工食品を中心に，海外の安い食材の利用が
増加し，輸入が増えた。
⃝多く輸入しているが，食べ残しも多く（食品ロス➡
p.134），必要とされる以上の食料が供給されている。

低下の問題点の例
⃝国外の気象や経済の状況によって，手に入る食品や値
段が変動するなど，安定した食生活の維持に影響が出
る。
⃝輸出用の安い食料を生産するため，現地の労働者が
過酷な労働に従事するなど，輸出国への影響がある。
⃝食料の輸送には，多くのエネルギーがかかるため，
環境に負担がかかる。
⃝日本の農業が衰

すい
退
たい
し，より自給率の低下が進む悪循

環となる。
＊�１kg の肉を生産するのに必要な穀物量は，牛肉では11kg，豚
肉７kg，鶏肉4kg� （農林水産省「我が国の食料自給率」より）

4  食料を生産地から消費地に運ぶのにか
かる環境負荷は，フードマイレージ（食
料の輸送量（t）×輸送の距離（km）で
計算）で示される。

食料自給率
（%）

一人１日あたりの国産供給熱量（kcal）
一人１日あたりの供給熱量（kcal） ×100＝
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食
生
活

B編
米
98％

肉類
53％＊

小麦
17％

牛乳及び
乳製品63％＊

いも類
72％

魚介類
（食用）59％

大豆
7％

海
かい
藻
そう
類

69％

野菜
79％

油脂類
14％

果実
39％

きのこ類
89％

＊�家畜の飼料の自給率を考慮すると，肉類は
8％，牛乳・乳製品は27％の食料自給率に
なる。� （農林水産省「食料需給表」より）

（２）食料自給率の低下
　現在の日本の食生活は，輸入された食料に支えられている。

日本の食料自給率は，他国と比較して低い。 1 2　食料の輸

入量が多いと，輸入先の気候や経済状況によって，手に入る

食料や値段が変動し，安定した食生活を維持できなくなる可

能性がある。 3

（３）地産地消と旬産旬消
　私たちは世界中の食品を，季節にかかわらず手に入れるこ

とができる。しかし，遠くの生産地から食料を運ぶためには，

多くのエネルギーが必要になり，環境に負荷がかかる。4また，

生産地の土地や海などの環境や，人々の生活に影響を与えて

いる。輸送にかかるエネルギーを減らし，環境負荷を減らす

ためには，地元で生産された農作物や畜産物などを，地元で

消費する，地産地消が有効である。また，旬の食材を選んで
消費する旬産旬消も，温室栽培などのエネルギーを減らすこ
とができる方法のひとつである。一般的に旬の食材は，安価

で味がよい。日々の食事で，地産地消や旬産旬消を意識して

みよう。

2  品目別食料自給率（2021年重量ベース）
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豆知識   漂白剤は，衣服の黄ばみやしみなどの汚れを取り除くときに使う。使い方をまちがえると，衣服の変色や品質
低下が起こるため，表示をよく読んでから使用する。

（３）衣服の表示
　衣服を入手するとき，衣服の表示を確認することは大切だ。

サイズや使用されている繊維，衣服がつくられた原産国，洗

濯や管理に必要な情報などが表示されているからだ。 2 3  4

日本国内の既製服 1 のサイズ表示は，J
ジ ス
IS 2 によって決めら

れており，年齢区分により，乳幼児用，少年用，少女用，成

人男子用，成人女子用に分けられている。表示されている寸

法は衣服の寸法ではなく，からだの寸法であり，これを基本
身体寸法（ヌード寸法）と呼ぶ。そのため衣服のメーカーに

よって，サイズの違いが出ることがあり，衣服を購入する前

には，サイズを確認するだけでなく，できるだけ試着をして

実際のサイズを確認しよう。また，海外のメーカーの衣服の

サイズは，JIS のサイズとは異なっているので，通販などで購

入する場合は，サイズガイドを調べて，自分のからだに合っ

たサイズを選ぶようにしよう。

1  着る人のサイズを測って製作する注文
服 ( オーダーメイド ) に対し，業者によ
って大量に生産される衣服のこと。レデ
ィ・メイドともいう。

2  日本産業規格。Japanese Industrial 
Standards の略。高校生の衣服サイズ
は成人用を参照。

2  サイズ表示

①複数言語のラベル
　グローバル化が進み，衣服の左わ
きについているラベルが多言語で記
載され，ラベルが長くなったり，複
数枚ついたりしている場合もある。
最近では，生地に取扱い表示を直接
転写した製品も出ている。

国 際

衣服のラベル
と世界

Co
lumn

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

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

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

身長 記号 3 4 5 6 … 9
寸法（cm） 160 165 170 175 … 190

記号 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

●成人女子用衣料サイズ ●成人男子用衣料サイズ
サイズ絵表示による表示 寸法表示による表示

サイズ
バスト 83
ヒップ 91
身　長 158

サイズ
チェスト 92
ウエスト 80
身　　長 165

サイズ絵表示による表示 寸法表示による表示

9     A     R 92     A     ４

15883

91

9AR

16592

80

92A4

②原産国表示
　衣服のラベルに表示されている原産国表示は，不当景品類及び不当表示防止法によって定められている。原産国は，「そ
の製品の実質的な変更をもたらす行為が行われた国」と定義されていて，衣服の場合は縫製した国になる。したがって，
イタリア製の生地を中国で縫製した場合は，「made in China（中国製）」となる。このような製品で「made in Italy（イ
タリア製）」とあれば不当表示になる。
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 B 編 　２ 衣生活

[ 小  中家庭 ]和服のつくり　[ 中  高美術 ]文化遺産への理解

自分の考え方に近いものを選ぼう。
衣服の着心地には何が影響していると思う？

　 原料　 繊維　 糸　 糸の織り方

　 衣服のつくり　 その他

	どのような材料から衣服がつくられるか知ろう
	衣服ができるまでの過程を知ろう
	性能やつくりの違いから，適切な衣服の選択ができるようになろう

1  衣服の材料
（１）繊維の種類
　多くの衣服は繊維 1 からつくられている。 1 　繊維は，天
然繊維と化学繊維に分けられる。天然繊維は，天然の原料が

用いられ，綿花や亜
あ

麻
ま

などが原料の植物繊維と，羊の毛や蚕
かいこ

の繭
まゆ

などが原料の動物繊維がある。化学繊維の多くは原料と

して石油が用いられているが，木材やパルプなどの天然の原

料が用いられるものもある。化学繊維は原料や化学反応の違

いにより，再生繊維 2 ，半合成繊維 3 ，合成繊維 4 に分けら

れる。それぞれの繊維には長所と短所があり，それによって

衣服での使われ方が異なっている。 2

衣服ができるまで2

1  細長い物質をいう（長さが直径の100倍
以上）。衣服に使用される繊維には，適
度なしなやかさ，強さ，軽さなどが必要
である。

2  木材などの天然繊維を原料として化学
的に液状にしてつくる。

3  天然資源に化学薬品を加えて性質を変
化させてつくる。

4  石油などを原料としてつくる。

1  繊維製品ができるまで

〈紡績／製糸／紡糸〉

原料
（➡p.141）

繊維製品

布
（➡p.143）

糸
（➡p.142）

繊維
（➡p.141） 〈縫製〉

〈加工〉

織物

編物

不織布
〈集合させて固定化〉

〈編む〉

〈織る〉

〈断裁〉

〈染色〉
※�糸の段階で
染めるもの
もある
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豆知識   漂白剤は，衣服の黄ばみやしみなどの汚れを取り除くときに使う。使い方をまちがえると，衣服の変色や品質
低下が起こるため，表示をよく読んでから使用する。

（３）衣服の表示
　衣服を入手するとき，衣服の表示を確認することは大切だ。

サイズや使用されている繊維，衣服がつくられた原産国，洗

濯や管理に必要な情報などが表示されているからだ。 2 3  4

日本国内の既製服  1のサイズ表示は，J
ジス
IS  2によって決めら

れており，年齢区分により，乳幼児用，少年用，少女用，成

人男子用，成人女子用に分けられている。表示されている寸

法は衣服の寸法ではなく，からだの寸法であり，これを基本
身体寸法（ヌード寸法）と呼ぶ。そのため衣服のメーカーに
よって，サイズの違いが出ることがあり，衣服を購入する前

には，サイズを確認するだけでなく，できるだけ試着をして

実際のサイズを確認しよう。また，海外のメーカーの衣服の

サイズは，JISのサイズとは異なっているので，通販などで購

入する場合は，サイズガイドを調べて，自分のからだに合っ

たサイズを選ぶようにしよう。

1  着る人のサイズを測って製作する注文
服 ( オーダーメイド ) に対し，業者によ
って大量に生産される衣服のこと。レデ
ィ・メイドともいう。

2  日本産業規格。Japanese Industrial 
Standards の略。高校生の衣服サイズ
は成人用を参照。

2  サイズ表示

①複数言語のラベル
　グローバル化が進み，衣服の左わ
きについているラベルが多言語で記
載され，ラベルが長くなったり，複
数枚ついたりしている場合もある。
最近では，生地に取扱い表示を直接
転写した製品も出ている。

国 際

衣服のラベル
と世界

Co
lumn

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

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

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

身長 記号 3 4 5 6 … 9
寸法（cm） 160 165 170 175 … 190

記号 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

●成人女子用衣料サイズ ●成人男子用衣料サイズ
寸法表示による表示

サイズ
バスト 83
ヒップ 91
身　長 158

サイズ
チェスト 92
ウエスト 80
身　　長 165

寸法表示による表示

9             R 92     A     4

②原産国表示
　衣服のラベルに表示されている原産国表示は，不当景品類及び不当表示防止法によって定められている。原産国は，「そ
の製品の実質的な変更をもたらす行為が行われた国」と定義されていて，衣服の場合は縫製した国になる。したがって，
イタリア製の生地を中国で縫製した場合は，「made in China（中国製）」となる。このような製品で「made in Italy（イ
タリア製）」とあれば不当表示になる。

※令和５年３月の JIS 改正により，男女兼用サイズについても追加された。

148

5

10

15

豆知識   漂白剤は，衣服の黄ばみやしみなどの汚れを取り除くときに使う。使い方をまちがえると，衣服の変色や品質
低下が起こるため，表示をよく読んでから使用する。

（３）衣服の表示
　衣服を入手するとき，衣服の表示を確認することは大切だ。

サイズや使用されている繊維，衣服がつくられた原産国，洗

濯や管理に必要な情報などが表示されているからだ。 2 3  4

日本国内の既製服  1のサイズ表示は，J
ジス
IS  2によって決めら

れており，年齢区分により，乳幼児用，少年用，少女用，成

人男子用，成人女子用に分けられている。表示されている寸

法は衣服の寸法ではなく，からだの寸法であり，これを基本
身体寸法（ヌード寸法）と呼ぶ。そのため衣服のメーカーに
よって，サイズの違いが出ることがあり，衣服を購入する前

には，サイズを確認するだけでなく，できるだけ試着をして

実際のサイズを確認しよう。また，海外のメーカーの衣服の

サイズは，JISのサイズとは異なっているので，通販などで購

入する場合は，サイズガイドを調べて，自分のからだに合っ

たサイズを選ぶようにしよう。

1  着る人のサイズを測って製作する注文
服 ( オーダーメイド ) に対し，業者によ
って大量に生産される衣服のこと。レデ
ィ・メイドともいう。

2  日本産業規格。Japanese Industrial 
Standards の略。高校生の衣服サイズ
は成人用を参照。

2  サイズ表示

①複数言語のラベル
　グローバル化が進み，衣服の左わ
きについているラベルが多言語で記
載され，ラベルが長くなったり，複
数枚ついたりしている場合もある。
最近では，生地に取扱い表示を直接
転写した製品も出ている。

国 際

衣服のラベル
と世界

Co
lumn

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

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

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

身長 記号 3 4 5 6 … 9
寸法（cm） 160 165 170 175 … 190

記号 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

●成人女子用衣料サイズ ●成人男子用衣料サイズ
寸法表示による表示

サイズ
バスト 83
ヒップ 91
身　長 158

サイズ
チェスト 92
ウエスト 80
身　　長 165

寸法表示による表示

9             R 92     A     4

②原産国表示
　衣服のラベルに表示されている原産国表示は，不当景品類及び不当表示防止法によって定められている。原産国は，「そ
の製品の実質的な変更をもたらす行為が行われた国」と定義されていて，衣服の場合は縫製した国になる。したがって，
イタリア製の生地を中国で縫製した場合は，「made in China（中国製）」となる。このような製品で「made in Italy（イ
タリア製）」とあれば不当表示になる。

※令和５年３月の JIS 改正により，男女兼用サイズについても追加された。
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148 資料２

削除
削除

関連学習

学習
目標

Check

 B 編 　２ 衣生活

[ 小  中家庭 ]和服のつくり　[ 中  高美術 ]文化遺産への理解

自分の考え方に近いものを選ぼう。
衣服の着心地には何が影響していると思う？

　 原料　 繊維　 糸　 糸の織り方

　 衣服のつくり　 その他

	どのような材料から衣服がつくられるか知ろう
	衣服ができるまでの過程を知ろう
	性能やつくりの違いから，適切な衣服の選択ができるようになろう

1  衣服の材料
（１）繊維の種類
　多くの衣服は繊維 1 からつくられている。 1 　繊維は，天
然繊維と化学繊維に分けられる。天然繊維は，天然の原料が

用いられ，綿花や亜
あ

麻
ま

などが原料の植物繊維と，羊の毛や蚕
かいこ

の繭
まゆ

などが原料の動物繊維がある。化学繊維の多くは原料と

して石油が用いられているが，木材やパルプなどの天然の原

料が用いられるものもある。化学繊維は原料や化学反応の違

いにより，再生繊維 2 ，半合成繊維 3 ，合成繊維 4 に分けら

れる。それぞれの繊維には長所と短所があり，それによって

衣服での使われ方が異なっている。 2

衣服ができるまで2

1  細長い物質をいう（長さが直径の100倍
以上）。衣服に使用される繊維には，適
度なしなやかさ，強さ，軽さなどが必要
である。

2  木材などの天然繊維を原料として化学
的に液状にしてつくる。

3  天然資源に化学薬品を加えて性質を変
化させてつくる。

4  石油などを原料としてつくる。

1  繊維製品ができるまで

〈紡績／製糸／紡糸〉

原料
（➡p.141）

繊維製品

布
（➡p.143）

糸
（➡p.142）

繊維
（➡p.141） 〈縫製〉

〈加工〉

織物

編物

不織布
〈集合させて固定化〉

〈編む〉

〈織る〉

〈裁断〉

〈染色〉
※�糸の段階で
染めるもの
もある
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140 資料１
加工

削除

豆知識   漂白剤は，衣服の黄ばみやしみなどの汚れを取り除くときに使う。使い方をまちがえると，衣服の変色や品質
低下が起こるため，表示をよく読んでから使用する。

（３）衣服の表示
　衣服を入手するとき，衣服の表示を確認することは大切だ。

サイズや使用されている繊維，衣服がつくられた原産国，洗

濯や管理に必要な情報などが表示されているからだ。 2 3  4

日本国内の既製服 1 のサイズ表示は，J
ジ ス
IS 2 によって決めら

れており，年齢区分により，乳幼児用，少年用，少女用，成

人男子用，成人女子用に分けられている。表示されている寸

法は衣服の寸法ではなく，からだの寸法であり，これを基本
身体寸法（ヌード寸法）と呼ぶ。そのため衣服のメーカーに

よって，サイズの違いが出ることがあり，衣服を購入する前

には，サイズを確認するだけでなく，できるだけ試着をして

実際のサイズを確認しよう。また，海外のメーカーの衣服の

サイズは，JIS のサイズとは異なっているので，通販などで購

入する場合は，サイズガイドを調べて，自分のからだに合っ

たサイズを選ぶようにしよう。

1  着る人のサイズを測って製作する注文
服 ( オーダーメイド ) に対し，業者によ
って大量に生産される衣服のこと。レデ
ィ・メイドともいう。

2  日本産業規格。Japanese Industrial 
Standards の略。高校生の衣服サイズ
は成人用を参照。

2  サイズ表示

①複数言語のラベル
　グローバル化が進み，衣服の左わ
きについているラベルが多言語で記
載され，ラベルが長くなったり，複
数枚ついたりしている場合もある。
最近では，生地に取扱い表示を直接
転写した製品も出ている。

国 際

衣服のラベル
と世界

Co
lumn

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

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

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

身長 記号 3 4 5 6 … 9
寸法（cm） 160 165 170 175 … 190

記号 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

●成人女子用衣料サイズ ●成人男子用衣料サイズ
サイズ絵表示による表示 寸法表示による表示

サイズ
バスト 83
ヒップ 91
身　長 158

サイズ
チェスト 92
ウエスト 80
身　　長 165

サイズ絵表示による表示 寸法表示による表示

9     A     R 92     A     ４

15883

91

9AR

16592

80

92A4

②原産国表示
　衣服のラベルに表示されている原産国表示は，不当景品類及び不当表示防止法によって定められている。原産国は，「そ
の製品の実質的な変更をもたらす行為が行われた国」と定義されていて，衣服の場合は縫製した国になる。したがって，
イタリア製の生地を中国で縫製した場合は，「made in China（中国製）」となる。このような製品で「made in Italy（イ
タリア製）」とあれば不当表示になる。
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削除

豆知識   漂白剤は，衣服の黄ばみやしみなどの汚れを取り除くときに使う。使い方をまちがえると，衣服の変色や品質
低下が起こるため，表示をよく読んでから使用する。

（３）衣服の表示
　衣服を入手するとき，衣服の表示を確認することは大切だ。

サイズや使用されている繊維，衣服がつくられた原産国，洗

濯や管理に必要な情報などが表示されているからだ。 2 3  4

日本国内の既製服  1のサイズ表示は，J
ジス
IS  2によって決めら

れており，年齢区分により，乳幼児用，少年用，少女用，成

人男子用，成人女子用に分けられている。表示されている寸

法は衣服の寸法ではなく，からだの寸法であり，これを基本
身体寸法（ヌード寸法）と呼ぶ。そのため衣服のメーカーに
よって，サイズの違いが出ることがあり，衣服を購入する前

には，サイズを確認するだけでなく，できるだけ試着をして

実際のサイズを確認しよう。また，海外のメーカーの衣服の

サイズは，JISのサイズとは異なっているので，通販などで購

入する場合は，サイズガイドを調べて，自分のからだに合っ

たサイズを選ぶようにしよう。

1  着る人のサイズを測って製作する注文
服 ( オーダーメイド ) に対し，業者によ
って大量に生産される衣服のこと。レデ
ィ・メイドともいう。

2  日本産業規格。Japanese Industrial 
Standards の略。高校生の衣服サイズ
は成人用を参照。

2  サイズ表示

①複数言語のラベル
　グローバル化が進み，衣服の左わ
きについているラベルが多言語で記
載され，ラベルが長くなったり，複
数枚ついたりしている場合もある。
最近では，生地に取扱い表示を直接
転写した製品も出ている。

国 際

衣服のラベル
と世界

Co
lumn

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

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

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

身長 記号 3 4 5 6 … 9
寸法（cm） 160 165 170 175 … 190

記号 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

●成人女子用衣料サイズ ●成人男子用衣料サイズ
寸法表示による表示

サイズ
バスト 83
ヒップ 91
身　長 158

サイズ
チェスト 92
ウエスト 80
身　　長 165

寸法表示による表示

9             R 92     A     4

②原産国表示
　衣服のラベルに表示されている原産国表示は，不当景品類及び不当表示防止法によって定められている。原産国は，「そ
の製品の実質的な変更をもたらす行為が行われた国」と定義されていて，衣服の場合は縫製した国になる。したがって，
イタリア製の生地を中国で縫製した場合は，「made in China（中国製）」となる。このような製品で「made in Italy（イ
タリア製）」とあれば不当表示になる。

※令和５年３月の JIS 改正により，男女兼用サイズについても追加された。

148

5

10

15

151 資料６
受取

衣
生
活

B編

コインランドリーの普
ふ

及
きゅう

　コインランドリーには，お金を払うと作動する自動洗濯機や乾燥機があり，洗濯をセルフサービスでできる。近年，
クリーニング店が減少し，コインランドリーの利用が増えている。理由を考えてみよう。

基本的な使い方
①洗濯物を入れる。
②�料金を払い，開始ボタンを
押す。
③�洗濯が終了したら乾燥機に
移す。
④�料金を払い，開始ボタンを
押す。
⑤�乾燥が終了したら取り出す。
（取り忘れに注意する）

（２）商業洗濯の利用
　水洗いできない衣服や，型くずれしやすい衣服，傷

いた
みやす

い衣服など，家庭で洗濯できない衣服は商業洗濯を利用する。

　一部のクリーニング店では，しみ抜きや脱色した部分の色

修正など，家庭では難しい作業を請け負っている。また，糊
のり

付
づ
けやアイロンがけの必要があるワイシャツなどは，すぐに

着用できる状態で受け取れる利点がある。

　クリーニング店は便利だが，トラブルが起こることもある。

トラブルを防止するために，依頼時と受け取り時に適切に対

応できるようにしたい。 6

　クリーニング店利用におけるさまざまなトラブルに対応す

るため，ＳマークやＬＤマーク  7  が掲示されている店では，

事故が起こった場合，クリーニング事故賠
ばい
償
しょう
基準  3にそって

賠償が行われる。

　洗濯物のまとめ洗いをしたり，毛布やシーツなどの大きな

ものを洗濯したりするときは，コインランドリーを利用する

ことができる。洗濯物が乾きにくい梅雨時や，花粉の飛散が

多い時期に，自宅で洗濯だけを行い，外干しを避けて，乾燥

をコインランドリーですませるという使い方もある。

7  SマークとLDマーク

6  商業洗濯利用時の確認事項

3  クリーニングで事故が発生したときに，
適切かつ迅速対応するための統一基準。

依頼時
・組成表示，取扱い表示を確認する。
・ ボタンやポケットのなかを確認する。特

殊なボタンははずす。
・ スーツなど上下が対のものや共布の付属

品はいっしょに出す。
・S マークや LD マークのある店を選ぶ。
・預かり証の内容を確認して受け取る。

受け取り時
・ 事故を見つけるなどトラブルを防ぐため

に，仕上がり後は，早く受け取る。
・ 汚れやしみが落ちているか，品物に異常

はないか，すぐに確認する。
・ 異常があれば，すぐに申し出て話し合っ

て解決を図る。解決しなかった場合は，
消費生活センターなどに相談する。

・ ビニール袋から出し，風を通して保管す
る。袋のまま保管すると，変色，変質，
かびの発生，石油系溶剤の残留による化
学やけどなどの原因になることがある。
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クリーニング営業施設に関する調査」より）
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（日本化学繊維協会「繊維ハンドブック」より作成）

衣服のタグか
ら考えよう

　あなたの持っている衣服のタグを
確認して，次のことを調べてみよう。
・原産国
・どの国のメーカーか
→�結果をまわりの人と共有し，気づ
いたことや考えたことを話し合っ
てみよう。

繊維製品輸入相手国（2021年）

（日本繊維輸入組合「繊維製品・主要国別輸入の推移」
2021より作成）

金額ベース

3  衣生活を支える世界
　繊維製品が，原料から製品になって消費者に届くまでには

多くの工程がある。それぞれに多くのエネルギーが使われて

いて，環境にも負
ふ
荷
か
を与えている。では，私たちの衣服は，ど

こでつくられているのだろうか。国内で供給される製品のう

ち，輸入によってまかなわれている割合を輸入浸透率という。
日本は衣服の輸入浸透率が高く，衣服のほとんどは外国でつ

くられている。 3

　また，身近なファストファッション p.147 は，衣服を安く売
るために，人件費の安い国々で大量生産されることで成り立

っている。しかも，それらの衣服は大量に売れ残り，廃棄さ

れていることも問題視されている。私たちは，衣服が安く手

に入る裏側で何が起きているかを意識しながら，衣服を選択

する必要がある。

3  衣服の輸入浸透率※

（年）
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2.3%

イタリア
2.5%

インドネシア
バングラデシュ

ベトナム
13.1%

3.7%
3.7% 輸入額

3兆6707億円

　オーガニックコットンとは，
オーガニック農産物の生産方法に
関する基準にしたがって育てられ
た綿花のことをいう。オーガニッ
クコットン製品とは全製造工程
を通じて，オーガニック原料のト
レーサビリティ※と含有率が確保
されたものである。さらに，化学
薬品の使用による健康・環境負荷
を最小限に抑え，労
働者の安全を守り， 
児童労働をさせない
など，社会的規範を
守って製造される。

※ 物品の流通経路を生産

段階から最終消費段階

あるいは廃棄段階まで

追跡できる状態のこと。

（➡ p.97）

オーガニックコットンCo
lumn

▲オーガニックコットン
　

▲�過剰な農薬を使うことは，農家の人々の健康や，
土壌に悪影響を与える。

※�衣服＝布
ふ
帛
はく
外衣＋布帛下着＋ニッ

ト外衣＋ニット下着
　�輸入浸透率＝輸入量÷（生産量＋
輸入量−輸出量）×100

豆知識   オーガニックとは，「有機の」という意味。３年以上，化学合成の農薬や肥料を使わない土壌で栽培された農
産物などに対して用いられる。
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はく
外衣＋布帛下着＋ニッ

ト外衣＋ニット下着
　�輸入浸透率＝輸入量÷（生産量＋
輸入量−輸出量）×100

豆知識   オーガニックとは，「有機の」という意味。３年以上，化学合成の農薬や肥料を使わない土壌で栽培された農
産物などに対して用いられる。
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豆知識  歯みがき中の事故で，東京消防庁管内だけで，平成27年からの５年間で197人の乳幼児が救急搬送されている。

（１）家庭内事故に備える
　家庭内でもさまざまな事故の危険がある。 2 　とくに乳幼

児や高齢者は注意が必要である。 1 　家庭内事故は，①年齢

や身体能力など，からだの要因，②いすでの生活の場合，子

どもが高いところから転落するなど，生活様式の要因 p.168 ， 
③段差や床材のすべりやすさ，コンロの火や浴室の水など住

まいの要因の３つがあり，①から③が組み合わさって起こる。

住まいの事故原因を解消して，家庭内事故を予防しよう。乳

幼児は自分で事故を防ぐことが難しいため，保護者が危険を

取り除く必要がある。

1   家庭内事故による乳幼児・高齢者
の年間死亡者のおもな原因別割合

2   家庭内で起こる事故の例
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※死因の内訳はおもな
　項目のため，たしあ
　げても100%にはな
　らない。

有害物質による不
慮の中毒及び有害
物質への曝露

熱及び高温物質
との接触

煙，火及び火炎
への曝露

ばく ろ

でき し

0%1%

65歳以上0～4歳
7%

14%

71%

18%

42%

23%

4%

4%

（厚生労働省「人口動態統計」令和２年より）

玄関マットや
カーペットに
つまずく

ベランダに椅
い
子
す
や

箱など踏み台にな
るものを置く（幼
児の転落）

ストーブで
やけど

＊�ヒートショックとは，急激な温度変化がからだに及ぼす影響のこと。室温の変化によって血圧が急激に変化し，脈拍が速くなることがあり，高齢者や
高血圧の人では心筋梗

こう
塞
そく
などにつながり，命の危険もある。

犬にかまれる

植木の手入れで
はしごや脚

きゃ
立
たつ
か

ら転落

階段から落下

コンセントに
指を入れる
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高齢者の
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ドアに
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洗濯機に幼児
が落ちる

浴槽で
おぼれる

たこ足配線に
よる発火

幼児の手の届
く場所に刃物
を置き，けが

ベビーベッド
からの転落

油鍋
なべ
などでや

けどをする

アイロンで
やけど

たばこ，ボ
タン電池な
どの誤飲

テーブルクロスをひっ
ぱって上のものが落下

一酸化
炭素
中毒

束ねた
コード
から出火

蜂
はち
にさされる
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資料　地震などの災害に備えよう

耐震構造
柱や壁を強くした
り，筋交を入れたり
して地震に耐える。

免震構造
建物と地面の間に免
震ゴムなどをつけて
地面の揺れを建物に
伝えない。

制振構造
揺れのエネルギーを
吸収する装置（制振
ダンパー）で被害を
抑
おさ
える。

耐震・免震・制振構造
　地震による被害では，家具類の転倒や落下物による負傷者
が多い。地震の多い日本では，自分や家族の身を守るために，

室内の地震対策が必要である。家具の転倒は，それによる負

傷だけでなく，廊
ろう
下
か
を塞

ふ
さいだり，ドアが開かなくなったり

する恐れもある。高さのある家具は，転倒防止器具で確実に

固定し，それ以外の家具は防震ゴムなどで防止するようにし

よう。そして避難時の邪魔にならないように，ふだんから室

内の整
せい
理
り
整
せい
頓
とん
を心がけることも大切である。

　最近の技術では耐震構造や免震構造など地震への備えが，
建物の構造レベルで進んでいる。大規模な災害が発生すると

行政機関や電気・水道なども被災してしまう。地震などの自

然災害に対して，自助・互助・共助・公助（➡p.63，67）を
組み合わせて，どのように備えておくことができるか考えて

みよう。

　これまで日本では多くの災害が発
生し，被害に苦しんできた。災害の
被害をいたみ，その教訓を生かして
伝えていくため，各地にさまざまな
記録が残されており，石碑もそのひ
とつである。地域にある災害の碑を
探してみよう。

安 全

災害の記憶
を刻む

Co
lumn

▲安政地震・津波（1854年）の碑
　（大阪）

▲学校に設置された制振ダンパー

◀自然災害伝承碑の地図記号

【地震の防災対策と避難の例】 【地震への事前の備え】

【避難のための防災情報（タイミング）】

つっぱり棒で家具
を固定

避難所に行ってからも，さまざまな課題
が考えられる。どのような課題があるか
考えてみよう。

食器などは中身の
飛び出し防止

出される情報 とるべき行動

警戒レベル１ 警報の可能性
心構えを
高めよう

警戒レベル２ 注意報
避難行動を
確認しよう

警戒レベル３
（高齢者等避難）

避難準備

高齢者等
避難開始

高齢者等は
避難する
ほかの住民は
避難準備

警戒レベル４
（全員避難）

避難勧告
避難指示
（緊急）

避難する

警戒レベル５
災害の発生
情報
（できる範囲）

命を守る最善
の行動を！

（内閣府 防災担当）

豪雨などの際，取るべき行動を示した
警戒レベルが発令される。

地震発生前

地震発生

地震発生後
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行政機関や電気・水道なども被災してしまう。地震などの自

然災害に対して，自助・互助・共助・公助（➡p.63，67）を
組み合わせて，どのように備えておくことができるか考えて

みよう。

　これまで日本では多くの災害が発
生し，被害に苦しんできた。災害の
被害をいたみ，その教訓を生かして
伝えていくため，各地にさまざまな
記録が残されており，石碑もそのひ
とつである。地域にある災害の碑を
探してみよう。
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災害の記憶
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lumn

▲安政地震・津波（1854年）の碑
　（大阪）

▲学校に設置された制振ダンパー

◀自然災害伝承碑の地図記号

【地震の防災対策と避難の例】 【地震への事前の備え】

【避難のための防災情報（タイミング）】

つっぱり棒で家具
を固定

＊�高齢者等以外の人も必要に応じて自主
避難する。
避難所に行ってからも，さまざまな課題
が考えられる。どのような課題があるか
考えてみよう。
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飛び出し防止

出される情報 とるべき行動
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災害への心構
えを高める
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高潮注意報
（気象庁）

自らの避難
行動を確認

警戒レベル３
高齢者等
避難

危険な場所
から高齢者等
は避難＊

警戒レベル４ 避難指示
危険な場所
から全員避難

警戒レベル４までに必ず避難！

警戒レベル５ 緊急安全確保
命の危険
直ちに
安全確保！

（内閣府 防災情報のページ）

豪雨などの際，取るべき行動を示した
警戒レベルが発令される。

地震発生前

地震発生

地震発生後
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資料　地震などの災害に備えよう

耐震構造
柱や壁を強くした
り，筋交を入れたり
して地震に耐える。

免震構造
建物と地面の間に免
震ゴムなどをつけて
地面の揺れを建物に
伝えない。

制振構造
揺れのエネルギーを
吸収する装置（制振
ダンパー）で被害を
抑
おさ
える。

耐震・免震・制振構造
　地震による被害では，家具類の転倒や落下物による負傷者
が多い。地震の多い日本では，自分や家族の身を守るために，

室内の地震対策が必要である。家具の転倒は，それによる負

傷だけでなく，廊
ろう
下
か
を塞

ふ
さいだり，ドアが開かなくなったり

する恐れもある。高さのある家具は，転倒防止器具で確実に

固定し，それ以外の家具は防震ゴムなどで防止するようにし

よう。そして避難時の邪魔にならないように，ふだんから室

内の整
せい
理
り
整
せい
頓
とん
を心がけることも大切である。

　最近の技術では耐震構造や免震構造など地震への備えが，
建物の構造レベルで進んでいる。大規模な災害が発生すると

行政機関や電気・水道なども被災してしまう。地震などの自

然災害に対して，自助・互助・共助・公助（➡p.63，67）を
組み合わせて，どのように備えておくことができるか考えて

みよう。

　これまで日本では多くの災害が発
生し，被害に苦しんできた。災害の
被害をいたみ，その教訓を生かして
伝えていくため，各地にさまざまな
記録が残されており，石碑もそのひ
とつである。地域にある災害の碑を
探してみよう。

安 全

災害の記憶
を刻む

Co
lumn

▲安政地震・津波（1854年）の碑
　（大阪）

▲学校に設置された制振ダンパー

◀自然災害伝承碑の地図記号

【地震の防災対策と避難の例】 【地震への事前の備え】

【避難のための防災情報（タイミング）】

つっぱり棒で家具
を固定

＊�高齢者等以外の人も必要に応じて自主
避難する。
避難所に行ってからも，さまざまな課題
が考えられる。どのような課題があるか
考えてみよう。

食器などは中身の
飛び出し防止

出される情報 とるべき行動

警戒レベル１
早期注意情報
（気象庁）

災害への心構
えを高める

警戒レベル２
大雨・洪水・
高潮注意報
（気象庁）

自らの避難
行動を確認

警戒レベル３
高齢者等
避難

危険な場所
から高齢者等
は避難＊

警戒レベル４ 避難指示
危険な場所
から全員避難

警戒レベル４までに必ず避難！

警戒レベル５ 緊急安全確保
命の危険
直ちに
安全確保！

（内閣府 防災情報のページ）

豪雨などの際，取るべき行動を示した
警戒レベルが発令される。

地震発生前

地震発生

地震発生後
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震ゴムなどをつけて
地面の揺れを建物に
伝えない。
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吸収する装置（制振
ダンパー）で被害を
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える。

耐震・免震・制振構造
　地震による被害では，家具類の転倒や落下物による負傷者
が多い。地震の多い日本では，自分や家族の身を守るために，

室内の地震対策が必要である。家具の転倒は，それによる負

傷だけでなく，廊
ろう
下
か
を塞

ふ
さいだり，ドアが開かなくなったり

する恐れもある。高さのある家具は，転倒防止器具で確実に

固定し，それ以外の家具は防震ゴムなどで防止するようにし

よう。そして避難時の邪魔にならないように，ふだんから室
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頓
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を心がけることも大切である。

　最近の技術では耐震構造や免震構造など地震への備えが，
建物の構造レベルで進んでいる。大規模な災害が発生すると

行政機関や電気・水道なども被災してしまう。地震などの自

然災害に対して，自助・互助・共助・公助（➡p.63，67）を
組み合わせて，どのように備えておくことができるか考えて

みよう。

　これまで日本では多くの災害が発
生し，被害に苦しんできた。災害の
被害をいたみ，その教訓を生かして
伝えていくため，各地にさまざまな
記録が残されており，石碑もそのひ
とつである。地域にある災害の碑を
探してみよう。

安 全

災害の記憶
を刻む

Co
lumn

▲安政地震・津波（1854年）の碑
　（大阪）

▲学校に設置された制振ダンパー

◀自然災害伝承碑の地図記号

【地震の防災対策と避難の例】 【地震への事前の備え】

【避難のための防災情報（タイミング）】

つっぱり棒で家具
を固定

＊�高齢者等以外の人も必要に応じて自主
避難する。
避難所に行ってからも，さまざまな課題
が考えられる。どのような課題があるか
考えてみよう。

食器などは中身の
飛び出し防止

出される情報 とるべき行動

警戒レベル１
早期注意情報
（気象庁）

災害への心構
えを高める

警戒レベル２
大雨・洪水・
高潮注意報
（気象庁）

自らの避難
行動を確認

警戒レベル３
高齢者等
避難

危険な場所
から高齢者等
は避難＊

警戒レベル４ 避難指示
危険な場所
から全員避難

警戒レベル４までに必ず避難！

警戒レベル５ 緊急安全確保
命の危険
直ちに
安全確保！

（内閣府 防災情報のページ）

豪雨などの際，取るべき行動を示した
警戒レベルが発令される。

地震発生前

地震発生

地震発生後
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関連学習

学習
目標

Check

 B 編 　３ 住生活

[ 小  中家庭 ]バリアフリー　[ 中道徳 ]伝統の継承　[ 中公民 ]伝統文化への関心　[ 中  高美術 ]文化遺産への理解　
[ 高日本史，世界史 ]文化と人々の暮らし　[ 高地理 ]地域的特色と課題／世界各地の人々の生活

自分の理想に近いものを選ぼう。
10 年後，どんな家に暮らしていたい？

　 今の家　 賃貸マンション　 シェアハウス

　 学校（会社）の寮　 その他

	持続可能な住まい方を考られるようになろう
	さまざまな暮らし方について知ろう
	未来の暮らし方を想像してみよう

1  持続可能な住まいへ
（１）人口減少と住まい
　日本は，世界と比べて一戸あたりの土地が狭く，一人あた

りの床面積も狭い。 1 　日本の人口は都市部に集中しており，

都市部ほど土地は狭く，価格は高い。学校や会社から離れた場

所に住まいを建てることが多く，通勤や通学に時間がかかる

ことが多い。日本では少子化を背景に，全国的に急激な人口減
少が起こっている。人口減少により，空き家が増えて地域の

価値や治安が悪くなるなどの問題点が指摘されている p.181 。 
今後も人口減少は進むと予測され，地方を中心に生活サービ

スの入手が難しくなるともいわれている。

住まいの課題と未来の暮らし4

1  一人あたりの床面積

（国土交通省「住宅経済関連データ」令和３年度より）

高校の跡地の利用を考えよう

　あなたの高校が移転すること
になったと仮定して，高校の跡
地と建物を有効利用する例を考
えてみよう。また，ほかの人に
プレゼンしてみよう。

新しい利用方法は？ 何に使ってもらう？

だれに使ってもらう？ 再利用の効果は？
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[ 小  中家庭 ]バリアフリー　[ 中道徳 ]伝統の継承　[ 中公民 ]伝統文化への関心　[ 中  高美術 ]文化遺産への理解　
[ 高日本史，世界史 ]文化と人々の暮らし　[ 高地理 ]地域的特色と課題／世界各地の人々の生活

自分の理想に近いものを選ぼう。
10 年後，どんな家に暮らしていたい？

　 今の家　 賃貸マンション　 シェアハウス

　 学校（会社）の寮　 その他

	持続可能な住まい方を考られるようになろう
	さまざまな暮らし方について知ろう
	未来の暮らし方を想像してみよう

1  持続可能な住まいへ
（１）人口減少と住まい
　日本は，世界と比べて一戸あたりの土地が狭く，一人あた

りの床面積も狭い。 1 　日本の人口は都市部に集中しており，

都市部ほど土地は狭く，価格は高い。学校や会社から離れた場

所に住まいを建てることが多く，通勤や通学に時間がかかる

ことが多い。日本では少子化を背景に，全国的に急激な人口減
少が起こっている。人口減少により，空き家が増えて地域の

価値や治安が悪くなるなどの問題点が指摘されている p.181 。 
今後も人口減少は進むと予測され，地方を中心に生活サービ

スの入手が難しくなるともいわれている。

住まいの課題と未来の暮らし4

1  一人あたりの床面積

（国土交通省「住宅経済関連データ」令和４年度より）

高校の跡地の利用を考えよう

　あなたの高校が移転すること
になったと仮定して，高校の跡
地と建物を有効利用する例を考
えてみよう。また，ほかの人に
プレゼンしてみよう。

新しい利用方法は？ 何に使ってもらう？

だれに使ってもらう？ 再利用の効果は？
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電源プラグの周囲にほこりや湿気が付着する
ことにより，差込口から出火することをト
ラッキング現象という。湿気の多い 6月〜
8月に，もっとも多く発生する。定期的に電
源プラグを抜いてほこりを取り除くなど，十
分注意しよう。

ほこり，湿気

燃えているコンセント

（２）火災に備えよう
　調理器具やたばこ，放火など，さまざまな原因によって建

物の火災が発生することがある。 3 　火災が発生すると，や

けどなどの炎による被害だけでなく，一酸化炭素などの有毒
ガスによる中毒も発生する。火災を予防するには，ストーブ

やコンロのまわりに燃えやすいものを置かず，壁から離して

使用する，電気製品のプラグを長時間差し込んだままにしな

い（プラグにほこりがたまり，トラッキング現象が起こる恐
れ 4  がある）などに気をつけよう。

（３）犯罪に備えよう
　空き巣や忍び込みなど，犯罪者の侵入も気をつけたい。侵
入窃

せっ
盗
とう
の犯人は，窓や玄関から侵入することが多い。犯人の

侵入を防ぐため，外出時に必ず鍵
かぎ
を閉める，敷

しき
地
ち
内の見通し

をよくするなど，日
ひ
頃
ごろ
から気にしておこう。普段から地域の

人々と挨
あい
拶
さつ
をするなど，近

きん
隣
りん
住民同士のかかわりを強化して

おくと，犯罪が起こりにくいといわれている。自治体ごとに，

防犯パトロールや見守り活動など，防犯や防災についてさま

ざまな取り組みが行われている。高校生が参加できる取り組

みも多い。住んでいる地域には，どんな取り組みがあるか，調

べてみよう。

3  おもな出火原因

4  トラッキング現象

たばこ
1,721
(8.8%)

配線器具
1,187(6.1%)
放火1,072
(5.5%)

ストーブ
1,057 (5.4%)

電気装置
401 (2.1%)
灯火
410 (2.1%)

その他
8,115
(41.5%)

建物火災
19,549件
（100%）

こんろ
2,617
(13.4%)

電気機器1,413
(7.2%)

電灯電話等の配線
985 (5.0%)

放火の疑い
571 (2.9%)

※�放火防止は，地域全体で環境を整えること
が重要である。

（消防庁「消防白書」令和４年版より）

① 	p.164の Check から自分の考
えは

　□変わった　□変わらなかった
②	変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。

地震などの災害に対して備
えようと思う？

Review

点整理要  ●自分の住んでいる地域の自然災害の被害内容を調べるにはハザードマップが便利である。
 ●日本は地震が多いので，日頃から備えておくことが大切である。
 ●家庭内事故は毎年多く発生しており，とくに乳幼児や高齢者は注意が必要である。
 ●建物の火災原因にはさまざまなものがある。
 ●犯罪者の侵入にも注意が必要で，普段からの近隣住民同士のかかわりが予防になる。

　割れた窓の家を見たとき，どのよう
に感じるだろう。この状態を放って
おくと，やがて地域の風

ふう
紀
き
が悪くな

り犯罪につながることもある。これ
を「割れ窓理論（Broken Windows 
Theory）」という。街を綺

き
麗
れい
に保つこ

とが犯罪の防止になることを意識し，
まちづくりを考えてみよう！

割れ窓理論Co
lumn

（令和3年中）
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電源プラグの周囲にほこりや湿気が付着する
ことにより，差込口から出火することをト
ラッキング現象という。湿気の多い 6月〜
8月に，もっとも多く発生する。定期的に電
源プラグを抜いてほこりを取り除くなど，十
分注意しよう。

ほこり，湿気

燃えているコンセント

（２）火災に備えよう
　調理器具やたばこ，放火など，さまざまな原因によって建

物の火災が発生することがある。 3 　火災が発生すると，や

けどなどの炎による被害だけでなく，一酸化炭素などの有毒
ガスによる中毒も発生する。火災を予防するには，ストーブ

やコンロのまわりに燃えやすいものを置かず，壁から離して

使用する，電気製品のプラグを長時間差し込んだままにしな

い（プラグにほこりがたまり，トラッキング現象が起こる恐
れ 4  がある）などに気をつけよう。

（３）犯罪に備えよう
　空き巣や忍び込みなど，犯罪者の侵入も気をつけたい。侵
入窃

せっ
盗
とう
の犯人は，窓や玄関から侵入することが多い。犯人の

侵入を防ぐため，外出時に必ず鍵
かぎ
を閉める，敷

しき
地
ち
内の見通し

をよくするなど，日
ひ
頃
ごろ
から気にしておこう。普段から地域の

人々と挨
あい
拶
さつ
をするなど，近

きん
隣
りん
住民同士のかかわりを強化して

おくと，犯罪が起こりにくいといわれている。自治体ごとに，

防犯パトロールや見守り活動など，防犯や防災についてさま

ざまな取り組みが行われている。高校生が参加できる取り組

みも多い。住んでいる地域には，どんな取り組みがあるか，調

べてみよう。

3  おもな出火原因

4  トラッキング現象

配線器具
1,062(5.5%)

たばこ
1,858
(9.6%)

放火1,149
(5.9%)

ストーブ
1,047 (5.4%)

電気装置
386 (2.0%)
たき火
430 (2.2%)

その他
7,865
(40.6%)

建物火災
19,365件
（100%）

こんろ
2,735
(14.1%)

電気機器1,228
(6.3%)

電灯電話等の配線
1,027 (5.3%)

放火の疑い
578 (3.0%)

※�放火防止は，地域全体で環境を整えること
が重要である。

（消防庁「消防白書」令和３年版より）

① �p.164の Check から自分の考
えは

　□変わった　□変わらなかった
②�変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。

地震などの災害に対して備
えようと思う？

Review

点整理要 	●自分の住んでいる地域の自然災害の被害内容を調べるにはハザードマップが便利である。
	 ●日本は地震が多いので，日頃から備えておくことが大切である。
	 ●家庭内事故は毎年多く発生しており，とくに乳幼児や高齢者は注意が必要である。
	 ●建物の火災原因にはさまざまなものがある。
	 ●犯罪者の侵入にも注意が必要で，普段からの近隣住民同士のかかわりが予防になる。

　割れた窓の家を見たとき，どのよう
に感じるだろう。この状態を放って
おくと，やがて地域の風

ふう
紀
き

が悪くな
り犯罪につながることもある。これ
を「割れ窓理論（Broken Windows 
Theory）」という。街を綺

き
麗
れい

に保つこ
とが犯罪の防止になることを意識し，
まちづくりを考えてみよう！

割れ窓理論Co
lumn

（令和２年中）
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令 和 ５ 年 度 教 科 書 （ 旧 ）

家基 703　家庭基礎 つながる暮らし 共に創る未来　令和５年度版→６年度版修正箇所

　家計の収入と支出を管理するに
は，家計簿を利用するのが効果的で
ある。近年では，スマートフォンの
家計簿アプリなども増えている。家
計簿アプリには，お金を使った日付
や金額などを項目ごとに入力する
と，支出の合計や，項目の内訳が自
動的に計算されたり，グラフ化され
たりするものもある。また，レシー
ト読み込み機能がついていて，レ
シートをスマートフォンで撮影する
だけで，自動的に金額などが記録さ
れるものもある。

家計簿Co
lumn

収入 支出

実支出実収入
522,572円

世帯主収入
409,088円

世帯主の配
偶者の収入
60,651円

ほかの世帯員
の収入
10,442円

その他
42,391円

360,457円

非消費支出
96,550円

消費支出
263,907円

食料*　65,737円

住居　23,094円
光熱・水道　17,734円
家具・家事用品 10,543円
被服および履き物 8,967円
保健医療　10,941円
交通・通信　40,987円
教育　12,869円
教養娯楽　24,887円
その他の消費支出
48,149円

黒字
162,115円

勤め先収入
480,181円

可処分所得
426,022円

消費支出の内訳

24.9%

8.8%
6.7%

4.0% 3.4%4.1%
15.5%
4.9%
9.4%

18.2%

勤労者世帯平均
世帯人員 2.52人
有業人員 1.52人
世帯主の平均年齢
 47.9歳

繰越金＊2

預貯金預け入れ, 保険掛金, 借入金返済,
財産購入, 一括払い購入借入金返済,
分割払い購入借入金返済, その他

実支出以外
の支払

税金（所得税,地方税など）,社会保険料など
非消費支出

食料, 住居, 光熱・水道, 家具・家事用品,
被服および履き物, 保健医療, 交通・通信,
教育, 教養娯楽, 消費税, その他

消費支出

実支出
支
出（
支
払
）

預貯金引き出し, 保険取金, 借入金,
財産売却, 一括払い購入借入金,
分割払い購入借入金, その他

勤め先収入, 事業・内職収入,
年金収入, 受贈金, その他

繰入金＊1

実収入以外
の受取

実収入

収
入（
受
取
）

（１）家計の収入と支出
　家計は，入ってくるお金である収入と，出ていくお金であ
る支出から成り立っている。 2  3 　また，現金や預貯金，負

債，土地，不動産など，家計がもつ経済的な価値を合計した

ものを財産  1と呼ぶ。

❖ 収入
　収入には実収入（財産を増やす）と実収入以外の受取（財
産を増やさない）がある。収入の大半を占める賃金（勤め先

収入）は，財産を増やす実収入である。賃金以外の収入には，

預貯金引き出しや分割払いでの購入などがある。預貯金を引

き出すと，手元にあるお金が増えるようにみえるが，銀行口

座の残高が減る。このような財産を増やさない収入を，実収

入以外の受取という。

1  財産とは，家計が蓄積してきた金銭的価
値物をある時点で総計したものをさす。

（➡ p.188）

2  家計の収入・支出項目

3  家計収支の内訳 （総世帯のうち勤労者世帯）

（総務省統計局「家計調査年報」令和３年より）
＊消費支出における食料費の割合のことを，エンゲル係数という。　※四捨五入の関係で合計が合わない場合あり。

＊１　前月の手持ちの現金。

＊２　当月の手持ちの現金。

豆知識   住民税は前年の給与所得に対して課税されるため，前職のない新卒の新入社員が４月に入社した場合，翌年の
６月の給与から差し引かれる。
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令 和 ６ 年 度 教 科 書 （ 新 ）

　家計の収入と支出を管理するに
は，家計簿を利用するのが効果的で
ある。近年では，スマートフォンの
家計簿アプリなども増えている。家
計簿アプリには，お金を使った日付
や金額などを項目ごとに入力する
と，支出の合計や，項目の内訳が自
動的に計算されたり，グラフ化され
たりするものもある。また，レシー
ト読み込み機能がついていて，レ
シートをスマートフォンで撮影する
だけで，自動的に金額などが記録さ
れるものもある。

家計簿Co
lumn

収入 支出

実収入

世帯主収入
416,583円

世帯主の配
偶者の収入
65,034円

ほかの世帯員
の収入
10,502円

その他
43,058円

実支出
373,592円 消費支出

273,417円

食料*　67,166円

光熱・水道　20,019円

保健医療　11,424円
交通・通信　41,438円
教育　12,100円
教養娯楽　26,855円
その他の消費支出
50,056円

黒字
161,584円

勤め先収入
492,119円

可処分所得
435,001円

消費支出の内訳

24.6%

8.8%
7.3%

3.8% 3.6%4.2%
15.2%
4.4%
9.8%

18.3%

勤労者世帯平均
世帯人員 2.50人
有業人員 1.53人
世帯主の平均年齢
 48.0歳 住居　24,148円

家具・家事用品 10,435円
被服および履き物 9,776円535,177円

非消費支出
100,176円

繰越金＊2

預貯金預け入れ, 保険掛金, 借入金返済,
財産購入, 一括払い購入借入金返済,
分割払い購入借入金返済, その他

実支出以外
の支払

税金（所得税,地方税など）,社会保険料など
非消費支出

食料, 住居, 光熱・水道, 家具・家事用品,
被服および履き物, 保健医療, 交通・通信,
教育, 教養娯楽, 消費税, その他

消費支出

実支出
支
出（
支
払
）

預貯金引き出し, 保険取金, 借入金,
財産売却, 一括払い購入借入金,
分割払い購入借入金, その他

勤め先収入, 事業・内職収入,
年金収入, 受贈金, その他

繰入金＊1

実収入以外
の受取

実収入

収
入（
受
取
）

（１）家計の収入と支出
　家計は，入ってくるお金である収入と，出ていくお金であ

る支出から成り立っている。 2  3 　また，現金や預貯金，負

債，土地，不動産など，家計がもつ経済的な価値を合計した

ものを財産 1 と呼ぶ。

❖ 収入
　収入には実収入（財産を増やす）と実収入以外の受取（財

産を増やさない）がある。収入の大半を占める賃金（勤め先

収入）は，財産を増やす実収入である。賃金以外の収入には，

預貯金引き出しや分割払いでの購入などがある。預貯金を引

き出すと，手元にあるお金が増えるようにみえるが，銀行口

座の残高が減る。このような財産を増やさない収入を，実収

入以外の受取という。

1  財産とは，家計が蓄積してきた金銭的価
値物をある時点で総計したものをさす。

（➡ p.188）

2  家計の収入・支出項目

3  家計収支の内訳 （総世帯のうち勤労者世帯）

（総務省統計局「家計調査年報」令和４年より）
＊消費支出における食料費の割合のことを，エンゲル係数という。　※四捨五入の関係で合計が合わない場合あり。

＊１　前月の手持ちの現金。

＊２　当月の手持ちの現金。

豆知識   住民税は前年の給与所得に対して課税されるため，前職のない新卒の新入社員が４月に入社した場合，翌年の
６月の給与から差し引かれる。

186
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訂正箇所

家基 703　家庭基礎 つながる暮らし 共に創る未来　令和５年度版→６年度版修正箇所

令 和 ５ 年 度 教 科 書（ 旧 ） 令 和 ６ 年 度 教 科 書（ 新 ）

豆知識  日本学生支援機構の奨学金には，貸与型と給付型のものがある。貸与型には，無利息と利息付の２種類がある。

2  将来の経済計画を考えよう
　毎日の家計を計画的に管理するためには，長期的な生活設

計と，それにともなう出費を考えた経済計画が必要である。
人生の大きなライフイベントには，まとまったお金がかかる

ことが多いため，すぐにお金の用意をするのは難しい。

　また，長期的な計画とともに，事故や病気，働いている会

ライフステージ
とお金

　人生には，さまざまな段階（ステ
ージ）がある。各段階によって，必
要となるお金も変わってくる。結婚
や子育てをするかどうか，家を買う
かどうかなど，選択肢も人それぞれ
だ。下図の費用イメージを参考に，
将来どれくらいのお金が必要になる
のか考えてみよう。

初任給の額

結婚にかかわる費用

★高校卒

　約17万円
★高専・短大卒

　約18万円
★大学卒

　約21万円
★大学院卒

　約24万円

★�婚約（結納金・婚約指輪）
にかかる費用

　約133万円
★�挙式・披

ひ
露
ろう
宴
えん
・披露パー

ティーにかかる費用

　約292万円
★�新婚旅行費用

　約30万円

【ライフステージ別支出】

初任給：学歴別にみた初任給（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和元年）。結婚にかかわる費用：全国推計値（ゼクシィ「結

婚トレンド調査2021」）。出産費用：入院料，分娩料，新生児管理保育料ほか，妊婦合計負担額の平均（公益社団法人 国民健康保

険中央会「出産費用 平成28年度」）。教育費：各学年の平均額の合計（文部科学省「子供の学習費調査」平成30年度）。住宅資金：

全国の平均。対象はフラット35（住宅金融支援機構と民間金融機関による長期固定金利ローン）の利用者（住宅金融支援機構「フ

ラット35利用者調査」令和３年度）。老後の生活費：老後の最低日常生活費 （生命保険文化センター「生活保障に関する調査」令和

元年版）。葬儀にかかる費用：飲食接待，寺院利用，葬儀一式などの合計（日本消費者協会「第11回『葬儀についてのアンケート調

査』報告書」平成29年）。

①30歳未満
　（平均世帯人員：1.39人，消費支出：約17万円） 
②30歳代
　（平均世帯人員：2.51人，消費支出：約22万円） 
③40歳代
　（平均世帯人員：2.80人，消費支出：約25万円） 
④50歳代
　（平均世帯人員：2.50人，消費支出：約28万円） 
⑤60歳代
　（平均世帯人員：2.26人，消費支出：約26万円） 

②30歳代

③40歳代

④50歳代

⑤60歳代

①30歳未満
交際費

教養娯楽交通・通信
保健医療

被服及び履き物
は

光熱・水道

食料
（外食を除く）

10.210.115.2
3.12.1

4.44.96.3
3.4

14.77.318.5

14.3

12.2
2.9

9.96.715.63.6
3.2

4.28.6 6.719.9

15.79.06.815.34.1 4.26.5
2.9

5.2 7.1

6.5

19.3

12.911.015.35.5
0.7

3.7 4.5

3.9

3.87.6 7.24.922.8

住居 24.1

家具・家事用品 2.8 教育 0.3

9.2

外食
その他の消費支出
（交際費を除く）

13.8 7.911.0

3.1

4.65.6

0 20 40 60 80
（％）
100

3.3

就職 結婚

（総務省統計局「2019年全国家計構造調査」より）
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C編

給与明細を読んでみよう

　ある正社員の給与明細を例に，どのような項目が記載されているのか見てみよう。最近は紙で発行されず，Webで閲
覧するタイプのものもある。収入の合計額だけを見るのではなく，どのような項目の金額が差し引かれ，どのような意
味があるのかなども知っておこう。

❖ 支出
　支出には，実支出（財産を減らす）と，実支出以外の支払
（財産は減らない）がある。お金を使い，財産を減らす支出

のことを実支出という。実支出の大半は，食費や被服費，交

通・通信費など，商品（モノ・サービス）を購入するための

消費支出である。一方，税金や社会保険料など，政府（国や
地方自治体など）への支出を，非消費支出という。また，家
計には預貯金や民間保険の掛け金，株購入などのための支出

もある。これらの手元のお金は減らすが，財産を減らさない

支出を，実支出以外の支払という。

　実収入から，非消費支出を差し引いたものを，可
か

処
しょ

分
ぶん

所
しょ

得
とく

（手取り）という。実収入と実支出の差は黒字 2と呼ばれる
が，差がマイナスであれば，赤字ということになる。この部

分は可処分所得から消費支出を除いた部分と一致する。 3

　　

　直接税と間接税の違いは，担税者
( 税金を実際に負担する者 ) と納税
者（税金を納める者）が同じか，異
なるかである。消費税の場合，担税
者は商品を購入・消費した家計・個
人であるが，納税者は商品の生産・
流通・販売にかかわる事業者である
ため，間接税となる。

LINK直接税と間接税Co
lumn

2  黒字は，預貯金，保険掛金，有価証券，
住宅ローン返済などにあてられる。

◦�1か月の基本
の給与

　�ボーナス額の
基準となる。

◦おもな社会保険
健 康 保 険：�病気やけがをしたときに，会社が治療費の一部を負担する。
介 護 保 険：40歳以上になると徴収される。（➡p.62）
厚 生 年 金：�会社員や公務員などが加入する公的年金制度で，国民年金に

上乗せされて支給されるもの。
厚生年金基金：�厚生年金に加えて基金独自の給付金が支払われるもの。
雇 用 保 険：失業したとき再就職までの生活を支援する。

⃝可処分所得（手取り）
支給合計から税金，社会保険料などの
非消費支出を引いたもの。実際にもら
える金額。

◦国に納める金額
　�会社員は源

げん
泉
せん

徴
ちょう
収
しゅう
（給与か

ら差し引き）さ
れる。月の給与
から年収を予測
して所得税の金
額が決まり，年
末調整で過不足
が調整される。

◦基本給以外に
　支給される金銭
　�残業手当は会社
によって定めら
れた労働時間を
超えて労働する
と支給される。

◦収入の合計

◦�地方自治体に
納める税金。

◦諸手当
　�会社独自の規定に
より支給される。

所定の労働時
間を超えて働い
た時間。

令和４年

187C 編　１ 経済計画 ① 家計とお金の将来を考えよう ―
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給与明細を読んでみよう

　ある正社員の給与明細を例に，どのような項目が記載されているのか見てみよう。最近は紙で発行されず，Webで閲
覧するタイプのものもある。収入の合計額だけを見るのではなく，どのような項目の金額が差し引かれ，どのような意
味があるのかなども知っておこう。

242, 216 209, 272 209, 272 209, 272

❖ 支出
　支出には，実支出（財産を減らす）と，実支出以外の支払
（財産は減らない）がある。お金を使い，財産を減らす支出

のことを実支出という。実支出の大半は，食費や被服費，交

通・通信費など，商品（モノ・サービス）を購入するための

消費支出である。一方，税金や社会保険料など，政府（国や
地方自治体など）への支出を，非消費支出という。また，家
計には預貯金や民間保険の掛け金，株購入などのための支出

もある。これらの手元のお金は減らすが，財産を減らさない

支出を，実支出以外の支払という。

　実収入から，非消費支出を差し引いたものを，可
か

処
しょ

分
ぶん

所
しょ

得
とく

（手取り）という。実収入と実支出の差は黒字 2と呼ばれる
が，差がマイナスであれば，赤字ということになる。この部

分は可処分所得から消費支出を除いた部分と一致する。 3

　　

　直接税と間接税の違いは，担税者
( 税金を実際に負担する者 ) と納税
者（税金を納める者）が同じか，異
なるかである。消費税の場合，担税
者は商品を購入・消費した家計・個
人であるが，納税者は商品の生産・
流通・販売にかかわる事業者である
ため，間接税となる。

LINK直接税と間接税Co
lumn

2  黒字は，預貯金，保険掛金，有価証券，
住宅ローン返済などにあてられる。

◦�1か月の基本
の給与

　�ボーナス額の
基準となる。

◦おもな社会保険
健 康 保 険：�病気やけがをしたときに，会社が治療費の一部を負担する。
介 護 保 険：40歳以上になると徴収される。（➡p.62）
厚 生 年 金：�会社員や公務員などが加入する公的年金制度で，国民年金に

上乗せされて支給されるもの。
厚生年金基金：�厚生年金に加えて基金独自の給付金が支払われるもの。
雇 用 保 険：失業したとき再就職までの生活を支援する。

⃝可処分所得（手取り）
支給合計から税金，社会保険料などの
非消費支出を引いたもの。実際にもら
える金額。

◦国に納める金額
　�会社員は源

げん
泉
せん

徴
ちょう
収
しゅう
（給与か

ら差し引き）さ
れる。月の給与
から年収を予測
して所得税の金
額が決まり，年
末調整で過不足
が調整される。

◦基本給以外に
　支給される金銭
　�残業手当は会社
によって定めら
れた労働時間を
超えて労働する
と支給される。

◦収入の合計

◦�地方自治体に
納める税金。

◦諸手当
　�会社独自の規定に
より支給される。

所定の労働時
間を超えて働い
た時間。

※入社１年目，正社員の例。

令和５年

16：00

12, 000 3, 000

11, 050 23, 790 0 1, 254 36, 094 206, 122

5, 480 41, 574

4, 980

250, 846

27, 216

１月分
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豆知識  日本学生支援機構の奨学金には，貸与型と給付型のものがある。貸与型には，無利息と利息付の２種類がある。

2  将来の経済計画を考えよう
　毎日の家計を計画的に管理するためには，長期的な生活設

計と，それにともなう出費を考えた経済計画が必要である。
人生の大きなライフイベントには，まとまったお金がかかる

ことが多いため，すぐにお金の用意をするのは難しい。

　また，長期的な計画とともに，事故や病気，働いている会

ライフステージ
とお金

　人生には，さまざまな段階（ステ
ージ）がある。各段階によって，必
要となるお金も変わってくる。結婚
や子育てをするかどうか，家を買う
かどうかなど，選択肢も人それぞれ
だ。下図の費用イメージを参考に，
将来どれくらいのお金が必要になる
のか考えてみよう。

初任給の額

結婚にかかわる費用

★高校卒

　約18万円
★高専・短大卒

　約20万円
★大学卒

　約23万円
★大学院卒

　約27万円

★�婚約（結納金・婚約指輪）
にかかる費用

　約135万円
★�挙式・披

ひ
露
ろう
宴
えん
・披露パー

ティーにかかる費用

　約304万円
★�新婚旅行費用

　約30万円

【ライフステージ別支出】

初任給：新規学卒者の所定内給与額（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和４年）。結婚にかかわる費用：全国推計値（ゼクシ

ィ「結婚トレンド調査2022」）。出産費用：室料差額，産科医療補償制度掛金，その他の費目を除く出産費用の合計額（厚生労働省

「出産費用の実態把握に関する調査研究（令和３年度）」）。教育費：学校種別学習費総額の年数分（文部科学省「子供の学習費調査」

令和３年度）。住宅資金：全国の平均。対象はフラット35（住宅金融支援機構と民間金融機関による長期固定金利ローン）の利用者

（住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」2022年度）。老後の生活費：老後の最低日常生活費 （生命保険文化センター「生活保

障に関する調査」令和４年版）。葬儀にかかる費用：飲食接待，寺院利用，葬儀一式などの合計（日本消費者協会「第12回『葬儀に

ついてのアンケート調査』報告書」令和４年）。

①30歳未満
　（平均世帯人員：1.39人，消費支出：約17万円）�
②30歳代
　（平均世帯人員：2.51人，消費支出：約22万円）�
③40歳代
　（平均世帯人員：2.80人，消費支出：約25万円）�
④50歳代
　（平均世帯人員：2.50人，消費支出：約28万円）�
⑤60歳代
　（平均世帯人員：2.26人，消費支出：約26万円）�

②30歳代

③40歳代

④50歳代

⑤60歳代

①30歳未満
交際費

教養娯楽交通・通信
保健医療

被服及び履き物
は

光熱・水道

食料
（外食を除く）

10.210.115.2
3.12.1

4.44.96.3
3.4

14.77.318.5

14.3

12.2
2.9

9.96.715.63.6
3.2

4.28.6 6.719.9

15.79.06.815.34.1 4.26.5
2.9

5.2 7.1

6.5

19.3

12.911.015.35.5
0.7

3.7 4.5

3.9

3.87.6 7.24.922.8

住居 24.1

家具・家事用品 2.8 教育 0.3

9.2

外食
その他の消費支出
（交際費を除く）

13.8 7.911.0

3.1

4.65.6

0 20 40 60 80
（％）
100

3.3

就職 結婚

（総務省統計局「2019年全国家計構造調査」より）
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豆知識  日本学生支援機構の奨学金には，貸与型と給付型のものがある。貸与型には，無利息と利息付の２種類がある。

2  将来の経済計画を考えよう
　毎日の家計を計画的に管理するためには，長期的な生活設

計と，それにともなう出費を考えた経済計画が必要である。
人生の大きなライフイベントには，まとまったお金がかかる

ことが多いため，すぐにお金の用意をするのは難しい。

　また，長期的な計画とともに，事故や病気，働いている会

ライフステージ
とお金

　人生には，さまざまな段階（ステ
ージ）がある。各段階によって，必
要となるお金も変わってくる。結婚
や子育てをするかどうか，家を買う
かどうかなど，選択肢も人それぞれ
だ。下図の費用イメージを参考に，
将来どれくらいのお金が必要になる
のか考えてみよう。

初任給の額

結婚にかかわる費用

★高校卒

　約18万円
★高専・短大卒

　約20万円
★大学卒

　約23万円
★大学院卒

　約27万円

★�婚約（結納金・婚約指輪）
にかかる費用

　約135万円
★�挙式・披

ひ
露
ろう
宴
えん
・披露パー

ティーにかかる費用

　約304万円
★�新婚旅行費用

　約30万円

【ライフステージ別支出】

初任給：新規学卒者の所定内給与額（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和４年）。結婚にかかわる費用：全国推計値（ゼクシ

ィ「結婚トレンド調査2022」）。出産費用：室料差額，産科医療補償制度掛金，その他の費目を除く出産費用の合計額（厚生労働省

「出産費用の実態把握に関する調査研究（令和３年度）」）。教育費：学校種別学習費総額の年数分（文部科学省「子供の学習費調査」

令和３年度）。住宅資金：全国の平均。対象はフラット35（住宅金融支援機構と民間金融機関による長期固定金利ローン）の利用者

（住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」2022年度）。老後の生活費：老後の最低日常生活費 （生命保険文化センター「生活保

障に関する調査」令和４年版）。葬儀にかかる費用：飲食接待，寺院利用，葬儀一式などの合計（日本消費者協会「第12回『葬儀に

ついてのアンケート調査』報告書」令和４年）。

①30歳未満
　（平均世帯人員：1.39人，消費支出：約17万円）�
②30歳代
　（平均世帯人員：2.51人，消費支出：約22万円）�
③40歳代
　（平均世帯人員：2.80人，消費支出：約25万円）�
④50歳代
　（平均世帯人員：2.50人，消費支出：約28万円）�
⑤60歳代
　（平均世帯人員：2.26人，消費支出：約26万円）�

②30歳代

③40歳代

④50歳代

⑤60歳代

①30歳未満
交際費

教養娯楽交通・通信
保健医療

被服及び履き物
は

光熱・水道

食料
（外食を除く）

10.210.115.2
3.12.1

4.44.96.3
3.4

14.77.318.5

14.3

12.2
2.9

9.96.715.63.6
3.2

4.28.6 6.719.9

15.79.06.815.34.1 4.26.5
2.9

5.2 7.1

6.5

19.3

12.911.015.35.5
0.7

3.7 4.5

3.9

3.87.6 7.24.922.8

住居 24.1

家具・家事用品 2.8 教育 0.3

9.2

外食
その他の消費支出
（交際費を除く）

13.8 7.911.0

3.1

4.65.6

0 20 40 60 80
（％）
100

3.3

就職 結婚

（総務省統計局「2019年全国家計構造調査」より）
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豆知識  日本学生支援機構の奨学金には，貸与型と給付型のものがある。貸与型には，無利息と利息付の２種類がある。

2  将来の経済計画を考えよう
　毎日の家計を計画的に管理するためには，長期的な生活設

計と，それにともなう出費を考えた経済計画が必要である。
人生の大きなライフイベントには，まとまったお金がかかる

ことが多いため，すぐにお金の用意をするのは難しい。

　また，長期的な計画とともに，事故や病気，働いている会

ライフステージ
とお金

　人生には，さまざまな段階（ステ
ージ）がある。各段階によって，必
要となるお金も変わってくる。結婚
や子育てをするかどうか，家を買う
かどうかなど，選択肢も人それぞれ
だ。下図の費用イメージを参考に，
将来どれくらいのお金が必要になる
のか考えてみよう。

初任給の額

結婚にかかわる費用

★高校卒

　約17万円
★高専・短大卒

　約18万円
★大学卒

　約21万円
★大学院卒

　約24万円

★�婚約（結納金・婚約指輪）
にかかる費用

　約133万円
★�挙式・披

ひ
露
ろう
宴
えん
・披露パー

ティーにかかる費用

　約292万円
★�新婚旅行費用

　約30万円

【ライフステージ別支出】

初任給：学歴別にみた初任給（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和元年）。結婚にかかわる費用：全国推計値（ゼクシィ「結

婚トレンド調査2021」）。出産費用：入院料，分娩料，新生児管理保育料ほか，妊婦合計負担額の平均（公益社団法人 国民健康保

険中央会「出産費用 平成28年度」）。教育費：各学年の平均額の合計（文部科学省「子供の学習費調査」平成30年度）。住宅資金：

全国の平均。対象はフラット35（住宅金融支援機構と民間金融機関による長期固定金利ローン）の利用者（住宅金融支援機構「フ

ラット35利用者調査」令和３年度）。老後の生活費：老後の最低日常生活費 （生命保険文化センター「生活保障に関する調査」令和

元年版）。葬儀にかかる費用：飲食接待，寺院利用，葬儀一式などの合計（日本消費者協会「第11回『葬儀についてのアンケート調

査』報告書」平成29年）。

①30歳未満
　（平均世帯人員：1.39人，消費支出：約17万円） 
②30歳代
　（平均世帯人員：2.51人，消費支出：約22万円） 
③40歳代
　（平均世帯人員：2.80人，消費支出：約25万円） 
④50歳代
　（平均世帯人員：2.50人，消費支出：約28万円） 
⑤60歳代
　（平均世帯人員：2.26人，消費支出：約26万円） 

②30歳代

③40歳代

④50歳代

⑤60歳代

①30歳未満
交際費

教養娯楽交通・通信
保健医療

被服及び履き物
は

光熱・水道

食料
（外食を除く）

10.210.115.2
3.12.1

4.44.96.3
3.4

14.77.318.5

14.3

12.2
2.9

9.96.715.63.6
3.2

4.28.6 6.719.9

15.79.06.815.34.1 4.26.5
2.9

5.2 7.1

6.5

19.3

12.911.015.35.5
0.7

3.7 4.5

3.9

3.87.6 7.24.922.8

住居 24.1

家具・家事用品 2.8 教育 0.3

9.2

外食
その他の消費支出
（交際費を除く）

13.8 7.911.0

3.1

4.65.6

0 20 40 60 80
（％）
100

3.3

就職 結婚

（総務省統計局「2019年全国家計構造調査」より）
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点整理要  ●家庭生活におけるお金にかかわる営みである家庭経済は，国民経済を構成する主体として，家計
と呼ばれる。家計は企業との間でモノ・サービス，労働力などをやりとりしている。

 ●家計は，入ってくるお金である収入と，出ていくお金である支出から成り立っている。実収入か
ら，非消費支出を差し引いたものを可処分所得（手取り）という。

 ●将来を見通し，収入と支出のバランスを考えながら将来の経済計画を立てる。その際，リスクが
起こることも想定して，預貯金や保険の活用などについても考える。

社の倒産や災害など，想定外の出来事が起こる事態（リスク）

の備えとして，預貯金をすることも必要になる。国民の生活

の安定を支えるための社会保障制度 p.68 があるが，リスクに

備えて，生命保険，損害保険などの民間保険 p.189 を活用する
ことも考えられる。どのような人生を歩みたいか，また，どの

ようなリスクに遭遇する可能性があるのかを考えながら，生

涯を見通した経済計画を立ててみよう。

住宅ローン
　将来の住まいにかかわる住宅ローンは，高額で返
済期間も長くなるので，収入と返済のバランスを考
えることが重要である。金利によって支払う利息の
額も大きく変わるので，借りる時期や期間にも注意
しなければならない。金利はそのときどきで変わる
ので，現在の金利がどれくらいか調べてみよう。

出産・子育て 高齢期

出産費用

住宅資金

★�出産にかかる費用　約47万円

★�土地付注文住宅の購入費

　約4,694万円
★マンション購入費

　約4,848万円

教育費

老後の生活費

葬儀にかかる費用

★幼稚園（３年間）

　公立 約50万円
　（私立 約93万円）

★小学校（6年間）

　公立 約212万円
　（私立 約1,000万円）

★中学校（３年間）

　公立 約162万円
　（私立 約431万円）

★高等学校（３年間）

　公立 約154万円
　（私立 約316万円）

★1か月の生活費
　（夫婦２人の場合）

　約23万円

★葬儀費合計

　約162万円

① 	p.184の Check から自分の考
えは

　□変わった　□変わらなかった
②	変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。

おこづかいをどのように管
理する？

Review

191C 編　１ 経済計画 ① 家計とお金の将来を考えよう ―
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豆知識  日本学生支援機構の奨学金には，貸与型と給付型のものがある。貸与型には，無利息と利息付の２種類がある。

2  将来の経済計画を考えよう
　毎日の家計を計画的に管理するためには，長期的な生活設

計と，それにともなう出費を考えた経済計画が必要である。
人生の大きなライフイベントには，まとまったお金がかかる

ことが多いため，すぐにお金の用意をするのは難しい。

　また，長期的な計画とともに，事故や病気，働いている会

ライフステージ
とお金

　人生には，さまざまな段階（ステ
ージ）がある。各段階によって，必
要となるお金も変わってくる。結婚
や子育てをするかどうか，家を買う
かどうかなど，選択肢も人それぞれ
だ。下図の費用イメージを参考に，
将来どれくらいのお金が必要になる
のか考えてみよう。

初任給の額

結婚にかかわる費用

★高校卒

　約18万円
★高専・短大卒

　約20万円
★大学卒

　約23万円
★大学院卒

　約27万円

★�婚約（結納金・婚約指輪）
にかかる費用

　約135万円
★�挙式・披

ひ
露
ろう
宴
えん
・披露パー

ティーにかかる費用

　約304万円
★�新婚旅行費用

　約30万円

【ライフステージ別支出】

初任給：新規学卒者の所定内給与額（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和４年）。結婚にかかわる費用：全国推計値（ゼクシ

ィ「結婚トレンド調査2022」）。出産費用：室料差額，産科医療補償制度掛金，その他の費目を除く出産費用の合計額（厚生労働省

「出産費用の実態把握に関する調査研究（令和３年度）」）。教育費：学校種別学習費総額の年数分（文部科学省「子供の学習費調査」

令和３年度）。住宅資金：全国の平均。対象はフラット35（住宅金融支援機構と民間金融機関による長期固定金利ローン）の利用者

（住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」2022年度）。老後の生活費：老後の最低日常生活費 （生命保険文化センター「生活保

障に関する調査」令和４年版）。葬儀にかかる費用：飲食接待，寺院利用，葬儀一式などの合計（日本消費者協会「第12回『葬儀に

ついてのアンケート調査』報告書」令和４年）。

①30歳未満
　（平均世帯人員：1.39人，消費支出：約17万円）�
②30歳代
　（平均世帯人員：2.51人，消費支出：約22万円）�
③40歳代
　（平均世帯人員：2.80人，消費支出：約25万円）�
④50歳代
　（平均世帯人員：2.50人，消費支出：約28万円）�
⑤60歳代
　（平均世帯人員：2.26人，消費支出：約26万円）�
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豆知識  日本学生支援機構の奨学金には，貸与型と給付型のものがある。貸与型には，無利息と利息付の２種類がある。

2  将来の経済計画を考えよう
　毎日の家計を計画的に管理するためには，長期的な生活設

計と，それにともなう出費を考えた経済計画が必要である。
人生の大きなライフイベントには，まとまったお金がかかる

ことが多いため，すぐにお金の用意をするのは難しい。

　また，長期的な計画とともに，事故や病気，働いている会

ライフステージ
とお金

　人生には，さまざまな段階（ステ
ージ）がある。各段階によって，必
要となるお金も変わってくる。結婚
や子育てをするかどうか，家を買う
かどうかなど，選択肢も人それぞれ
だ。下図の費用イメージを参考に，
将来どれくらいのお金が必要になる
のか考えてみよう。

初任給の額

結婚にかかわる費用

★高校卒

　約18万円
★高専・短大卒

　約20万円
★大学卒

　約23万円
★大学院卒

　約27万円
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　約135万円
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宴
えん
・披露パー

ティーにかかる費用
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　約30万円

【ライフステージ別支出】

初任給：新規学卒者の所定内給与額（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和４年）。結婚にかかわる費用：全国推計値（ゼクシ

ィ「結婚トレンド調査2022」）。出産費用：室料差額，産科医療補償制度掛金，その他の費目を除く出産費用の合計額（厚生労働省

「出産費用の実態把握に関する調査研究（令和３年度）」）。教育費：学校種別学習費総額の年数分（文部科学省「子供の学習費調査」

令和３年度）。住宅資金：全国の平均。対象はフラット35（住宅金融支援機構と民間金融機関による長期固定金利ローン）の利用者

（住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」2022年度）。老後の生活費：老後の最低日常生活費 （生命保険文化センター「生活保

障に関する調査」令和４年版）。葬儀にかかる費用：飲食接待，寺院利用，葬儀一式などの合計（日本消費者協会「第12回『葬儀に

ついてのアンケート調査』報告書」令和４年）。
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2  将来の経済計画を考えよう
　毎日の家計を計画的に管理するためには，長期的な生活設

計と，それにともなう出費を考えた経済計画が必要である。
人生の大きなライフイベントには，まとまったお金がかかる

ことが多いため，すぐにお金の用意をするのは難しい。

　また，長期的な計画とともに，事故や病気，働いている会

ライフステージ
とお金

　人生には，さまざまな段階（ステ
ージ）がある。各段階によって，必
要となるお金も変わってくる。結婚
や子育てをするかどうか，家を買う
かどうかなど，選択肢も人それぞれ
だ。下図の費用イメージを参考に，
将来どれくらいのお金が必要になる
のか考えてみよう。

初任給の額

結婚にかかわる費用

★高校卒

　約18万円
★高専・短大卒

　約20万円
★大学卒

　約23万円
★大学院卒

　約27万円

★�婚約（結納金・婚約指輪）
にかかる費用

　約135万円
★�挙式・披

ひ
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ろう
宴
えん
・披露パー
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　約304万円
★�新婚旅行費用

　約30万円

【ライフステージ別支出】

初任給：新規学卒者の所定内給与額（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和４年）。結婚にかかわる費用：全国推計値（ゼクシ

ィ「結婚トレンド調査2022」）。出産費用：室料差額，産科医療補償制度掛金，その他の費目を除く出産費用の合計額（厚生労働省

「出産費用の実態把握に関する調査研究（令和３年度）」）。教育費：学校種別学習費総額の年数分（文部科学省「子供の学習費調査」

令和３年度）。住宅資金：全国の平均。対象はフラット35（住宅金融支援機構と民間金融機関による長期固定金利ローン）の利用者

（住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」2022年度）。老後の生活費：老後の最低日常生活費 （生命保険文化センター「生活保

障に関する調査」令和４年版）。葬儀にかかる費用：飲食接待，寺院利用，葬儀一式などの合計（日本消費者協会「第12回『葬儀に

ついてのアンケート調査』報告書」令和４年）。
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　（平均世帯人員：2.50人，消費支出：約28万円）�
⑤60歳代
　（平均世帯人員：2.26人，消費支出：約26万円）�
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豆知識  日本学生支援機構の奨学金には，貸与型と給付型のものがある。貸与型には，無利息と利息付の２種類がある。

2  将来の経済計画を考えよう
　毎日の家計を計画的に管理するためには，長期的な生活設

計と，それにともなう出費を考えた経済計画が必要である。
人生の大きなライフイベントには，まとまったお金がかかる

ことが多いため，すぐにお金の用意をするのは難しい。

　また，長期的な計画とともに，事故や病気，働いている会

ライフステージ
とお金

　人生には，さまざまな段階（ステ
ージ）がある。各段階によって，必
要となるお金も変わってくる。結婚
や子育てをするかどうか，家を買う
かどうかなど，選択肢も人それぞれ
だ。下図の費用イメージを参考に，
将来どれくらいのお金が必要になる
のか考えてみよう。

初任給の額

結婚にかかわる費用

★高校卒

　約17万円
★高専・短大卒

　約18万円
★大学卒

　約21万円
★大学院卒

　約24万円

★�婚約（結納金・婚約指輪）
にかかる費用

　約133万円
★�挙式・披

ひ
露
ろう
宴
えん
・披露パー

ティーにかかる費用

　約292万円
★�新婚旅行費用

　約30万円

【ライフステージ別支出】

初任給：学歴別にみた初任給（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和元年）。結婚にかかわる費用：全国推計値（ゼクシィ「結

婚トレンド調査2021」）。出産費用：入院料，分娩料，新生児管理保育料ほか，妊婦合計負担額の平均（公益社団法人 国民健康保

険中央会「出産費用 平成28年度」）。教育費：各学年の平均額の合計（文部科学省「子供の学習費調査」平成30年度）。住宅資金：

全国の平均。対象はフラット35（住宅金融支援機構と民間金融機関による長期固定金利ローン）の利用者（住宅金融支援機構「フ

ラット35利用者調査」令和３年度）。老後の生活費：老後の最低日常生活費 （生命保険文化センター「生活保障に関する調査」令和

元年版）。葬儀にかかる費用：飲食接待，寺院利用，葬儀一式などの合計（日本消費者協会「第11回『葬儀についてのアンケート調

査』報告書」平成29年）。
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　（平均世帯人員：1.39人，消費支出：約17万円） 
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　（平均世帯人員：2.51人，消費支出：約22万円） 
③40歳代
　（平均世帯人員：2.80人，消費支出：約25万円） 
④50歳代
　（平均世帯人員：2.50人，消費支出：約28万円） 
⑤60歳代
　（平均世帯人員：2.26人，消費支出：約26万円） 
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2  将来の経済計画を考えよう
　毎日の家計を計画的に管理するためには，長期的な生活設

計と，それにともなう出費を考えた経済計画が必要である。
人生の大きなライフイベントには，まとまったお金がかかる

ことが多いため，すぐにお金の用意をするのは難しい。

　また，長期的な計画とともに，事故や病気，働いている会

ライフステージ
とお金

　人生には，さまざまな段階（ステ
ージ）がある。各段階によって，必
要となるお金も変わってくる。結婚
や子育てをするかどうか，家を買う
かどうかなど，選択肢も人それぞれ
だ。下図の費用イメージを参考に，
将来どれくらいのお金が必要になる
のか考えてみよう。

初任給の額

結婚にかかわる費用

★高校卒

　約17万円
★高専・短大卒

　約18万円
★大学卒

　約21万円
★大学院卒

　約24万円

★�婚約（結納金・婚約指輪）
にかかる費用

　約133万円
★�挙式・披

ひ
露
ろう
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ティーにかかる費用
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★�新婚旅行費用

　約30万円

【ライフステージ別支出】
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全国の平均。対象はフラット35（住宅金融支援機構と民間金融機関による長期固定金利ローン）の利用者（住宅金融支援機構「フ

ラット35利用者調査」令和３年度）。老後の生活費：老後の最低日常生活費 （生命保険文化センター「生活保障に関する調査」令和

元年版）。葬儀にかかる費用：飲食接待，寺院利用，葬儀一式などの合計（日本消費者協会「第11回『葬儀についてのアンケート調

査』報告書」平成29年）。
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③40歳代
　（平均世帯人員：2.80人，消費支出：約25万円） 
④50歳代
　（平均世帯人員：2.50人，消費支出：約28万円） 
⑤60歳代
　（平均世帯人員：2.26人，消費支出：約26万円） 
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被服及び履き物
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光熱・水道
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（外食を除く）
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豆知識  日本学生支援機構の奨学金には，貸与型と給付型のものがある。貸与型には，無利息と利息付の２種類がある。

2  将来の経済計画を考えよう
　毎日の家計を計画的に管理するためには，長期的な生活設

計と，それにともなう出費を考えた経済計画が必要である。
人生の大きなライフイベントには，まとまったお金がかかる

ことが多いため，すぐにお金の用意をするのは難しい。

　また，長期的な計画とともに，事故や病気，働いている会

ライフステージ
とお金

　人生には，さまざまな段階（ステ
ージ）がある。各段階によって，必
要となるお金も変わってくる。結婚
や子育てをするかどうか，家を買う
かどうかなど，選択肢も人それぞれ
だ。下図の費用イメージを参考に，
将来どれくらいのお金が必要になる
のか考えてみよう。

初任給の額

結婚にかかわる費用

★高校卒

　約17万円
★高専・短大卒

　約18万円
★大学卒

　約21万円
★大学院卒

　約24万円

★�婚約（結納金・婚約指輪）
にかかる費用

　約133万円
★�挙式・披

ひ
露
ろう
宴
えん
・披露パー

ティーにかかる費用

　約292万円
★�新婚旅行費用

　約30万円

【ライフステージ別支出】

初任給：学歴別にみた初任給（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和元年）。結婚にかかわる費用：全国推計値（ゼクシィ「結

婚トレンド調査2021」）。出産費用：入院料，分娩料，新生児管理保育料ほか，妊婦合計負担額の平均（公益社団法人 国民健康保

険中央会「出産費用 平成28年度」）。教育費：各学年の平均額の合計（文部科学省「子供の学習費調査」平成30年度）。住宅資金：

全国の平均。対象はフラット35（住宅金融支援機構と民間金融機関による長期固定金利ローン）の利用者（住宅金融支援機構「フ

ラット35利用者調査」令和３年度）。老後の生活費：老後の最低日常生活費 （生命保険文化センター「生活保障に関する調査」令和

元年版）。葬儀にかかる費用：飲食接待，寺院利用，葬儀一式などの合計（日本消費者協会「第11回『葬儀についてのアンケート調

査』報告書」平成29年）。

①30歳未満
　（平均世帯人員：1.39人，消費支出：約17万円） 
②30歳代
　（平均世帯人員：2.51人，消費支出：約22万円） 
③40歳代
　（平均世帯人員：2.80人，消費支出：約25万円） 
④50歳代
　（平均世帯人員：2.50人，消費支出：約28万円） 
⑤60歳代
　（平均世帯人員：2.26人，消費支出：約26万円） 

②30歳代

③40歳代

④50歳代

⑤60歳代

①30歳未満
交際費

教養娯楽交通・通信
保健医療

被服及び履き物
は

光熱・水道

食料
（外食を除く）

10.210.115.2
3.12.1

4.44.96.3
3.4

14.77.318.5

14.3

12.2
2.9

9.96.715.63.6
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4.28.6 6.719.9

15.79.06.815.34.1 4.26.5
2.9

5.2 7.1
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12.911.015.35.5
0.7

3.7 4.5

3.9

3.87.6 7.24.922.8

住居 24.1

家具・家事用品 2.8 教育 0.3
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その他の消費支出
（交際費を除く）
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3.1
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就職 結婚

（総務省統計局「2019年全国家計構造調査」より）

190

5

経
済
計
画

￥

C編

経
済
計
画

￥

C編

点整理要 	●家庭生活におけるお金にかかわる営みである家庭経済は，国民経済を構成する主体として，家計
と呼ばれる。家計は企業との間でモノ・サービス，労働力などをやりとりしている。

	 ●家計は，入ってくるお金である収入と，出ていくお金である支出から成り立っている。実収入か
ら，非消費支出を差し引いたものを可処分所得（手取り）という。

	 ●将来を見通し，収入と支出のバランスを考えながら将来の経済計画を立てる。その際，リスクが
起こることも想定して，預貯金や保険の活用などについても考える。

社の倒産や災害など，想定外の出来事が起こる事態（リスク）

の備えとして，預貯金をすることも必要になる。国民の生活

の安定を支えるための社会保障制度 p.68 があるが，リスクに

備えて，生命保険，損害保険などの民間保険 p.189 を活用する
ことも考えられる。どのような人生を歩みたいか，また，どの

ようなリスクに遭遇する可能性があるのかを考えながら，生

涯を見通した経済計画を立ててみよう。

住宅ローン
　将来の住まいにかかわる住宅ローンは，高額で返
済期間も長くなるので，収入と返済のバランスを考
えることが重要である。金利によって支払う利息の
額も大きく変わるので，借りる時期や期間にも注意
しなければならない。金利はそのときどきで変わる
ので，現在の金利がどれくらいか調べてみよう。

出産・子育て 高齢期

出産費用

住宅資金

★�出産にかかる費用　約51万円

★�土地付注文住宅の購入費

　約4,456万円
★マンション購入費

　約4,529万円

教育費

老後の生活費

葬儀にかかる費用

★幼稚園（３年間）

　公立 約65万円
　（私立 約158万円）

★小学校（6年間）

　公立 約193万円
　（私立 約959万円）

★中学校（３年間）

　公立 約146万円
　（私立 約422万円）

★高等学校（３年間）

　公立 約137万円
　（私立 約290万円）

★1か月の生活費
　（夫婦２人の場合）

　約22万円

★葬儀費合計

　約196万円

① �p.184の Check から自分の考
えは

　□変わった　□変わらなかった
②�変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。

おこづかいをどのように管
理する？

Review
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豆知識  日本学生支援機構の奨学金には，貸与型と給付型のものがある。貸与型には，無利息と利息付の２種類がある。

2  将来の経済計画を考えよう
　毎日の家計を計画的に管理するためには，長期的な生活設

計と，それにともなう出費を考えた経済計画が必要である。
人生の大きなライフイベントには，まとまったお金がかかる

ことが多いため，すぐにお金の用意をするのは難しい。

　また，長期的な計画とともに，事故や病気，働いている会

ライフステージ
とお金

　人生には，さまざまな段階（ステ
ージ）がある。各段階によって，必
要となるお金も変わってくる。結婚
や子育てをするかどうか，家を買う
かどうかなど，選択肢も人それぞれ
だ。下図の費用イメージを参考に，
将来どれくらいのお金が必要になる
のか考えてみよう。

初任給の額

結婚にかかわる費用

★高校卒

　約17万円
★高専・短大卒

　約18万円
★大学卒

　約21万円
★大学院卒

　約24万円

★�婚約（結納金・婚約指輪）
にかかる費用

　約133万円
★�挙式・披

ひ
露
ろう
宴
えん
・披露パー

ティーにかかる費用

　約292万円
★�新婚旅行費用

　約30万円

【ライフステージ別支出】

初任給：学歴別にみた初任給（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和元年）。結婚にかかわる費用：全国推計値（ゼクシィ「結

婚トレンド調査2021」）。出産費用：入院料，分娩料，新生児管理保育料ほか，妊婦合計負担額の平均（公益社団法人 国民健康保

険中央会「出産費用 平成28年度」）。教育費：各学年の平均額の合計（文部科学省「子供の学習費調査」平成30年度）。住宅資金：

全国の平均。対象はフラット35（住宅金融支援機構と民間金融機関による長期固定金利ローン）の利用者（住宅金融支援機構「フ

ラット35利用者調査」令和３年度）。老後の生活費：老後の最低日常生活費 （生命保険文化センター「生活保障に関する調査」令和

元年版）。葬儀にかかる費用：飲食接待，寺院利用，葬儀一式などの合計（日本消費者協会「第11回『葬儀についてのアンケート調

査』報告書」平成29年）。

①30歳未満
　（平均世帯人員：1.39人，消費支出：約17万円） 
②30歳代
　（平均世帯人員：2.51人，消費支出：約22万円） 
③40歳代
　（平均世帯人員：2.80人，消費支出：約25万円） 
④50歳代
　（平均世帯人員：2.50人，消費支出：約28万円） 
⑤60歳代
　（平均世帯人員：2.26人，消費支出：約26万円） 

②30歳代

③40歳代

④50歳代

⑤60歳代
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交際費

教養娯楽交通・通信
保健医療

被服及び履き物
は

光熱・水道

食料
（外食を除く）

10.210.115.2
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点整理要 	●家庭生活におけるお金にかかわる営みである家庭経済は，国民経済を構成する主体として，家計
と呼ばれる。家計は企業との間でモノ・サービス，労働力などをやりとりしている。

	 ●家計は，入ってくるお金である収入と，出ていくお金である支出から成り立っている。実収入か
ら，非消費支出を差し引いたものを可処分所得（手取り）という。

	 ●将来を見通し，収入と支出のバランスを考えながら将来の経済計画を立てる。その際，リスクが
起こることも想定して，預貯金や保険の活用などについても考える。

社の倒産や災害など，想定外の出来事が起こる事態（リスク）

の備えとして，預貯金をすることも必要になる。国民の生活

の安定を支えるための社会保障制度 p.68 があるが，リスクに

備えて，生命保険，損害保険などの民間保険 p.189 を活用する
ことも考えられる。どのような人生を歩みたいか，また，どの

ようなリスクに遭遇する可能性があるのかを考えながら，生

涯を見通した経済計画を立ててみよう。

住宅ローン
　将来の住まいにかかわる住宅ローンは，高額で返
済期間も長くなるので，収入と返済のバランスを考
えることが重要である。金利によって支払う利息の
額も大きく変わるので，借りる時期や期間にも注意
しなければならない。金利はそのときどきで変わる
ので，現在の金利がどれくらいか調べてみよう。

出産・子育て 高齢期

出産費用

住宅資金

★�出産にかかる費用　約51万円

★�土地付注文住宅の購入費

　約4,456万円
★マンション購入費

　約4,529万円

教育費

老後の生活費

葬儀にかかる費用

★幼稚園（３年間）

　公立 約65万円
　（私立 約158万円）

★小学校（6年間）

　公立 約193万円
　（私立 約959万円）

★中学校（３年間）

　公立 約146万円
　（私立 約422万円）

★高等学校（３年間）

　公立 約137万円
　（私立 約290万円）

★1か月の生活費
　（夫婦２人の場合）

　約22万円

★葬儀費合計

　約196万円

① �p.184の Check から自分の考
えは

　□変わった　□変わらなかった
②�変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。

おこづかいをどのように管
理する？

Review

191C 編　１ 経済計画 ① 家計とお金の将来を考えよう ―

5

経
済
計
画

￥

C編

経
済
計
画

￥

C編

点整理要  ●家庭生活におけるお金にかかわる営みである家庭経済は，国民経済を構成する主体として，家計
と呼ばれる。家計は企業との間でモノ・サービス，労働力などをやりとりしている。

 ●家計は，入ってくるお金である収入と，出ていくお金である支出から成り立っている。実収入か
ら，非消費支出を差し引いたものを可処分所得（手取り）という。

 ●将来を見通し，収入と支出のバランスを考えながら将来の経済計画を立てる。その際，リスクが
起こることも想定して，預貯金や保険の活用などについても考える。

社の倒産や災害など，想定外の出来事が起こる事態（リスク）

の備えとして，預貯金をすることも必要になる。国民の生活

の安定を支えるための社会保障制度 p.68 があるが，リスクに

備えて，生命保険，損害保険などの民間保険 p.189 を活用する
ことも考えられる。どのような人生を歩みたいか，また，どの

ようなリスクに遭遇する可能性があるのかを考えながら，生

涯を見通した経済計画を立ててみよう。

住宅ローン
　将来の住まいにかかわる住宅ローンは，高額で返
済期間も長くなるので，収入と返済のバランスを考
えることが重要である。金利によって支払う利息の
額も大きく変わるので，借りる時期や期間にも注意
しなければならない。金利はそのときどきで変わる
ので，現在の金利がどれくらいか調べてみよう。

出産・子育て 高齢期

出産費用

住宅資金

★�出産にかかる費用　約47万円

★�土地付注文住宅の購入費

　約4,694万円
★マンション購入費

　約4,848万円

教育費

老後の生活費

葬儀にかかる費用

★幼稚園（３年間）

　公立 約50万円
　（私立 約93万円）

★小学校（6年間）

　公立 約212万円
　（私立 約1,000万円）

★中学校（３年間）

　公立 約162万円
　（私立 約431万円）

★高等学校（３年間）

　公立 約154万円
　（私立 約316万円）

★1か月の生活費
　（夫婦２人の場合）

　約23万円

★葬儀費合計

　約162万円

① 	p.184の Check から自分の考
えは

　□変わった　□変わらなかった
②	変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。

おこづかいをどのように管
理する？

Review
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豆知識  日本学生支援機構の奨学金には，貸与型と給付型のものがある。貸与型には，無利息と利息付の２種類がある。

2  将来の経済計画を考えよう
　毎日の家計を計画的に管理するためには，長期的な生活設

計と，それにともなう出費を考えた経済計画が必要である。
人生の大きなライフイベントには，まとまったお金がかかる

ことが多いため，すぐにお金の用意をするのは難しい。

　また，長期的な計画とともに，事故や病気，働いている会

ライフステージ
とお金

　人生には，さまざまな段階（ステ
ージ）がある。各段階によって，必
要となるお金も変わってくる。結婚
や子育てをするかどうか，家を買う
かどうかなど，選択肢も人それぞれ
だ。下図の費用イメージを参考に，
将来どれくらいのお金が必要になる
のか考えてみよう。

初任給の額

結婚にかかわる費用

★高校卒

　約18万円
★高専・短大卒

　約20万円
★大学卒

　約23万円
★大学院卒

　約27万円

★�婚約（結納金・婚約指輪）
にかかる費用

　約135万円
★�挙式・披

ひ
露
ろう
宴
えん
・披露パー

ティーにかかる費用

　約304万円
★�新婚旅行費用

　約30万円

【ライフステージ別支出】

初任給：新規学卒者の所定内給与額（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和４年）。結婚にかかわる費用：全国推計値（ゼクシ

ィ「結婚トレンド調査2022」）。出産費用：室料差額，産科医療補償制度掛金，その他の費目を除く出産費用の合計額（厚生労働省

「出産費用の実態把握に関する調査研究（令和３年度）」）。教育費：学校種別学習費総額の年数分（文部科学省「子供の学習費調査」

令和３年度）。住宅資金：全国の平均。対象はフラット35（住宅金融支援機構と民間金融機関による長期固定金利ローン）の利用者

（住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」2022年度）。老後の生活費：老後の最低日常生活費 （生命保険文化センター「生活保

障に関する調査」令和４年版）。葬儀にかかる費用：飲食接待，寺院利用，葬儀一式などの合計（日本消費者協会「第12回『葬儀に

ついてのアンケート調査』報告書」令和４年）。

①30歳未満
　（平均世帯人員：1.39人，消費支出：約17万円）�
②30歳代
　（平均世帯人員：2.51人，消費支出：約22万円）�
③40歳代
　（平均世帯人員：2.80人，消費支出：約25万円）�
④50歳代
　（平均世帯人員：2.50人，消費支出：約28万円）�
⑤60歳代
　（平均世帯人員：2.26人，消費支出：約26万円）�

②30歳代

③40歳代

④50歳代

⑤60歳代

①30歳未満
交際費

教養娯楽交通・通信
保健医療

被服及び履き物
は

光熱・水道

食料
（外食を除く）

10.210.115.2
3.12.1

4.44.96.3
3.4

14.77.318.5

14.3

12.2
2.9

9.96.715.63.6
3.2

4.28.6 6.719.9

15.79.06.815.34.1 4.26.5
2.9

5.2 7.1

6.5

19.3

12.911.015.35.5
0.7

3.7 4.5

3.9

3.87.6 7.24.922.8

住居 24.1

家具・家事用品 2.8 教育 0.3

9.2

外食
その他の消費支出
（交際費を除く）

13.8 7.911.0

3.1

4.65.6

0 20 40 60 80
（％）
100

3.3

就職 結婚
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令 和 ５ 年 度 教 科 書（ 旧 ） 令 和 ６ 年 度 教 科 書（ 新 ）

豆知識  日本学生支援機構の奨学金には，貸与型と給付型のものがある。貸与型には，無利息と利息付の２種類がある。

2  将来の経済計画を考えよう
　毎日の家計を計画的に管理するためには，長期的な生活設

計と，それにともなう出費を考えた経済計画が必要である。
人生の大きなライフイベントには，まとまったお金がかかる

ことが多いため，すぐにお金の用意をするのは難しい。

　また，長期的な計画とともに，事故や病気，働いている会

ライフステージ
とお金

　人生には，さまざまな段階（ステ
ージ）がある。各段階によって，必
要となるお金も変わってくる。結婚
や子育てをするかどうか，家を買う
かどうかなど，選択肢も人それぞれ
だ。下図の費用イメージを参考に，
将来どれくらいのお金が必要になる
のか考えてみよう。

初任給の額

結婚にかかわる費用

★高校卒

　約17万円
★高専・短大卒

　約18万円
★大学卒

　約21万円
★大学院卒

　約24万円

★�婚約（結納金・婚約指輪）
にかかる費用

　約133万円
★�挙式・披

ひ
露
ろう
宴
えん
・披露パー

ティーにかかる費用

　約292万円
★�新婚旅行費用

　約30万円

【ライフステージ別支出】

初任給：学歴別にみた初任給（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和元年）。結婚にかかわる費用：全国推計値（ゼクシィ「結

婚トレンド調査2021」）。出産費用：入院料，分娩料，新生児管理保育料ほか，妊婦合計負担額の平均（公益社団法人 国民健康保

険中央会「出産費用 平成28年度」）。教育費：各学年の平均額の合計（文部科学省「子供の学習費調査」平成30年度）。住宅資金：

全国の平均。対象はフラット35（住宅金融支援機構と民間金融機関による長期固定金利ローン）の利用者（住宅金融支援機構「フ

ラット35利用者調査」令和３年度）。老後の生活費：老後の最低日常生活費 （生命保険文化センター「生活保障に関する調査」令和

元年版）。葬儀にかかる費用：飲食接待，寺院利用，葬儀一式などの合計（日本消費者協会「第11回『葬儀についてのアンケート調

査』報告書」平成29年）。

①30歳未満
　（平均世帯人員：1.39人，消費支出：約17万円） 
②30歳代
　（平均世帯人員：2.51人，消費支出：約22万円） 
③40歳代
　（平均世帯人員：2.80人，消費支出：約25万円） 
④50歳代
　（平均世帯人員：2.50人，消費支出：約28万円） 
⑤60歳代
　（平均世帯人員：2.26人，消費支出：約26万円） 

②30歳代

③40歳代

④50歳代

⑤60歳代

①30歳未満
交際費

教養娯楽交通・通信
保健医療

被服及び履き物
は

光熱・水道

食料
（外食を除く）

10.210.115.2
3.12.1

4.44.96.3
3.4

14.77.318.5

14.3

12.2
2.9

9.96.715.63.6
3.2

4.28.6 6.719.9

15.79.06.815.34.1 4.26.5
2.9

5.2 7.1

6.5

19.3

12.911.015.35.5
0.7

3.7 4.5

3.9

3.87.6 7.24.922.8

住居 24.1

家具・家事用品 2.8 教育 0.3

9.2

外食
その他の消費支出
（交際費を除く）

13.8 7.911.0

3.1

4.65.6

0 20 40 60 80
（％）
100

3.3

就職 結婚

（総務省統計局「2019年全国家計構造調査」より）
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点整理要 	●家庭生活におけるお金にかかわる営みである家庭経済は，国民経済を構成する主体として，家計
と呼ばれる。家計は企業との間でモノ・サービス，労働力などをやりとりしている。

	 ●家計は，入ってくるお金である収入と，出ていくお金である支出から成り立っている。実収入か
ら，非消費支出を差し引いたものを可処分所得（手取り）という。

	 ●将来を見通し，収入と支出のバランスを考えながら将来の経済計画を立てる。その際，リスクが
起こることも想定して，預貯金や保険の活用などについても考える。

社の倒産や災害など，想定外の出来事が起こる事態（リスク）

の備えとして，預貯金をすることも必要になる。国民の生活

の安定を支えるための社会保障制度 p.68 があるが，リスクに

備えて，生命保険，損害保険などの民間保険 p.189 を活用する
ことも考えられる。どのような人生を歩みたいか，また，どの

ようなリスクに遭遇する可能性があるのかを考えながら，生

涯を見通した経済計画を立ててみよう。

住宅ローン
　将来の住まいにかかわる住宅ローンは，高額で返
済期間も長くなるので，収入と返済のバランスを考
えることが重要である。金利によって支払う利息の
額も大きく変わるので，借りる時期や期間にも注意
しなければならない。金利はそのときどきで変わる
ので，現在の金利がどれくらいか調べてみよう。

出産・子育て 高齢期

出産費用

住宅資金

★�出産にかかる費用　約51万円

★�土地付注文住宅の購入費

　約4,456万円
★マンション購入費

　約4,529万円

教育費

老後の生活費

葬儀にかかる費用

★幼稚園（３年間）

　公立 約65万円
　（私立 約158万円）

★小学校（6年間）

　公立 約193万円
　（私立 約959万円）

★中学校（３年間）

　公立 約146万円
　（私立 約422万円）

★高等学校（３年間）

　公立 約137万円
　（私立 約290万円）

★1か月の生活費
　（夫婦２人の場合）

　約22万円

★葬儀費合計

　約196万円

① �p.184の Check から自分の考
えは

　□変わった　□変わらなかった
②�変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。

おこづかいをどのように管
理する？

Review

191C 編　１ 経済計画 ① 家計とお金の将来を考えよう ―

5

豆知識  日本学生支援機構の奨学金には，貸与型と給付型のものがある。貸与型には，無利息と利息付の２種類がある。

2  将来の経済計画を考えよう
　毎日の家計を計画的に管理するためには，長期的な生活設

計と，それにともなう出費を考えた経済計画が必要である。
人生の大きなライフイベントには，まとまったお金がかかる

ことが多いため，すぐにお金の用意をするのは難しい。

　また，長期的な計画とともに，事故や病気，働いている会

ライフステージ
とお金

　人生には，さまざまな段階（ステ
ージ）がある。各段階によって，必
要となるお金も変わってくる。結婚
や子育てをするかどうか，家を買う
かどうかなど，選択肢も人それぞれ
だ。下図の費用イメージを参考に，
将来どれくらいのお金が必要になる
のか考えてみよう。

初任給の額

結婚にかかわる費用

★高校卒

　約17万円
★高専・短大卒

　約18万円
★大学卒

　約21万円
★大学院卒

　約24万円

★�婚約（結納金・婚約指輪）
にかかる費用

　約133万円
★�挙式・披

ひ
露
ろう
宴
えん
・披露パー

ティーにかかる費用

　約292万円
★�新婚旅行費用

　約30万円

【ライフステージ別支出】

初任給：学歴別にみた初任給（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和元年）。結婚にかかわる費用：全国推計値（ゼクシィ「結

婚トレンド調査2021」）。出産費用：入院料，分娩料，新生児管理保育料ほか，妊婦合計負担額の平均（公益社団法人 国民健康保

険中央会「出産費用 平成28年度」）。教育費：各学年の平均額の合計（文部科学省「子供の学習費調査」平成30年度）。住宅資金：

全国の平均。対象はフラット35（住宅金融支援機構と民間金融機関による長期固定金利ローン）の利用者（住宅金融支援機構「フ

ラット35利用者調査」令和３年度）。老後の生活費：老後の最低日常生活費 （生命保険文化センター「生活保障に関する調査」令和

元年版）。葬儀にかかる費用：飲食接待，寺院利用，葬儀一式などの合計（日本消費者協会「第11回『葬儀についてのアンケート調

査』報告書」平成29年）。

①30歳未満
　（平均世帯人員：1.39人，消費支出：約17万円） 
②30歳代
　（平均世帯人員：2.51人，消費支出：約22万円） 
③40歳代
　（平均世帯人員：2.80人，消費支出：約25万円） 
④50歳代
　（平均世帯人員：2.50人，消費支出：約28万円） 
⑤60歳代
　（平均世帯人員：2.26人，消費支出：約26万円） 

②30歳代

③40歳代

④50歳代

⑤60歳代

①30歳未満
交際費

教養娯楽交通・通信
保健医療

被服及び履き物
は

光熱・水道

食料
（外食を除く）

10.210.115.2
3.12.1

4.44.96.3
3.4

14.77.318.5

14.3

12.2
2.9

9.96.715.63.6
3.2

4.28.6 6.719.9

15.79.06.815.34.1 4.26.5
2.9

5.2 7.1

6.5

19.3

12.911.015.35.5
0.7

3.7 4.5

3.9

3.87.6 7.24.922.8

住居 24.1

家具・家事用品 2.8 教育 0.3

9.2

外食
その他の消費支出
（交際費を除く）

13.8 7.911.0

3.1

4.65.6

0 20 40 60 80
（％）
100

3.3

就職 結婚

（総務省統計局「2019年全国家計構造調査」より）
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点整理要 	●家庭生活におけるお金にかかわる営みである家庭経済は，国民経済を構成する主体として，家計
と呼ばれる。家計は企業との間でモノ・サービス，労働力などをやりとりしている。

	 ●家計は，入ってくるお金である収入と，出ていくお金である支出から成り立っている。実収入か
ら，非消費支出を差し引いたものを可処分所得（手取り）という。

	 ●将来を見通し，収入と支出のバランスを考えながら将来の経済計画を立てる。その際，リスクが
起こることも想定して，預貯金や保険の活用などについても考える。

社の倒産や災害など，想定外の出来事が起こる事態（リスク）

の備えとして，預貯金をすることも必要になる。国民の生活

の安定を支えるための社会保障制度 p.68 があるが，リスクに

備えて，生命保険，損害保険などの民間保険 p.189 を活用する
ことも考えられる。どのような人生を歩みたいか，また，どの

ようなリスクに遭遇する可能性があるのかを考えながら，生

涯を見通した経済計画を立ててみよう。

住宅ローン
　将来の住まいにかかわる住宅ローンは，高額で返
済期間も長くなるので，収入と返済のバランスを考
えることが重要である。金利によって支払う利息の
額も大きく変わるので，借りる時期や期間にも注意
しなければならない。金利はそのときどきで変わる
ので，現在の金利がどれくらいか調べてみよう。

出産・子育て 高齢期

出産費用

住宅資金

★�出産にかかる費用　約51万円

★�土地付注文住宅の購入費

　約4,456万円
★マンション購入費

　約4,529万円

教育費

老後の生活費

葬儀にかかる費用

★幼稚園（３年間）

　公立 約65万円
　（私立 約158万円）

★小学校（6年間）

　公立 約193万円
　（私立 約959万円）

★中学校（３年間）

　公立 約146万円
　（私立 約422万円）

★高等学校（３年間）

　公立 約137万円
　（私立 約290万円）

★1か月の生活費
　（夫婦２人の場合）

　約22万円

★葬儀費合計

　約196万円

① �p.184の Check から自分の考
えは

　□変わった　□変わらなかった
②�変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。

おこづかいをどのように管
理する？

Review
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点整理要  ●家庭生活におけるお金にかかわる営みである家庭経済は，国民経済を構成する主体として，家計
と呼ばれる。家計は企業との間でモノ・サービス，労働力などをやりとりしている。

 ●家計は，入ってくるお金である収入と，出ていくお金である支出から成り立っている。実収入か
ら，非消費支出を差し引いたものを可処分所得（手取り）という。

 ●将来を見通し，収入と支出のバランスを考えながら将来の経済計画を立てる。その際，リスクが
起こることも想定して，預貯金や保険の活用などについても考える。

社の倒産や災害など，想定外の出来事が起こる事態（リスク）

の備えとして，預貯金をすることも必要になる。国民の生活

の安定を支えるための社会保障制度 p.68 があるが，リスクに

備えて，生命保険，損害保険などの民間保険 p.189 を活用する
ことも考えられる。どのような人生を歩みたいか，また，どの

ようなリスクに遭遇する可能性があるのかを考えながら，生

涯を見通した経済計画を立ててみよう。

住宅ローン
　将来の住まいにかかわる住宅ローンは，高額で返
済期間も長くなるので，収入と返済のバランスを考
えることが重要である。金利によって支払う利息の
額も大きく変わるので，借りる時期や期間にも注意
しなければならない。金利はそのときどきで変わる
ので，現在の金利がどれくらいか調べてみよう。

出産・子育て 高齢期

出産費用

住宅資金

★�出産にかかる費用　約47万円

★�土地付注文住宅の購入費

　約4,694万円
★マンション購入費

　約4,848万円

教育費

老後の生活費

葬儀にかかる費用

★幼稚園（３年間）

　公立 約50万円
　（私立 約93万円）

★小学校（6年間）

　公立 約212万円
　（私立 約1,000万円）

★中学校（３年間）

　公立 約162万円
　（私立 約431万円）

★高等学校（３年間）

　公立 約154万円
　（私立 約316万円）

★1か月の生活費
　（夫婦２人の場合）

　約23万円

★葬儀費合計

　約162万円

① 	p.184の Check から自分の考
えは

　□変わった　□変わらなかった
②	変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。

おこづかいをどのように管
理する？

Review
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5

豆知識  日本学生支援機構の奨学金には，貸与型と給付型のものがある。貸与型には，無利息と利息付の２種類がある。

2  将来の経済計画を考えよう
　毎日の家計を計画的に管理するためには，長期的な生活設

計と，それにともなう出費を考えた経済計画が必要である。
人生の大きなライフイベントには，まとまったお金がかかる

ことが多いため，すぐにお金の用意をするのは難しい。

　また，長期的な計画とともに，事故や病気，働いている会

ライフステージ
とお金

　人生には，さまざまな段階（ステ
ージ）がある。各段階によって，必
要となるお金も変わってくる。結婚
や子育てをするかどうか，家を買う
かどうかなど，選択肢も人それぞれ
だ。下図の費用イメージを参考に，
将来どれくらいのお金が必要になる
のか考えてみよう。

初任給の額

結婚にかかわる費用

★高校卒

　約18万円
★高専・短大卒

　約20万円
★大学卒

　約23万円
★大学院卒

　約27万円

★�婚約（結納金・婚約指輪）
にかかる費用

　約135万円
★�挙式・披

ひ
露
ろう
宴
えん
・披露パー

ティーにかかる費用

　約304万円
★�新婚旅行費用

　約30万円

【ライフステージ別支出】

初任給：新規学卒者の所定内給与額（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和４年）。結婚にかかわる費用：全国推計値（ゼクシ

ィ「結婚トレンド調査2022」）。出産費用：室料差額，産科医療補償制度掛金，その他の費目を除く出産費用の合計額（厚生労働省

「出産費用の実態把握に関する調査研究（令和３年度）」）。教育費：学校種別学習費総額の年数分（文部科学省「子供の学習費調査」

令和３年度）。住宅資金：全国の平均。対象はフラット35（住宅金融支援機構と民間金融機関による長期固定金利ローン）の利用者

（住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」2022年度）。老後の生活費：老後の最低日常生活費 （生命保険文化センター「生活保

障に関する調査」令和４年版）。葬儀にかかる費用：飲食接待，寺院利用，葬儀一式などの合計（日本消費者協会「第12回『葬儀に

ついてのアンケート調査』報告書」令和４年）。

①30歳未満
　（平均世帯人員：1.39人，消費支出：約17万円）�
②30歳代
　（平均世帯人員：2.51人，消費支出：約22万円）�
③40歳代
　（平均世帯人員：2.80人，消費支出：約25万円）�
④50歳代
　（平均世帯人員：2.50人，消費支出：約28万円）�
⑤60歳代
　（平均世帯人員：2.26人，消費支出：約26万円）�
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と呼ばれる。家計は企業との間でモノ・サービス，労働力などをやりとりしている。
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鳥の目

虫の目

私の目

Viewpoint 〜鳥の目・虫の目・私の目〜

◉ 今日のテーマ ◉

家計の金融資産
日本人は現金志向で，資産も株式などよりも現
金・預金が多いというデータがある。なぜ日本
では現金・預金が多いのか，各国の金融資産の
構成比を見ながら考えてみよう。

世界に視野を広げてみよう

身のまわりの事例を調べて考えを深めよう

自分の考えをまとめよう

 ▶日本とアメリカの違いを考えよう

 ▶資産形成が必要な理由は何だろう？

 ▶どのような方法で貯蓄をしたい？

株式や投資で資産形成する海外
　アメリカの金融資産は，現金・預金が13.3%に対して，
株式・投資信託51.0％と多い。アメリカでは小・中学生
の頃から金融について学ぶ機会が多く，資産運用に対する
関心が高いことや，企業型確定拠出年金・個人向け確定
拠出年金＊1の普及が資産の分散を後押ししたことなどによ
り，投資や資産運用の比率が高くなったといわれている。

日本では現金が好まれている？
　日本で現金・預金が多いのは，倹約や貯蓄を重んじる
国民性，預貯金の習慣が定着していること，バブル崩壊
の経験から将来不安のリスクをとらない傾向があること
などが理由ともいわれている。日本でも ,金融商品から得
られる利益が非課税になるNISA（ニーサ）など，資産運
用の後押しをする政策が徐々に広まっている。

�アメリカにどのような政策があるのか調べてみよう
�株式などで資産を持つことのメリットは何だろう？
�ユーロエリアには，どのような特徴があるか考えてみよう

�日本人が現金を好む理由は何？
�日本にはどのような運用方法があるだろうか
�NISA の制度を調べてみよう

＊１�企業や加入者が一定額の掛金を拠出して自分で運用する年金。運用の結果により，将来受け取る額も異なる。企業型と個人向けがある。

家計の金融資産構成

金融資産合計に占める割合（％）

（日本銀行調査統計局「資金循環の日米欧比較」2021年より）
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※�グラフの「その他計」は，金融資産合計から，現金・預金，債務証券，投資信託，株式等，保険・年金 ･定型保証を控除した残差。192
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涯を見通した経済計画を立ててみよう。

住宅ローン
　将来の住まいにかかわる住宅ローンは，高額で返
済期間も長くなるので，収入と返済のバランスを考
えることが重要である。金利によって支払う利息の
額も大きく変わるので，借りる時期や期間にも注意
しなければならない。金利はそのときどきで変わる
ので，現在の金利がどれくらいか調べてみよう。

出産・子育て 高齢期

出産費用

住宅資金

★�出産にかかる費用　約51万円

★�土地付注文住宅の購入費

　約4,456万円
★マンション購入費

　約4,529万円

教育費

老後の生活費

葬儀にかかる費用

★幼稚園（３年間）

　公立 約65万円
　（私立 約158万円）

★小学校（6年間）

　公立 約193万円
　（私立 約959万円）

★中学校（３年間）

　公立 約146万円
　（私立 約422万円）

★高等学校（３年間）

　公立 約137万円
　（私立 約290万円）

★1か月の生活費
　（夫婦２人の場合）

　約22万円

★葬儀費合計

　約196万円

① �p.184の Check から自分の考
えは

　□変わった　□変わらなかった
②�変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。

おこづかいをどのように管
理する？

Review

191C 編　１ 経済計画 ① 家計とお金の将来を考えよう ―

5

豆知識  日本学生支援機構の奨学金には，貸与型と給付型のものがある。貸与型には，無利息と利息付の２種類がある。

2  将来の経済計画を考えよう
　毎日の家計を計画的に管理するためには，長期的な生活設

計と，それにともなう出費を考えた経済計画が必要である。
人生の大きなライフイベントには，まとまったお金がかかる

ことが多いため，すぐにお金の用意をするのは難しい。

　また，長期的な計画とともに，事故や病気，働いている会

ライフステージ
とお金

　人生には，さまざまな段階（ステ
ージ）がある。各段階によって，必
要となるお金も変わってくる。結婚
や子育てをするかどうか，家を買う
かどうかなど，選択肢も人それぞれ
だ。下図の費用イメージを参考に，
将来どれくらいのお金が必要になる
のか考えてみよう。

初任給の額

結婚にかかわる費用

★高校卒

　約17万円
★高専・短大卒

　約18万円
★大学卒

　約21万円
★大学院卒

　約24万円

★�婚約（結納金・婚約指輪）
にかかる費用

　約133万円
★�挙式・披

ひ
露
ろう
宴
えん
・披露パー

ティーにかかる費用

　約292万円
★�新婚旅行費用

　約30万円

【ライフステージ別支出】

初任給：学歴別にみた初任給（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和元年）。結婚にかかわる費用：全国推計値（ゼクシィ「結

婚トレンド調査2021」）。出産費用：入院料，分娩料，新生児管理保育料ほか，妊婦合計負担額の平均（公益社団法人 国民健康保

険中央会「出産費用 平成28年度」）。教育費：各学年の平均額の合計（文部科学省「子供の学習費調査」平成30年度）。住宅資金：

全国の平均。対象はフラット35（住宅金融支援機構と民間金融機関による長期固定金利ローン）の利用者（住宅金融支援機構「フ

ラット35利用者調査」令和３年度）。老後の生活費：老後の最低日常生活費 （生命保険文化センター「生活保障に関する調査」令和

元年版）。葬儀にかかる費用：飲食接待，寺院利用，葬儀一式などの合計（日本消費者協会「第11回『葬儀についてのアンケート調

査』報告書」平成29年）。

①30歳未満
　（平均世帯人員：1.39人，消費支出：約17万円） 
②30歳代
　（平均世帯人員：2.51人，消費支出：約22万円） 
③40歳代
　（平均世帯人員：2.80人，消費支出：約25万円） 
④50歳代
　（平均世帯人員：2.50人，消費支出：約28万円） 
⑤60歳代
　（平均世帯人員：2.26人，消費支出：約26万円） 

②30歳代

③40歳代

④50歳代

⑤60歳代

①30歳未満
交際費

教養娯楽交通・通信
保健医療

被服及び履き物
は

光熱・水道

食料
（外食を除く）

10.210.115.2
3.12.1

4.44.96.3
3.4

14.77.318.5

14.3
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2.9

9.96.715.63.6
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2.9
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6.5

19.3

12.911.015.35.5
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3.7 4.5
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3.87.6 7.24.922.8

住居 24.1

家具・家事用品 2.8 教育 0.3
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外食
その他の消費支出
（交際費を除く）
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3.1

4.65.6
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就職 結婚

（総務省統計局「2019年全国家計構造調査」より）
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鳥の目

虫の目

私の目

Viewpoint 〜鳥の目・虫の目・私の目〜

◉ 今日のテーマ ◉

家計の金融資産
日本人は現金志向で，資産も株式などよりも現
金・預金が多いというデータがある。なぜ日本
では現金・預金が多いのか，各国の金融資産の
構成比を見ながら考えてみよう。

世界に視野を広げてみよう

身のまわりの事例を調べて考えを深めよう

自分の考えをまとめよう

 ▶日本とアメリカの違いを考えよう

 ▶資産形成が必要な理由は何だろう？

 ▶どのような方法で貯蓄をしたい？

株式や投資で資産形成する海外
　アメリカの金融資産は，現金・預金が13.7%に対して，
株式・投資信託52.4％と多い。アメリカでは小・中学生
の頃から金融について学ぶ機会が多く，資産運用に対する
関心が高いことや，企業型確定拠出年金・個人向け確定
拠出年金＊1の普及が資産の分散を後押ししたことなどによ
り，投資や資産運用の比率が高くなったといわれている。

日本では現金が好まれている？
　日本で現金・預金が多いのは，倹約や貯蓄を重んじる
国民性，預貯金の習慣が定着していること，バブル崩壊
の経験から将来不安のリスクをとらない傾向があること
などが理由ともいわれている。日本でも ,金融商品から得
られる利益が非課税になるNISA（ニーサ）など，資産運
用の後押しをする政策が徐々に広まっている。

�アメリカにどのような政策があるのか調べてみよう
�株式などで資産を持つことのメリットは何だろう？
�ユーロエリアには，どのような特徴があるか考えてみよう

�日本人が現金を好む理由は何？
�日本にはどのような運用方法があるだろうか
�NISA の制度を調べてみよう

＊１�企業や加入者が一定額の掛金を拠出して自分で運用する年金。運用の結果により，将来受け取る額も異なる。企業型と個人向けがある。

家計の金融資産構成

金融資産合計に占める割合（％）

（日本銀行調査統計局「資金循環の日米欧比較」2022年より）

ユーロ
エリア

米国

日本 (1,946兆円)

(109.6兆ドル)

(27.6兆ユーロ)

0 20 40 60 80 100

その他計 2.8債務証券 1.3
投資信託 4.5 保険・年金・定型保証

株式等

現金・預金
54.3 10.2 26.9

13.7

2.6

12.6 39.8 28.6

2.8

34.5 1.6 10.4 19.5 31.9

2.1

※�グラフの「その他計」は，金融資産合計から，現金・預金，債務証券，投資信託，株式等，保険・年金 ･定型保証を控除した残差。192
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点整理要  ●家庭生活におけるお金にかかわる営みである家庭経済は，国民経済を構成する主体として，家計
と呼ばれる。家計は企業との間でモノ・サービス，労働力などをやりとりしている。

 ●家計は，入ってくるお金である収入と，出ていくお金である支出から成り立っている。実収入か
ら，非消費支出を差し引いたものを可処分所得（手取り）という。

 ●将来を見通し，収入と支出のバランスを考えながら将来の経済計画を立てる。その際，リスクが
起こることも想定して，預貯金や保険の活用などについても考える。

社の倒産や災害など，想定外の出来事が起こる事態（リスク）

の備えとして，預貯金をすることも必要になる。国民の生活

の安定を支えるための社会保障制度 p.68 があるが，リスクに

備えて，生命保険，損害保険などの民間保険 p.189 を活用する
ことも考えられる。どのような人生を歩みたいか，また，どの

ようなリスクに遭遇する可能性があるのかを考えながら，生

涯を見通した経済計画を立ててみよう。

住宅ローン
　将来の住まいにかかわる住宅ローンは，高額で返
済期間も長くなるので，収入と返済のバランスを考
えることが重要である。金利によって支払う利息の
額も大きく変わるので，借りる時期や期間にも注意
しなければならない。金利はそのときどきで変わる
ので，現在の金利がどれくらいか調べてみよう。

出産・子育て 高齢期

出産費用

住宅資金

★�出産にかかる費用　約47万円

★�土地付注文住宅の購入費

　約4,694万円
★マンション購入費

　約4,848万円

教育費

老後の生活費

葬儀にかかる費用

★幼稚園（３年間）

　公立 約50万円
　（私立 約93万円）

★小学校（6年間）

　公立 約212万円
　（私立 約1,000万円）

★中学校（３年間）

　公立 約162万円
　（私立 約431万円）

★高等学校（３年間）

　公立 約154万円
　（私立 約316万円）

★1か月の生活費
　（夫婦２人の場合）

　約23万円

★葬儀費合計

　約162万円

① 	p.184の Check から自分の考
えは

　□変わった　□変わらなかった
②	変わった（変わらなかった）理
由も考えてみよう。

おこづかいをどのように管
理する？

Review

191C 編　１ 経済計画 ① 家計とお金の将来を考えよう ―

5

豆知識  日本学生支援機構の奨学金には，貸与型と給付型のものがある。貸与型には，無利息と利息付の２種類がある。

2  将来の経済計画を考えよう
　毎日の家計を計画的に管理するためには，長期的な生活設

計と，それにともなう出費を考えた経済計画が必要である。
人生の大きなライフイベントには，まとまったお金がかかる

ことが多いため，すぐにお金の用意をするのは難しい。

　また，長期的な計画とともに，事故や病気，働いている会

ライフステージ
とお金

　人生には，さまざまな段階（ステ
ージ）がある。各段階によって，必
要となるお金も変わってくる。結婚
や子育てをするかどうか，家を買う
かどうかなど，選択肢も人それぞれ
だ。下図の費用イメージを参考に，
将来どれくらいのお金が必要になる
のか考えてみよう。

初任給の額

結婚にかかわる費用

★高校卒

　約18万円
★高専・短大卒

　約20万円
★大学卒

　約23万円
★大学院卒

　約27万円

★�婚約（結納金・婚約指輪）
にかかる費用

　約135万円
★�挙式・披

ひ
露
ろう
宴
えん
・披露パー

ティーにかかる費用

　約304万円
★�新婚旅行費用

　約30万円

【ライフステージ別支出】

初任給：新規学卒者の所定内給与額（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和４年）。結婚にかかわる費用：全国推計値（ゼクシ

ィ「結婚トレンド調査2022」）。出産費用：室料差額，産科医療補償制度掛金，その他の費目を除く出産費用の合計額（厚生労働省

「出産費用の実態把握に関する調査研究（令和３年度）」）。教育費：学校種別学習費総額の年数分（文部科学省「子供の学習費調査」

令和３年度）。住宅資金：全国の平均。対象はフラット35（住宅金融支援機構と民間金融機関による長期固定金利ローン）の利用者

（住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」2022年度）。老後の生活費：老後の最低日常生活費 （生命保険文化センター「生活保

障に関する調査」令和４年版）。葬儀にかかる費用：飲食接待，寺院利用，葬儀一式などの合計（日本消費者協会「第12回『葬儀に

ついてのアンケート調査』報告書」令和４年）。

①30歳未満
　（平均世帯人員：1.39人，消費支出：約17万円）�
②30歳代
　（平均世帯人員：2.51人，消費支出：約22万円）�
③40歳代
　（平均世帯人員：2.80人，消費支出：約25万円）�
④50歳代
　（平均世帯人員：2.50人，消費支出：約28万円）�
⑤60歳代
　（平均世帯人員：2.26人，消費支出：約26万円）�

②30歳代

③40歳代

④50歳代

⑤60歳代

①30歳未満
交際費

教養娯楽交通・通信
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被服及び履き物
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（交際費を除く）
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就職 結婚

（総務省統計局「2019年全国家計構造調査」より）
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192 鳥の目
グラフ

鳥の目
２〜３

191 住宅

鳥の目

虫の目

私の目

Viewpoint 〜鳥の目・虫の目・私の目〜

◉ 今日のテーマ ◉

家計の金融資産
日本人は現金志向で，資産も株式などよりも現
金・預金が多いというデータがある。なぜ日本
では現金・預金が多いのか，各国の金融資産の
構成比を見ながら考えてみよう。

世界に視野を広げてみよう

身のまわりの事例を調べて考えを深めよう

自分の考えをまとめよう

 ▶日本とアメリカの違いを考えよう

 ▶資産形成が必要な理由は何だろう？

 ▶どのような方法で貯蓄をしたい？

株式や投資で資産形成する海外
　アメリカの金融資産は，現金・預金が13.7%に対して，
株式・投資信託52.4％と多い。アメリカでは小・中学生
の頃から金融について学ぶ機会が多く，資産運用に対する
関心が高いことや，企業型確定拠出年金・個人向け確定
拠出年金＊1の普及が資産の分散を後押ししたことなどによ
り，投資や資産運用の比率が高くなったといわれている。

日本では現金が好まれている？
　日本で現金・預金が多いのは，倹約や貯蓄を重んじる
国民性，預貯金の習慣が定着していること，バブル崩壊
の経験から将来不安のリスクをとらない傾向があること
などが理由ともいわれている。日本でも ,金融商品から得
られる利益が非課税になるNISA（ニーサ）など，資産運
用の後押しをする政策が徐々に広まっている。

�アメリカにどのような政策があるのか調べてみよう
�株式などで資産を持つことのメリットは何だろう？
�ユーロエリアには，どのような特徴があるか考えてみよう

�日本人が現金を好む理由は何？
�日本にはどのような運用方法があるだろうか
�NISA の制度を調べてみよう

＊１�企業や加入者が一定額の掛金を拠出して自分で運用する年金。運用の結果により，将来受け取る額も異なる。企業型と個人向けがある。

家計の金融資産構成

金融資産合計に占める割合（％）

（日本銀行調査統計局「資金循環の日米欧比較」2022年より）
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※�グラフの「その他計」は，金融資産合計から，現金・預金，債務証券，投資信託，株式等，保険・年金 ･定型保証を控除した残差。192
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訂正箇所

家基 703　家庭基礎 つながる暮らし 共に創る未来　令和５年度版→６年度版修正箇所

令 和 ５ 年 度 教 科 書（ 旧 ） 令 和 ６ 年 度 教 科 書（ 新 ）

タッチ決済

コード決済

豆知識  クレジットカードの契約については，カード発行会社と加盟店契約会社を分けて四者間契約と考えることもある。

3  消費者信用のしくみ
（１）多様化する支払い方法
　あなたはものを買うとき，どのようにして支払いをするだ

ろうか。現金で支払う以外に，スマートフォンを利用する決

済 6 ，クレジットカードや IC カードを使うカード決済など，

支払い方法が多様化している。現金を使わずに支払いをする

ことをキャッシュレス決済という。日本でも，キャッシュレ

ス対応の店が増えてきている。

　カードやスマートフォンでの支払い方法にはそれぞれ特徴

があり，前払い（プリペイド）のもの，即時払い（リアルタ

イムペイ）のもの，後払い（ポストペイ）のものなど，お金

が支払われるタイミングも異なるので注意が必要となる。 7

6  スマートフォンでの決済

7  支払い方法・カードの種類

クレジットカードや銀行口座の情報を登録し
て，支払い時に利用する。店の端末にスマー
トフォンをかざすタッチ決済，QRコードや
バーコードを使うコード決済がある。各サー
ビスによって前払い，即時払い，後払いがある。

前払い（プリペイド）

即時払い（リアルタイムペイ）

後払い（ポストペイ）

◦プリペイドカード
　�先払いなので，買いすぎが少なくなる。
有効期限がある場合もあるので注意が
必要である。

◦電子マネー（交通系 IC カード，流通系）
　�事前にチャージした残高から支払う。
オートチャージ（残額が減ると自動的
に入金する）設定の場合は，あとから
請求が来る。

◦デビットカード（銀行系，国際ブランド系）
　�即時に銀行口座から引き落としが行わ
れる。口座の残高分のみ使用でき，預
金残高が不足すると，支払いができな
い。

◦クレジットカード
　�支払い日に，銀行口座から引き落とさ
れる。支払い方法が選択できるが，手
数料が必要になることもある。

各国のキャッシュレス決済比率の状況（2020 年）

　世界各国のキャッシュレス決済比率の状況を見ると，韓国では 93％
以上普及しており，40 〜 60％台の国も多く，キャッシュレスの流れ
が加速している。それに対し，日本は 30％以下と低い。日本でキャッ
シュレス支払いが普及しにくい背景としては，盗難の少なさや，現金
を落としても返ってくるといった治安のよさも関係しているといわれ
る。2018 年に経済産業省が発表した「キャッシュレス・ビジョン」では，
日本のキャッシュレス決済比率を 2025 年までに 40％に，将来的に
は 80％をめざすことを掲げている。
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（一般社団法人キャッシュレス推進協議会「キャッシュレス・ロードマップ2022」�より）

各カードの特徴を
知っておこう！
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タッチ決済

コード決済

豆知識  クレジットカードの契約については，カード発行会社と加盟店契約会社を分けて四者間契約と考えることもある。

3  消費者信用のしくみ
（１）多様化する支払い方法
　あなたはものを買うとき，どのようにして支払いをするだ

ろうか。現金で支払う以外に，スマートフォンを利用する決

済 6 ，クレジットカードや IC カードを使うカード決済など，

支払い方法が多様化している。現金を使わずに支払いをする

ことをキャッシュレス決済という。日本でも，キャッシュレ

ス対応の店が増えてきている。

　カードやスマートフォンでの支払い方法にはそれぞれ特徴

があり，前払い（プリペイド）のもの，即時払い（リアルタ

イムペイ）のもの，後払い（ポストペイ）のものなど，お金

が支払われるタイミングも異なるので注意が必要となる。 7

6  スマートフォンでの決済

7  支払い方法・カードの種類

クレジットカードや銀行口座の情報を登録し
て，支払い時に利用する。店の端末にスマー
トフォンをかざすタッチ決済，QRコードや
バーコードを使うコード決済がある。各サー
ビスによって前払い，即時払い，後払いがある。

前払い（プリペイド）

即時払い（リアルタイムペイ）

後払い（ポストペイ）

◦プリペイドカード
　 先払いなので，買いすぎが少なくなる。

有効期限がある場合もあるので注意が
必要である。

◦電子マネー（交通系 IC カード，流通系）
　 事前にチャージした残高から支払う。

オートチャージ（残額が減ると自動的
に入金する）設定の場合は，あとから
請求が来る。

◦デビットカード（銀行系，国際ブランド系）
　 即時に銀行口座から引き落としが行わ

れる。口座の残高分のみ使用でき，預
金残高が不足すると，支払いができな
い。

◦クレジットカード
　 支払い日に，銀行口座から引き落とさ

れる。支払い方法が選択できるが，手
数料が必要になることもある。

各国のキャッシュレス決済比率の状況（2021 年）

　世界各国のキャッシュレス決済比率の状況を見ると，韓国では 95％
以上普及しており，40〜 60％台の国も多く，キャッシュレスの流れ
が加速している。それに対し，日本は 30％程度と低い。日本でキャッ
シュレス支払いが普及しにくい背景としては，盗難の少なさや，現金
を落としても返ってくるといった治安のよさも関係しているといわれ
る。2018年に経済産業省が発表した「キャッシュレス・ビジョン」では，
日本のキャッシュレス決済比率を 2025 年までに 40％に，将来的に
は 80％をめざすことを掲げている。
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（一般社団法人キャッシュレス推進協議会「キャッシュレス・ロードマップ2023」 より）

各カードの特徴を
知っておこう！
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 C 編 　２ 消費生活

[ 小  中家庭 ]物資とサービス／買い物，消費者／意思決定のプロセス／未成年者取消権　[ 中技術 ]情報モラル　
[ 高情報 ]情報モラル　[ 高現代社会 ]情報化

1000
0

1  私たちの消費生活
（１）消費者とは
　私たちが生活するためには，食べ物や衣服，住まいなど，多

くのモノを必要とする。また，病院での治療，電車やバスの

利用，散髪などさまざまなサービスの利用も欠かせない。1 1

私たちは毎日これらを購入し，使用している。生活のために

モノやサービスを消費する私たちのことを消費者 2 という。

（２）商品購入の意思決定
　経済活動のグローバル化 3   ，交通や運輸の発達，ICT（情

報通信技術） 4 の高度化などにより，時間や場所を選ばずに

買い物ができるようになった。インターネットを通じて，個

人間で直接商品を売買したりすることも可能になり，さまざ

まな方法で商品を入手することができるようになった。

　あなたはほしい商品があるとき，何を考えて購入を決める

だろうか。ほしいと思ったら，目的を認識し，さまざまな情報

を収集し，選択肢を絞
しぼ

り込む。いつ，どれだけ，どのような

方法で購入するかを考え，購入するかどうかを決定する。こ

のような商品を購入するまでの一連の過程を，購入の意思決

定のプロセスという。 p.195  2 　自分の消費活動が社会に与
える影響を考え，みずからの選択が本当に満足のいくものか，

未来につながる購入なのかを考えて決定しよう。

自分の考えに合うものを選ぼう。
買い物をするとき，何で支払いをするのが便利だと思う？

　 現金　　 クレジットカード

　 スマートフォン

	生活情報を活用して意思決定しよう
	契約の重要性に気づこう
	消費者信用のしくみを理解しよう

何をどうやって買う？1

1   消費支出におけるモノとサービス
の割合

1  売り買いの目的となるもの（商品）は，
形あるモノ（物資）と形のないサービス
に分けられる。

2  消費者とは，生活のために商品やサービ
スを購入し，使用する人のこと。

3  貿易による商品やサービスの取引や，海
外への投資などによって，海外との経済
的な結びつきが深まること。

4  Information and Communication 
Technology の略で，通信技術を活用し
たコミュニケーションのこと。
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※全国・二人以上の世帯
（総務省統計局「家計調査年報」より）
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 C 編 　２ 消費生活

[ 小  中家庭 ]物資とサービス／買い物，消費者／意思決定のプロセス／未成年者取消権　[ 中技術 ]情報モラル　
[ 高情報 ]情報モラル　[ 高現代社会 ]情報化

1000
0

1  私たちの消費生活
（１）消費者とは
　私たちが生活するためには，食べ物や衣服，住まいなど，多

くのモノを必要とする。また，病院での治療，電車やバスの

利用，散髪などさまざまなサービスの利用も欠かせない。1 1

私たちは毎日これらを購入し，使用している。生活のために

モノやサービスを消費する私たちのことを消費者 2 という。

（２）商品購入の意思決定
　経済活動のグローバル化 3   ，交通や運輸の発達，ICT（情

報通信技術） 4 の高度化などにより，時間や場所を選ばずに

買い物ができるようになった。インターネットを通じて，個

人間で直接商品を売買したりすることも可能になり，さまざ

まな方法で商品を入手することができるようになった。

　あなたはほしい商品があるとき，何を考えて購入を決める

だろうか。ほしいと思ったら，目的を認識し，さまざまな情報

を収集し，選択肢を絞
しぼ

り込む。いつ，どれだけ，どのような

方法で購入するかを考え，購入するかどうかを決定する。こ

のような商品を購入するまでの一連の過程を，購入の意思決

定のプロセスという。 p.195  2 　自分の消費活動が社会に与
える影響を考え，みずからの選択が本当に満足のいくものか，

未来につながる購入なのかを考えて決定しよう。

自分の考えに合うものを選ぼう。
買い物をするとき，何で支払いをするのが便利だと思う？

　 現金　　 クレジットカード

　 スマートフォン

	生活情報を活用して意思決定しよう
	契約の重要性に気づこう
	消費者信用のしくみを理解しよう

何をどうやって買う？1

1   消費支出におけるモノとサービス
の割合

1  売り買いの目的となるもの（商品）は，
形あるモノ（物資）と形のないサービス
に分けられる。

2  消費者とは，生活のために商品やサービ
スを購入し，使用する人のこと。

3  貿易による商品やサービスの取引や，海
外への投資などによって，海外との経済
的な結びつきが深まること。

4  Information and Communication 
Technology の略で，通信技術を活用し
たコミュニケーションのこと。
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　製造物責任法（PL 法）（➡p.207）では，製品の欠陥により人の生命，身体または財産
が侵害された場合，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。
　消費者庁と国民生活センターは，関係機関から事故情報や危険情報を収集し，事故防止
のために「事故情報データバンクシステム」を提供している。また，製品などに関する技
術上の評価や品質にかかわる情報の収集・提供などを行う製品評価技術基盤機構（NITE）
では，家庭用電気製品やガスコンロ，石油ストーブなどの製品に関する事故の原因調査や
安全テストを実施。事故の原因を明らかにし，製造事業者や消費者に，事故防止のための
情報を提供している。消費生活にかかわる製品事故が発生したときは，消費生活センター
に相談してみよう。（写真は，転倒した際にポケットに入れていたスマートフォンが発熱・
発火した事故の検証をするための再現実験の様子。）� （NITE 製品安全センター）

安 全
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❖ 消費者問題に対応する行政機関
　消費者問題に対応する行政機関として，消費者庁が設置さ

れている。また，消費者被害の未然防止や暮らしに役立つ情

報提供，苦情処理などを行う機関として，国に国民生活セン
ター，地方自治体に消費生活センターが設置されていて，さ

まざまな相談を受けつけている。 4 5 　消費者庁の消費者ホ
ットラインは，全国共通番号「１

い
８
や

８
や

」に電話をすると，最

寄りの相談窓口につながるしくみとなっている。

　さまざまな法的トラブル解決のための情報提供をする機関

には，法テラス（日本司法支援センター） 1 がある。個人で

対応が難しい場合には，消費者団体訴
そ

訟
しょう

制度 2 や裁判外紛争

解決手続（ADR） 3 などの活用も考えられる。困ったときに

は一人で悩まずに，このような機関で専門家の意見を聞くこ

とが大切である。

5  消費者行政のしくみ

4   相談件数の多かった商品・サービス
（20歳未満　上位10位）

順位 商品・サービス 件数（割合）
1 健康食品 4974（18.4%）
2 オンラインゲーム 4297（15.9%）
3 化粧品 3133（11.6%）

4
デジタルコンテン
ツその他

2233（8.3%）

5 アダルト情報サイト 1149（4.3%）
6 商品一般 1060（3.9%）
7 紳士・婦人洋服 742（2.8%）
8 出会い系サイト 614（2.3%）
9 移動通信サービス 370（1.4%）
10 他の役務サービス 323（1.2%）

（国民生活センター「消費生活年報2021」より）

1  総合法律支援法にもとづき，国民に法
的なトラブルの解決に必要な情報やサ
ービスを提供するために設置された。

2  消費者に代わって，直接の被害者では
ない消費者団体（一定の要件を満たす
適格消費者団体）が，事業者の不当な行
為をやめさせるように訴訟を起こすこ
とができる制度。

3  ADRは，Alternative Dispute Resolution 
の略。当事者以外の第三者にかかわっ
てもらいながら，裁判を起こす以外の
方法で消費者問題の解決を図ること。

振り込め詐
さ

欺
ぎ

防止の標語

　高齢者をターゲットにした「振り
込め詐欺」が社会問題化している。
身のまわりや地域の高齢者のために
自分たちに何ができるかを考え，標
語をつくってみよう。
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C 編　２ 消費生活 ② かしこい消費者になろう ―

鳥の目

虫の目

私の目

Viewpoint 〜鳥の目・虫の目・私の目〜

◉ 今日のテーマ ◉

キャッシュレス
Cashless

キャッシュレス決済には「支払いが楽になる」「お
金を管理しやすい」などの特徴があるが，日本
は海外に比べると大きく普

ふ
及
きゅう

が遅れている。そ
の理由を考えてみよう。

世界に視野を広げてみよう

身のまわりの事例を調べて考えを深めよう

自分の考えをまとめよう

 ▶キャッシュレス決済のメリットは何だろう？

 ▶どのようにすれば日本でもっと普及するだろう？

 ▶これからどの決済方法を選びたい？

キャッシュレス決済が普及している韓国
　韓国のキャッシュレス決済比率は95%以上と非常に高
い（2021年時点）。その理由として，政府主導でクレジッ
トカード決済促進策を実施してきたことがあげられる。
ソウル市内の電子決済サービスは，小規模の個人事業主
の場合，決済手数料が0% になる，所得控除を受けられ
るなどの特典があり，加盟店が増加した。

日本は世界と比較しても普及が遅れている
　日本におけるキャッシュレス決済比率は32.5% と低く
（2021年時点），その背景には現金の使いやすさがある。
日本では偽札の流通が少なく，紙幣に対する信頼が厚い。
また，店舗における現金決済も速くて正確なため，不便
を感じることが少ない。キャッシュレス推進に向け，消
費者にポイント還元などを行っている事業者もある。

 韓国のキャッシュレス事情を詳しく調べよう
 韓国のほかに，キャッシュレスが普及している国を調べよう
 キャッシュレスが普及している国の共通点は？

 日本で普及が遅れているほかの理由も考えてみよう
 身近でキャッシュレス決済が使われている場面は？
 普及のための具体的な取り組みを調べよう （一般社団法人キャッシュレス推進協議会「キャッシュレス・

ロードマップ2023」より）
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　製造物責任法（PL 法）（➡p.207）では，製品の欠陥により人の生命，身体または財産
が侵害された場合，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。
　消費者庁と国民生活センターは，関係機関から事故情報や危険情報を収集し，事故防止
のために「事故情報データバンクシステム」を提供している。また，製品などに関する技
術上の評価や品質にかかわる情報の収集・提供などを行う製品評価技術基盤機構（NITE）
では，家庭用電気製品やガスコンロ，石油ストーブなどの製品に関する事故の原因調査や
安全テストを実施。事故の原因を明らかにし，製造事業者や消費者に，事故防止のための
情報を提供している。消費生活にかかわる製品事故が発生したときは，消費生活センター
に相談してみよう。（写真は，転倒した際にポケットに入れていたスマートフォンが発熱・
発火した事故の検証をするための再現実験の様子。）  （NITE 製品安全センター）
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❖ 消費者問題に対応する行政機関
　消費者問題に対応する行政機関として，消費者庁が設置さ

れている。また，消費者被害の未然防止や暮らしに役立つ情

報提供，苦情処理などを行う機関として，国に国民生活セン
ター，地方自治体に消費生活センターが設置されていて，さ

まざまな相談を受けつけている。 4 5 　消費者庁の消費者ホ
ットラインは，全国共通番号「１

い
８
や

８
や

」に電話をすると，最

寄りの相談窓口につながるしくみとなっている。

　さまざまな法的トラブル解決のための情報提供をする機関

には，法テラス（日本司法支援センター） 1 がある。個人で

対応が難しい場合には，消費者団体訴
そ

訟
しょう

制度 2 や裁判外紛争

解決手続（ADR） 3 などの活用も考えられる。困ったときに

は一人で悩まずに，このような機関で専門家の意見を聞くこ

とが大切である。

5  消費者行政のしくみ

4   相談件数の多かった商品・サービス
（20歳未満　上位10位）

順位 商品・サービス 件数（割合）
1 インターネットゲーム 4322（20.5%）
2 化粧品 2938（14.0%）
3 健康食品 1951（9.3%）
4 商品一般 1071（5.1%）
5 アダルト情報 995（4.7%）
6 紳士・婦人洋服 631（3.0%）

7
娯楽等情報配信サー
ビスその他

604（2.9%）

8 出会い系サイト・アプリ 544（2.6%）
9 内職・副業その他 363（1.7%）
10 電気 297（1.4%）

（国民生活センター「消費生活年報2022」より）

1  総合法律支援法にもとづき，国民に法
的なトラブルの解決に必要な情報やサ
ービスを提供するために設置された。

2  消費者に代わって，直接の被害者では
ない消費者団体（一定の要件を満たす
適格消費者団体）が，事業者の不当な行
為をやめさせるように訴訟を起こすこ
とができる制度。

3  ADRは，Alternative Dispute Resolution 
の略。当事者以外の第三者にかかわっ
てもらいながら，裁判を起こす以外の
方法で消費者問題の解決を図ること。

振り込め詐
さ

欺
ぎ

防止の標語

　高齢者をターゲットにした「振り
込め詐欺」が社会問題化している。
身のまわりや地域の高齢者のために
自分たちに何ができるかを考え，標
語をつくってみよう。
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208 鳥の目
１〜２

鳥の目

虫の目

私の目

Viewpoint 〜鳥の目・虫の目・私の目〜

◉ 今日のテーマ ◉

キャッシュレス
Cashless

キャッシュレス決済には「支払いが楽になる」「お
金を管理しやすい」などの特徴があるが，日本
は海外に比べると大きく普

ふ
及
きゅう

が遅れている。そ
の理由を考えてみよう。

世界に視野を広げてみよう

身のまわりの事例を調べて考えを深めよう

自分の考えをまとめよう

 ▶キャッシュレス決済のメリットは何だろう？

 ▶どのようにすれば日本でもっと普及するだろう？

 ▶これからどの決済方法を選びたい？

キャッシュレス決済が普及している韓国
　韓国のキャッシュレス決済比率は93%以上と非常に高
い（2020年時点）。その理由として，政府主導でクレジッ
トカード決済促進策を実施してきたことがあげられる。
ソウル市内の電子決済サービスは，小規模の個人事業主
の場合，決済手数料が0% になる，所得控除を受けられ
るなどの特典があり，加盟店が増加した。

日本は世界と比較しても普及が遅れている
　日本におけるキャッシュレス決済比率は約30%と低く
（2020年時点），その背景には現金の使いやすさがある。
日本では偽札の流通が少なく，紙幣に対する信頼が厚い。
また，店舗における現金決済も速くて正確なため，不便
を感じることが少ない。キャッシュレス推進に向け，消
費者にポイント還元などを行っている事業者もある。

 韓国のキャッシュレス事情を詳しく調べよう
 韓国のほかに，キャッシュレスが普及している国を調べよう
 キャッシュレスが普及している国の共通点は？

 日本で普及が遅れているほかの理由も考えてみよう
 身近でキャッシュレス決済が使われている場面は？
 普及のための具体的な取り組みを調べよう
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不適切な勧誘で「誤認」「困惑」して契約し
た場合
◦好意の感情の不当な利用（デート商法等）
◦不安をあおる告知（就職セミナー商法等）
◦事実と違うことをいう（不実告知）
◦不確実なことを断定的にいう（断定的判断）
◦�不利益な事実をわざと，または重大な過失
によって言わない（不利益事実の不告知）

◦�帰ってほしいと言っても帰ってくれない
（不退去）
◦�帰りたいのに帰してくれない（退去妨害）

豆知識  不意打ちや無理やり購入させられるケースが少ないため，自動車やバイクはクーリング・オフの対象外となっている。

2  消費者保護のしくみ
❖ 消費者問題にあったら
　消費者問題が生じやすい訪問販売，電話勧誘販売，学習塾

やエステ，美容医療などのサービスが一定期間継続するサー

ビス（特定継続的役務提供），マルチ商法（連鎖販売取引），内

職商法（業務提供誘引販売取引），訪問購入については，特定

商取引法において一定のルールが設けられている。またこれ

らの商取引で結んだ契約について，消費者が頭を冷やし再考

するための期間としてクーリング・オフ制度 3 が設けられて

いる。意に添わない契約をしてしまった際には，まずはクー

リング・オフ制度の活用を検討しよう。

　クーリング・オフ期間が過ぎていたり，条件が満たされな

い場合は，消費者契約法  　　 による取り消しや無効 2  につ

いて検討してみよう。消費者契約法では，契約が適切な方法

で行われなかった場合，一定の条件の下で消費者が契約を取

り消すことができたり，不当な契約条項が無効になったりす

る決まりを定めている。

p.207

2   消費者契約法により取り消しでき
る契約と無効になる契約条項

取り消しできる契約

無効になる契約条項

消費者の利益を不当に害する契約条項の場合
◦�事業者の損額賠償責任を免除，制限する条
項

◦不当に高額な解約料，遅延損害金
◦�消費者の利益を一方的に害する条項�など

3  クーリング・オフの条件と手続き
クーリング・オフができる条件

1． 契約した場所が業者の営業所以外＊1であること。
2． 特定商取引法において定められた適用除外される商品や役務（サービス）でないこと。
3． 法定の契約書面が交付された日（またはクーリング・オフの告知の日）から一定期間以内＊2で

あること。
4． 代金額が3,000円以上であること。
5． 化粧品，歯ブラシなど，指定された消耗品である場合は，未使用であること。

クーリング・オフの手続き
書面に契約を解除することを明記して，後日の紛争に備えて，内容証明郵便や簡易書留郵便，特定
記録郵便などで販売事業者に送る。クレジット契約を利用しているときは，信販会社にも通知書を
送る。※2022年6月から電磁的記録によるクーリング・オフが可能となった。E-mail や USB メ
モリ等の記録媒体，事業者の専用フォーム等により通知を行う。書面同様，契約年月日や契約者名，
購入品，告知の日などを記載する。
＊1  キャッチセールスやアポイントメントセールス，ＳＦ商法は営業所で契約した場合でもよい。
＊2  訪問販売，電話勧誘販売，特定継続的役務提供（エステ・語学教室・学習塾・家庭教師，パソコ

ン教室，結婚相手紹介サービスの継続的契約）などは８日間以内，マルチ商法などは20日間以内。

通知書
私は，貴社と次の契約をしましたが，
解除します。

契約年月日　○○年○月○日
商品名　○○○○
契約金額　○○○○円

私が支払った代金は返金してください。
受け取った商品はお引き取りください。

� ○○年○月○日
� （自分の住所）○○○○○○○
� （自分の氏名）○○○○

（販売事業者の住所）○○○○○○○
（販売事業者名）○○○○会社　代表者様

クーリング・オフ通知の例

（はがきの場合は，両面のコピーをとり，
「特定記録郵便」など記録の残る方法で送る）
（電磁的記録による場合，送信メールや画面
のスクリーンショットを残しておく）

日当たり良好！ 来
年
マ
ン
シ
ョ
ン
が

と
な
り
に
建
つ
け
ど
…

契
約
書
に
書
い
て
あ
り
ま
す

ネットショッピングなどの
通信販売は，クーリングオ
フができないから注意。
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た場合
◦好意の感情の不当な利用（デート商法等）
◦不安をあおる告知（就職セミナー商法等）
◦事実と違うことをいう（不実告知）
◦不確実なことを断定的にいう（断定的判断）
◦�不利益な事実をわざと，または重大な過失
によって言わない（不利益事実の不告知）
◦�帰ってほしいと言っても帰ってくれない
（不退去）
◦�帰りたいのに帰してくれない（退去妨害）

豆知識  不意打ちや無理やり購入させられるケースが少ないため，自動車やバイクはクーリング・オフの対象外となっている。

2  消費者保護のしくみ
❖ 消費者問題にあったら
　消費者問題が生じやすい訪問販売，電話勧誘販売，通信販

売，学習塾やエステ，美容医療などのサービスが一定期間継

続するサービス（特定継続的役務提供），マルチ商法（連鎖販

売取引），内職商法（業務提供誘引販売取引），訪問購入につ

いては，特定商取引法において一定のルールが設けられてい

る。またこれらの商取引で結んだ契約について，消費者が頭

を冷やし再考するための期間としてクーリング・オフ制度 3

が設けられている。意に添わない契約をしてしまった際には，

まずはクーリング・オフ制度の活用を検討しよう。

　クーリング・オフ期間が過ぎていたり，条件が満たされな

い場合は，消費者契約法  　　 による取り消しや無効 2  につ

いて検討してみよう。消費者契約法では，契約が適切な方法

で行われなかった場合，一定の条件の下で消費者が契約を取

り消すことができたり，不当な契約条項が無効になったりす

る決まりを定めている。
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2   消費者契約法により取り消しでき
る契約と無効になる契約条項

取り消しできる契約

無効になる契約条項

消費者の利益を不当に害する契約条項の場合
◦�事業者の損額賠償責任を免除，制限する条
項
◦不当に高額な解約料，遅延損害金
◦�消費者の利益を一方的に害する条項�など

3  クーリング・オフの条件と手続き
クーリング・オフができる条件

1．�契約した場所が業者の営業所以外＊1であること。
2．�特定商取引法において定められた適用除外される商品や役務（サービス）でないこと。
3．�法定の契約書面が交付された日（またはクーリング・オフの告知の日）から一定期間以内＊2で
あること。

4．�代金額が3,000円以上であること。
5．�化粧品，歯ブラシなど，指定された消耗品である場合は，未使用であること。

クーリング・オフの手続き
書面に契約を解除することを明記して，後日の紛争に備えて，内容証明郵便や簡易書留郵便，特定
記録郵便などで販売事業者に送る。クレジット契約を利用しているときは，信販会社にも通知書を
送る。※2022年6月から電磁的記録によるクーリング・オフが可能となった。E-mail や USB メ
モリ等の記録媒体，事業者の専用フォーム等により通知を行う。書面同様，契約年月日や契約者名，
購入品，告知の日などを記載する。
＊1 �キャッチセールスやアポイントメントセールス，ＳＦ商法は営業所で契約した場合でもよい。
＊2 �訪問販売，電話勧誘販売，特定継続的役務提供（エステ・語学教室・学習塾・家庭教師，パソコ
ン教室，結婚相手紹介サービスの継続的契約）などは８日間以内，マルチ商法などは20日間以内。

通知書
私は，貴社と次の契約をしましたが，
解除します。

契約年月日　○○年○月○日
商品名　○○○○
契約金額　○○○○円

私が支払った代金は返金してください。
受け取った商品はお引き取りください。

� ○○年○月○日
� （自分の住所）○○○○○○○
� （自分の氏名）○○○○

（販売事業者の住所）○○○○○○○
（販売事業者名）○○○○会社　代表者様

クーリング・オフ通知の例

（はがきの場合は，両面のコピーをとり，
「特定記録郵便」など記録の残る方法で送る）
（電磁的記録による場合，送信メールや画面
のスクリーンショットを残しておく）
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環
境

C編

　地球規模で起きている環境問題も，私たちの行動一つひとつが関係している。自分が地球に暮らす一員であるという
自覚をもち，環境問題の解決に向けて，できることから行動を起こそう。

Think globally, Act locally. 〜地球規模で考え，地域で行動しよう〜Co
lumn

Think globally.〜環境問題を知ろう〜

Act locally.〜私たちにできること〜

森林破壊
　世界の陸地面積の約3割を占める森林が徐々に減少
している。耕地を開拓したり，放牧地・養殖池をつくっ
たりするためなどに森林が伐採され，1990年からの
25年間で，日本の面積の3.4倍にあたる約1億2,900
万ヘクタールの森林が減少している。

ごみ問題
　大量生産・大量消費は大量の廃棄物を生み，最終
処分場もやがていっぱいになり，ごみは行き場を失
う。日本での1年間のごみの総排出量は4,167万ト
ン（2020年）であり，このうち，10分の1にあたる
435万トンは廃プラスチックと推計されている。

地球温暖化
　石油や石炭などの化石燃料が消費されることで，大
気中の二酸化炭素の濃度が高くなる。これによって温
室効果が起き，地表から放出される熱が逃げにくくな
り，気温が上昇する。この現象を地球温暖化という。
平均気温の上昇により，今までにないレベルの猛暑や
大雨などの異常気象が増加するなど影響が出ている。

水質汚染
　地球の地表の4分の3は水でおおわれていて，その
ほとんどは海水であり，人間が使える真水はわずか
0.01% しかない。しかしながら，工場や家庭の排水
口から流れた水により，河川や海の水が汚れ，魚介類
を汚染して生態系に悪影響をおよぼしている。

（環境省「こども環境白書」などより作成）

□ エコバッグを持ち歩き，レジ袋はもらわない
□ 短い距離は，歩くか自転車に乗る
□ ペットボトル飲料ではなく，水筒を持ち歩く
□ 冷蔵庫を開けている時間を短くする
□ 宅配便は一度で受け取る
□ お風呂の沸かしなおしを減らす
□ エレベーターをやめて階段を使う
□ 必要のない照明はこまめに消す
□ シャワーの使用時間を短くする
□ トイレのフタをしめる（※温水洗浄便座）
□  電気製品の電源プラグを抜いて待機電力を減

らす
□ 文房具を最後まで使い切る
□ 残さず食べる
□ 分別のルールを守る
□ 歯を磨いているときは水をとめる

□ テレビを見ないときは消す
□ 晴れた日は外で洗濯物を乾かす
□  食器などについた余分な汚れは，ふき取ってか

ら洗う

それぞれの行動が，どの環境問題にど
んな影響を与えるだろう？
考えながら実行してみよう。
また，プラスチックごみの問題（➡p.217）
についても確認しよう！

211C 編　３ 環境 ① 環境問題を考える ―

鳥の目

虫の目

私の目

Viewpoint 〜鳥の目・虫の目・私の目〜

◉ 今日のテーマ ◉

キャッシュレス
Cashless

キャッシュレス決済には「支払いが楽になる」「お
金を管理しやすい」などの特徴があるが，日本
は海外に比べると大きく普

ふ
及
きゅう

が遅れている。そ
の理由を考えてみよう。

世界に視野を広げてみよう

身のまわりの事例を調べて考えを深めよう

自分の考えをまとめよう

 ▶キャッシュレス決済のメリットは何だろう？

 ▶どのようにすれば日本でもっと普及するだろう？

 ▶これからどの決済方法を選びたい？

キャッシュレス決済が普及している韓国
　韓国のキャッシュレス決済比率は93%以上と非常に高
い（2020年時点）。その理由として，政府主導でクレジッ
トカード決済促進策を実施してきたことがあげられる。
ソウル市内の電子決済サービスは，小規模の個人事業主
の場合，決済手数料が0% になる，所得控除を受けられ
るなどの特典があり，加盟店が増加した。

日本は世界と比較しても普及が遅れている
　日本におけるキャッシュレス決済比率は約30%と低く
（2020年時点），その背景には現金の使いやすさがある。
日本では偽札の流通が少なく，紙幣に対する信頼が厚い。
また，店舗における現金決済も速くて正確なため，不便
を感じることが少ない。キャッシュレス推進に向け，消
費者にポイント還元などを行っている事業者もある。

 韓国のキャッシュレス事情を詳しく調べよう
 韓国のほかに，キャッシュレスが普及している国を調べよう
 キャッシュレスが普及している国の共通点は？

 日本で普及が遅れているほかの理由も考えてみよう
 身近でキャッシュレス決済が使われている場面は？
 普及のための具体的な取り組みを調べよう
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ロードマップ2023」より）
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　地球規模で起きている環境問題も，私たちの行動一つひとつが関係している。自分が地球に暮らす一員であるという
自覚をもち，環境問題の解決に向けて，できることから行動を起こそう。

Think globally, Act locally. 〜地球規模で考え，地域で行動しよう〜Co
lumn

Think globally.〜環境問題を知ろう〜

Act locally.〜私たちにできること〜

森林破壊
　世界の陸地面積の約3割を占める森林が徐々に減少
している。耕地を開拓したり，放牧地・養殖池をつくっ
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（環境省「こども環境白書」などより作成）
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