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no.3� ブロッコリー「重要な野菜」に

（
２
０
２
４
年
1
月
21
日

  

読
売
新
聞
朝
刊
よ
り
）

2 	図１、２はそれぞれ記事中の㋐～㋓のどの部分をくわしく説
明していますか。

3 	記事を読んでわかったことを小学生が発表しています。記事の内
ない

容
よ う

を正しく読み取っているのは
だれですか。

農
家
の
収

し
ゅ
う

入に
ゅ
う

を
守
る
仕
組
み
が

適て
き

用よ
う

さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
生

産
者
は
安
心
し
て
生
産
が
で

き
、
消
費
者
に
と
っ
て
は
流
通

量
や
価
格
が
安
定
す
る
と
い
う

利
点
が
あ
る
。

　
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
は
近
年
、
栄

養
価
の
高
さ
で
注
目
さ
れ
て
い

る
。
た
ん
ぱ
く
質し

つ

や
ビ
タ
ミ
ン
、

ミ
ネ
ラ
ル
が
豊ほ

う

富ふ

で
、
調
理
が

簡か
ん

単た
ん

な
た
め
食
事
に
手
軽
に
取

り
入
れ
や
す
い
。

　
農
水
省
に
よ
る
と
、
ブ
ロ
ッ

コ
リ
ー
の
２
０
２
２
年
の
出
荷

量
は
15
万
７
１
０
０
㌧
。
１ 

９
８
９
年
の
約
８
万
㌧
か
ら
倍

増
し
た
。
88
年
ま
で
は
「
カ
リ

フ
ラ
ワ
ー
の
一
部
」
と
し
て
集

計
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
れ
以

前
の
量
は
わ
か
ら
な
い
。

　
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
の
主
要
な
産

地
は
北
海
道
や
愛
知
県
、
埼
玉

県
と
な
っ
て
い
る
。

　
農
林
水
産
省
は
、
消

し
ょ
う

費ひ

量り
ょ
う

が

特
に
多
く
、
よ
く
食
べ
ら
れ
て

い
る
「
指
定
野
菜
」
に
、
２
０ 

２
６
年
度
か
ら
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー

を
追
加
す
る
。
㋐
新
た
な
野
菜

の
追
加
は
１
９
７
４
年
の
ジ
ャ

ガ
イ
モ
以
来
、
52
年
ぶ
り
だ
。

指
定
野
菜
は
、
農
家
に
安
定
し

て
生
産
を
続
け
て
も
ら
う
た
め

に
国
が
定
め
て
お
り
、
㋑
現現げ

ん
げ
ん

在在ざ
い
ざ
い

は
キ
ャ
ベ
ツ
や
ダ
イ
コ
ン
、
ト

マ
ト
な
ど
14
品
目
あ
る
。
農
水

省
は
「
㋒
出
荷
量
が
横
ば
い
か

減減げ
ん
げ
ん

少少し
ょ
う

し
ょ
う

傾傾け
い
け
い

向向こ
う
こ
う

に
あ
る
野
菜
が
多
い

中
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
は
倍倍ば

い
ば
い

増増ぞ
う
ぞ
う

し

た
。
国
民
に
と
っ
て
重
要
な
野

菜
と
な
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

　
㋓
野
菜
は
天
候
の
影影え

い
え
い

響響き
ょ
う

き
ょ
う

を
受

け
て
、
生
産
量
が
大大お

お
お
お

幅幅は
ば
は
ば

に
増増ぞ

う
ぞ
う

減減げ
ん
げ
ん

し
、
価価かか

格格か
く
か
く

の
変
動
も
大
き
い
。

「
指
定
野
菜
」
に
な
る
と
、
収

し
ゅ
う

穫か
く

が
多
す
ぎ
て
価
格
が
著

い
ち
じ
る

し
く
下

が
っ
た
時
に
、
国
が
農
家
に
下

が
っ
た
価
格
の
９
割わ

り

を
補お

ぎ
な

い
、

ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー

「

重
要
な
野
菜
」に

Aさん：日本人は近年、野菜を食べなくなってきていて、農家は大変だとわかりました
Bさん：国は、人々に栄養価の高い野菜を食べてもらうため、様々な工夫をしています
Cさん：ブロッコリーとカリフラワーは同じ野菜なのでどちらを食べてもよさそうです
Dさん：多くの人が食べる野菜は、品切れなどで困

こ ま

らないよう国が	
　　	対

た い

策
さ く

をしています

① 価格の変動が大きいから
③ 天候の影響を受けやすいから

② 消費量が多くなったから
④ 栄養価が高く健康によいから

1  	ブロッコリーはなぜ「指定野菜」になったのですか。正しいものを選び、番号を書きましょう。
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図1： 図2：

現在、国が「指定野菜」として
いる作物

■主な野菜の出荷量の推
すい

移
い

※1989年を「1」として数
すう

値
ち
化
か

キャベツ、キュウリ、里
さと

芋
いも

、
大根、タマネギ、トマト、ナス、
ニンジン、ネギ、白菜、ジャガ
イモ（バレイショ）、
ピーマン、ホウレ
ンソウ、レタス

〈図１〉 〈図２〉



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  ＜解答編＞ 

 

 

 

 

 

図１を見ると、ほかにどのような野菜が「指定野菜」になっ

ているかがわかりますね。図２では、ブロッコリーの出荷量

が、ほかの野菜とくらべて、増
ふ

えていることがわかります。 

記事はブロッコリーが指定野菜になったことを知らせ、指定野菜とはどのような野菜なのか、指定野菜になるとどのよう

な効果
こ う か

があるのかを説明しています。人々にとって大切な食品は、きちんと手に入るよう対策が取られているのです。 

①～④は全て記事中に書いてあるのでまよった人がい

るかもしれません。ただ「指定野菜」になるには、「消費

量が特に多く、よく食べられている」ことが必要です。 

イ

m

a

i 
D さん  

②  

 

ウ  



 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

読んでみよう！ 

◆ミー太郎のおすすめ記事 

 

 

 

 

 

 

 

「野菜が高い、安い」というニュースはよく耳にします。 

どのようなことが、野菜の値段
ね だ ん

に影響
えいきょう

しそうですか。 

（２０２４年４月９日 読売新聞埼玉版より） 

（２０２３年１１月３０日 読売新聞朝刊より） 
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（２０２4年1月17日 読売新聞朝刊より）
1 	個人による寄付が変わるきっかけとなったことは何ですか。

当てはまるものを全て選び、番号を書きましょう。

3 	下線部「寄付の見える化」とは、具体的にどうすることを指していますか。次の□にあてはまるよう
に、１０字以内で抜

ぬ

き出しましょう。

no.6� 募金もキャッシュレス決済

2 	次の内容は、どの部分を読めばわかりますか。グラフ①が示している内容はア、グラフ②が示して
いる内容はイ、グラフと本文中の両方に説明がある内容はウ、を書きましょう。

　「Suica（スイカ）やPASMO
（パスモ）も使えます」
　神奈川県内で「赤い羽根共同募
金」を呼びかける人の声が響

ひび

いた。
交通系ICカードのSuicaを使って
500円を寄付した男性は「小銭を
持ち歩かないので、カードで払

はら

え
るなら手軽だ」と話す。
　赤い羽根共同募金は街頭募金が
通例だ。だが2020年の新型コロ
ナウイルス流行後、接

せっ

触
しょく

をできる
限り避

さ

けるため、同県などでキャ
ッシュレス決済を導入。利用者が
増えれば全国へ広げる予定だ。
　日本は慈

じ

善
ぜん

活動が盛んな欧
おう

米
べい

と
比べ、個人の寄付が広く定着して
いるとは言えない。20年の調査
では、米国での個人寄付は年間
34兆円を超

こ

え、日本の約28倍だ
った。

　個人の寄付が根づいていない背
景には、寄付先や寄付の使われ方
に対する信

しん

頼
らい

の低さがあるようだ。
国が22年度に行った調査による
と、寄付を妨

さまた

げる要因として「寄
付先への不信感」が23.5％、「寄
付が役立っていると思えない」が
22.9％で、「手続きがわかりにく
い」などを上回った。
　信頼性を高める対策として、
「寄付の見える化」が効果を発揮
している。
　スマートフォンから寄付ができ
るサイト「solio（ソリオ）」はそ
の一つだ。「国際協力」や「子ど
もの教育」など12の分野から支

し

援
えん

したいことを選ぶと、その分野
で活動する団体に寄付金が分配さ
れる。寄付の使い道を明らかにし
ている点が評価され、これまでに

1000万円以上が寄付された。
　寄付活動に詳

くわ

しい関西大教授は
「寄付の定着には、寄付先の活動
を客観的に評価できる情報発信の
強化が必要だ」と指

し

摘
てき

している。

募
ぼ

金
き ん

もキャッシュレス決済

・街頭や募金箱で寄付をする割合が、大きく減少していること	 （　		　）
・寄付をするためには、手続きよりも信頼性が課題であること	 （　		　）
・寄付ができるかどうかは、経済的な事情も影

え い

響
きょう

していること	 （　		　）

① デジタル化が進んだこと ② 新型コロナの感染拡大
③ 日本と米国の意識の違

ち が

い ④ 大規模な災害の発生

　社会のデジタル化が進み、個人の寄付に変化
が見え始めた。電子マネーなどによる「キャッ
シュレス決済」や、インターネットを活用して
寄付先を選ぶ取り組みも広がりつつある。

■寄付を行った方法 グラフ①

グラフ②

設置されている
募金箱

クレジットカード
などの利用
振り込み・

口座引き落とし

街頭募金

直接手渡し
寄付付き商品の

購入
現物寄付

給料からの
天引き

経済的余裕ない
寄付先への不信感
役に立つと思えない
十分な情報がない

手続きがわかりにくい
その他

妨げはない

その他

0 5 10 15 20 25 30

0 10 20 30 40 50 60

35

（％）

（％）

■寄付の妨げとなる要因

※複数回答

※複数回答

2019年度
22年度

ふ こ

て わた

こうにゅう

よ ゆう

寄付の すること



 

 

 

  ＜解答編＞ 

 

 

 

 

 

本文中では寄付の方法が変

化していることを説明しています

が、実際の「割合」の変化はグ

ラフ①を見ないとわかりません。

グラフ②は、「個人の～」で始ま

る段落で説明している調査の

結果を詳しく示しています。 

「見える化」とは、寄付の妨げとなっていた「寄付先や使われ方に対する信頼の

低さ」を解決するための取り組みを、簡潔な表現で言い表しているのですね。 

使  い  道  を  明  ら  か  に  

ア 
ウ 
イ 

寄付を行う方法が大きく変わった背景は二つ。冒頭の一文にある「デジタル化」とともに、

コロナ禍で接触を避ける必要があったことがキャッシュレス決済の導入を後押ししました。 

① ② 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャッシュレス決済は便利ですが、リスクもあります。 

「上手に付き合う」には、どのようなことに注意する必要がありますか。 

 

 

読んでみよう！ 

◆ミー太郎のおすすめ記事 

 

 

 

 

 

 

２０２１年４月３０日 

          読売中高生新聞より 




