
    

    

１ 

月 

■ アルジェリアでイスラム武装勢力邦人拘束 

アルジェリア東部の天然ガス関連施設が、イスラム武装勢力に襲撃され、大手プラントメーカー

「日輝」の社員らが人質となった。アルジェリア軍による救出作戦が行われ、その戦闘時に複数

の人質が死亡するという結果になった。 

 

■ 生活保護費引き下げへ 

政府は生活保護費のうち日常生活費にあたる「生活扶助」と年末に支給される「期末一時扶助」

を、3 年間で合わせて 740 億円削減することを決定。生活扶助を受けている世帯が、受けていな

い世帯の生活費水準を上回るケースがあり、それを解消するためとされている。 

※生活保護 

社会保障社会保障社会保障社会保障のうちの公的扶助公的扶助公的扶助公的扶助に含まれるもの。生活が苦しい人に対して生活費などを支給する。 

 

 

 

２ 

月 

■ 中国から大気汚染物質「ＰＭ２．５」飛来 

中国から日本へ飛来する微小粒子状物質「ＰＭ2.5」について環境省は、汚染の監察局の増設や、

濃度が高い場合に自治体による注意報、警報の発令などの緊急行動計画をまとめた。 

※ＰＭ２．５ 

大気中に浮遊する粒子状物質のうち、大きさが 2.5 マイクロメートル以下の微細な粒子の総称。

呼吸器の奥まで入り込みやすく人体への影響が懸念される。 

 

■ 火星無人探査機がサンプル採取 

火星無人探査機「キュリオシティー」が火星の地表の岩に穴を 

開け、地質を調査するためのサンプル採取に成功した。 

 

■ ロシアに隕石落下 

ロシア中部のウラル地方に隕石が落下し、衝撃波などで約 4700 棟以上が破壊され、1200 人以上

が負傷した。この隕石は大気圏に突入する前で、直径約 17ｍ、重さ約 1万トンと推定される。 

 

■ 韓国で初の女性大統領誕生 

韓国でセリヌ党のパク・クネ氏が、第 18代大統領に就任した。任期は 5年で、韓国初の女性大統

領となった。 

 

３ 

月 

■ 中国共産党の国家主席に習近平氏選出 

中国の全国人民代表会議で、国家主席（国家元首）に国家副主席の習近平（しゅうきんぺい）氏

が選出された。習氏は国家中央軍事委員会主席にも選出され、前年秋に引き継いだ共産党書記と

合わせ、党・国家・軍の三つの最高指導ポストを握ることになった。 

 

■ 新ローマ法王選出 

ベネディクト 16 世がローマ法王を退位したことによりバチカン市国 

で行われた新ローマ法王選出のための会議「コンクラーベ」で、アル 

ゼンチン出身のホルヘ・マリオ・ベルゴリオ枢機卿が第 266 代法王 

に選出された。法王名は「フランシスコ 1 世」を名乗り、初の中南米 

出身の法王なった。 

 



４ 

月 

■ サッチャー元首相が死去 

イギリス初の女性首相となり、保守的で強気なその性格と指導力から「鉄の女」との異名を 

とったマーガレット・サッチャー元英国首相が死去した。 

 

■ 縄文土器破片から世界最古の煮炊き跡 

北海道帯広市の大正遺跡群「大正 3」遺跡で発掘された約 1万 4000 年前の 

縄文土器から、海産物を煮炊きした焦げかすが見つかった。 

土器を煮炊きに使った証拠としては世界最古のものとされている。 

５ 

月 

■ 国民栄誉賞授与式 

読売巨人軍終身名誉監督の長島茂雄氏と、巨人と米大リーグ・ヤンキースなどで活躍した松井秀

喜氏に国民栄誉賞が贈られることが決まり、表彰式が東京ドームで行われた。 

 

■ 史上最高齢のエベレスト登頂 

プロスキーヤーで冒険家の三浦雄一郎さんが、世界最高峰であるエベレスト(標高 8848ｍ)の登頂

に成功した。これにより、史上最高齢の登頂記録を更新した。 

 

■ マイナンバー法成立 

国民一人一人に番号を割り振って所得や納税実績、社会保障に関する個人情報を 1 つの番号で管

理する共通番号「マイナンバー」制度の関連法案が成立した。平成 28 年 1月からの利用となる。

今後、政府は全国民に個人番号(マイナンバー)をふり、ＩＣチップの入った顔写真付きの「個人

番号カード」を希望者に交付する。各種行政手続きの簡略化が大きな狙いの 1 つ。 

６ 

月 

■ 第５回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ） 

神奈川県横浜市で、第 5 回アフリカ開発会議が行われ、日本政府は総額 3 兆 2000 億円もの対ア

フリカ支援策を打ち出した。 

 

■ 世界記憶遺産 

日本の「慶長遣欧使節関係資料」と「御堂関白記」の 2 つが、歴史的に貴重な文書などを対象と

したユネスコの世界記憶遺産に登録された。 

※「慶長遣欧使節関連資料」 

江戸時代の鎖国直前に仙台藩主・伊達正宗によってスペインと 

ローマに派遣された慶長遣欧使節の支倉常長(はせくら つねなが) 

が持ち帰った文書や肖像画。 

※「御堂関白記」 

平安時代中期に藤原道長が書いた日記で、現存する国内最古の自筆の日記とされている。 

藤原道長は子である藤原頼道とともに平安時代（11 世紀半ば）に「摂関政治」を行い、政治の

実権を握った。「この世をば わが世とぞ思ふ望月の かけたることはなしと思へば（この世は

自分のためにあるようなもの。自分の思うようにならないことは１つもない）」と栄華の象徴と

してこの詩を詠んだと言われている。 

 

■ 富士山が世界遺産に 

カンボジアの首都プノンペンで開かれたユネスコの世界遺産 

委員会が、「富士山」を世界文化遺産に正式登録することを 

決定した。当初は除外対象とされていた、富士山と松が非常 

に美しく見えるとされている静岡県の「三保の松原」も同時 

に登録となった。 



７ 

月 

■ デトロイト市が財政破綻 

アメリカ合衆国の自動車産業を象徴するデトロイト市が財政破綻をした。原因は長年にわたる産

業の衰退とそれに伴う人口減少とされている。負債(借金)総額は 180 億ドル(約 1.8 兆円)以上とな

る。アメリカ合衆国の自治体として過去最大の財政破綻となった。 

 

■ 参議院選挙 

自民党が 65 議席を獲得して圧勝し、公明党と合わせ参議院の過半数を確保。今までの参議院で

与党が小数の「ねじれ国会」は解消された。この選挙からインターネットを利用したいわゆる「ネ

ット選挙」も解禁された。 

８ 

月 

■ 国の借金が１０００兆円突破 

財務省の発表によると国の借金は 6 月末で 1008 兆円 6281 億円で初めて 1000 兆円を突破した。 

 

■ 高知県四万十市で最高気温４１．０度 

今夏は全国的な猛暑に見舞われた。高知県四万十市で国内最高気温 41.0 度を記録。四万十市では

その後 4 日連続で 40 度を超えた。 

※関連語句※ 猛暑日：最高気温が 35 度以上 

※関連語句※ 真夏日：最高気温が 30 度以上 

※関連語句※ 熱帯夜：夜間の最低気温が 25 度以上 

■ 桜島噴火 

鹿児島県の桜島の昭和火口で爆発的な噴火が起こった。 

噴煙の高さが約 5000ｍにまで達し、観測開始以来最も 

高い噴煙となった。 

 

■ 福島第１原発で汚染水流出 

東日本大震災で甚大な被害を受けた福島県第 1 原子力発電所の貯蔵タンクからおよそ 300 トンの

高濃度放射能汚染水がもれていることがわかった。また、もれた一部が海に流出している可能性

もあることが判明している。 

 

■ 「はだしのゲン」閲覧制限撤回 

漫画「はだしのゲン」の旧日本軍にかかわる描写の一部を、過激で不適切と判断し、島根県松江

市立の小中学校の図書館で閲覧禁止がかけられていた問題で、松江市教育委員会が各学校への閲

覧制限の要請を撤回した。 

 

■ 横浜市市長選挙 

横浜市長選挙の投開票が行われた。現職の林 文子（はやし ふみこ）市長が 2 期目の当選を果た

した。投票率は約 29％と非常に低かった。ちなみに現神奈川県知事は黒岩 祐治（くろいわ ゆう

じ）氏。 

 

■ 気象庁が「特別警報」導入 

気象庁はこれまでの警報よりも 1 ランク上の「特別警報」と呼ばれる警報を新たに導入した。こ

の警報は、大雨や暴風、大雪などの現象が「数十年に 1 度の強さ」となり、大きな災害が起きる

可能性が非常に強くなっている場合に発表される。 

９ 

月 

■ ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック決定 

国際オリンピック委員会(（ＩＯＣ）総会がアルゼンチンのブエノスアイレスで開かれ、2020 年

夏期オリンピック・パラリンピックの開催都市を東京に決定した。イスタンブール（トルコ）マ

ドリード（スペイン）を破り、1964 年以来、56 年ぶりの夏期大会開催を勝ち取った。 

 

■ シリア情勢 

シリアでは、現政権（アサド政権）とそれに反対する勢力との対立が激化し内乱となった。政府

が市民に対して化学兵器を使用した疑いが浮上し、アメリカ合衆国は軍事行動を行うことを示唆。

その後、国連の調査により化学兵器の使用は明らかになった。しかし、国連安保理でシリアの化

学兵器撤廃を義務づける決議案が採択され武力行使ではなく、外交的解決を目指すこととなった。 



１０ 

月 

■ 消費税８％へ 

政府は消費税率を予定通り、2014 年 4 月に現行の 5％から 8％に引き上げることを決めた。引き

上げは 1997 年 4 月以来のこととなる。安倍首相は増税による経済への影響を最小限にするため、

5 兆円規模の新たな経済対策も発表した。 

 

■ アメリカ政府機関一部閉鎖 

アメリカ合衆国では、与党の民主党が多くを占める上院と、野党の共和党が多くを占める下院の

ねじれ状態が続き、前月に予算の成立ができなかったため、予算が執行できず、政府機関の一部

が閉鎖されるという状態になった。 

 

■ 水俣条約採択 

熊本県熊本市で開かれた国際会議で、水銀を含む製品の輸出入の禁止を盛り込んだ「水銀に関す

る水俣条約（水俣条約）」が採択された。 

※四大公害病 

水俣病：熊本県水俣市で、水銀が原因で起こった公害 

イタイイタイ病：富山県神通川で、カドミウムが原因で起こった公害 

四日市ぜんそく：三重県四日市市で、大気汚染が原因で起こった公害 

第二水俣病（新潟水俣病）：新潟県阿武隈川で、水銀が原因で起こった公害 

１１ 

月 

■ 小笠原諸島に新島出現 

小笠原諸島（東京都）の西之島から約 500ｍの海上で噴火を続けていた海底火山が海上へと出現

し、新しい島が出現。その後も順調に「島」として成長している。 

 

■ 中国が防空識別圏を設定 

中国は沖縄県の尖閣諸島を含む東シナ海に防空識別圏を設定した。日本の防空識別圏と重なり、

日本政府は中国に強く抗議し、撤回を求めた。 

※防空識別圏 

国防上の必要性から、各国がその領空とは別に定めた空域。略称 ADIZ と呼ばれる。常時防空監

視を行い、あらかじめ飛行計画を提出せずここに進入する航空機に識別と証明を求め、領空侵

犯の可能性があるものとみなせば軍事的予防措置などを行使し統制するという範囲。 

 

■ 日本版ＮＳＣ設置法成立 

国家安全保障会議（日本版ＮＳＣ）設置法が成立。これにより日本版ＮＳＣが発足。 

※国家安全保障会議（日本版ＮＳＣ） 

外交や安全保障の分野の日本の司令塔的役割をする組織。 

１２ 

月 

■ 日本漢字検定協会が主催する今年の漢字一字は『輪』 

 

■ 「和食」が無形文化遺産に 

アゼルバイジャンのバクーで開かれたユネスコの政府間委員会は、日本政府が提案していた「和

食 日本人の伝統的な食文化」の無形文化遺産への登録を決定した。 

 

■ マンデラ南アフリカ共和国元大統領死去 

南アフリカ共和国で同国初の黒人大統領となり、アパルトヘイト（人種隔離政策）の撤廃に力を

尽くしノーベル平和賞も受賞したネルソン・マンデラ氏が死去した。 

※アパルトヘイト 

白人と非白人とを法律で区別化し、生活や経済、政治などにおいて差別化する政策。 

 

■ 特定秘密保護法案が成立 

国の安全保障の機密情報を漏えいした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案が衆議院に

続き、参議院でも与党である自民、公明両党の賛成多数で成立した。 

※掲載している内容は 2013 年 12 月 18 日現在のものです。 


