
注　意　事　項

1 試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけない。

2 この問題冊子は 36 ページである。  

 試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁及び汚れ等に気付いた場合は，手を挙げて

監督者に知らせること。

3 試験開始の合図前に，監督者の指示に従って，解答用紙の該当欄に以下の内容をそれぞれ正しく

記入し，マークすること。

・①氏名欄  

 氏名を記入すること。

・②受験番号，③生年月日，④受験地欄  

 受験番号，生年月日を記入し，さらにマーク欄に受験番号（数字），生年月日（年号・数字）， 

受験地をマークすること。

4 受験番号，生年月日，受験地が正しくマークされていない場合は，採点できないことがある。

5 解答は，解答用紙の解答欄にマークすること。例えば， 10 と表示のある解答番号に対して

2と解答する場合は，次の（例）のように解答番号 10の解答欄の 2にマークすること。

6 問題冊子の余白等は適宜利用してよいが，どのページも切り離してはいけない。

7 試験終了後，問題冊子は持ち帰ってよい。

（例） 解答
番号 解　　答　　欄

10 1　 2　 3　 4
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次の会話文を読んで，問 1～問 3に答えよ。

　

さ　ら：昨日，新聞を読んでいたら，こんな写真を見

つけたのですが，何か感じることはありませ

んか。

ゆかり：同じ魚のようですが，下のほうが大きく見え

ます。何か理由があるのですか。

さ　ら：はい。下の魚は，ゲノム編集技術で，筋肉の

発達を抑える遺伝子を壊したことで，筋肉の

成長が促され，通常の個体よりも多くの筋肉

量を持っています。

ゆいと：遺伝子組換え農作物は聞いたことがあります

が，ゲノム編集技術という言葉は初めて聞きました。どういう技術でしょうか。

さ　ら：遺伝子組換え技術もゲノム編集技術も，新しい品種改良技術の一つです。ゲノム編集技

術のうち，実用化に近づいているのは，品種改良したい生物のゲノムの狙った場所を切

断し，遺伝子に変異を生じさせるものです。これにより，10 年以上かかった品種改良が

数年で実現してしまいます。現在，国内外では，こうした研究は急速に進んでいるので

すが，この技術についてどう考えますか。

り　く：すごい技術だと思います。この技術を活用すれば，食糧不足が解決するかもしれません

ね。私は，どういう作物が研究されているのか調べてみたくなりました。

つばき：私もすごい技術だと思うのですが，どのように遺伝子を切断するのかなどゲノム編集の

仕組みを知りたくなりました。

さくら：私は少し不安です。人為的に遺伝子情報を操作した肉や魚などを食べても，人体に影響

はないのでしょうか。日本や諸外国では，実用化に近づいている技術について，安全性

の審査や表示義務をどのようにしているのか調べてみようと思います。

あかり：私もどちらかというと不安です。ゲノム編集食品に対する消費者の理解は進んでいるの

でしょうか。私は，ゲノム編集食品についての人々の考えについて調べてみたいです。

さ　ら：いろいろと調べて，それをもとにまた明日，話をしましょう。

1

写真

⒜

⒝

現　代　社　会

解答番号 1 ～ 24（ ）
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問 1　下線部分遺伝子組換え農作物に関連して，次の表 1，表 2，グラフ 1について説明する文

章として適切なものを，下の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 1 。

表 1　 主要国の遺伝子組換え農作物の  
栽培面積比較 （100 万 ha）

国名
栽培面積

2013 年 2018 年
アメリカ 70．1 75．0
カナダ 10．8 12．7
ブラジル 40．3 51．3
アルゼンチン 24．4 23．9
パラグアイ 3．6 3．8
ウルグアイ 1．5 1．3
ボリビア 1．0 1．3
インド 11．0 11．6
中国 4．2 2．8
パキスタン 2．8 2．9
南アフリカ 2．9 2．7
オーストラリア 0．6 0．8

表 2　 主要作物別遺伝子組換え農作物の
栽培面積の推移 （100 万 ha）

年 ダイズ トウモロコシ ナタネ
1996 0．5 0．3 0．1
1998 14．5 8．3 2．4
2003 41．4 15．5 3．6
2008 65．8 37．3 5．9
2013 84．5 57．4 8．2
2018 95．9 58．9 10．1

グラフ 1　 世界における主要作物の総栽培面積に対する

遺伝子組換え農作物の占める割合（2018 年）

ダイズ

トウモロコシ

ナタネ

78 ％ （9，590 万 ha）
（12，350 万 ha）

（3，470 万 ha）

（19，720 万 ha）
30 ％ （5，890 万 ha）

29 ％（1，010 万 ha）

0 5，000 10，000 15，000 20，000（万 ha）

総栽培面積
遺伝子組換え農作物商業栽培面積

（農林水産省「遺伝子組換え農作物について　平成 26年 5月改定」，「遺伝子組換え農作物について　令和2年 6月改定」により作成）

1　表 1をみると，2018 年のインド，中国，パキスタンの遺伝子組換え農作物の栽培面積

は，2013 年と比べて，拡大している。表 2をみると，2018 年のダイズの栽培面積は，

1996 年と比べて，100 倍以上増加している。

2　表 1をみると，2018 年のアメリカの遺伝子組換え農作物の栽培面積は 7，500 万 ha であ

り，表 1中の国のなかでは最大となっている。グラフ 1をみると，トウモロコシの総栽培

面積に対する遺伝子組換え農作物の占める割合は 58．9 ％となっている。

3　表 1をみると，2018 年のブラジルの遺伝子組換え農作物の栽培面積は 5，130 万 ha であ

り，2013 年と比べて 1，000 万 ha 以上拡大している。表 2をみると，ダイズ，トウモロコ

シ，ナタネの栽培面積は，いずれも 1996 年から増加傾向である。

4　表 1をみると，2018 年のアルゼンチン，パラグアイ，ウルグアイの遺伝子組換え農作物

の栽培面積は，2013 年と比べて，縮小している。グラフ 1をみると，ダイズの総栽培面積

に対する遺伝子組換え農作物の占める割合は 78 ％となっている。

⒜
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問 2　下線部分安全性の審査や表示義務に関連して，次は日本や諸外国のゲノム編集食品をめぐ

る規制についてまとめたさくらのメモである。メモ中の Ａ ， Ｂ ， Ｃ ，

Ｄ にあてはまるものの組合せとして適切なものを，下の 1～ 4のうちから一つ選べ。 

解答番号は 2 。

さくらのメモ

日本では，ゲノム編集食品について，厚生労働省の専門家会議が 2019 年 3 月に，ゲ

ノム編集による遺伝子の変化が，自然界で起きる突然変異や品種改良によるものと区別

できないことを理由に，安全性の審査は不要と結論づけた。これにより，10 月以降開発

者は，厚生労働省に届け出て，一定のチェックを受ければ，お店で販売できるように

なった。

また，食品の表示制度を所管する消費者庁も，2019 年 9 月に品種改良された食品と区

別が難しいことを理由に，ゲノム編集食品には表示義務を課さないことを決めた。事業

者が自主的に表示をしない場合，私たちは，ゲノム編集食品なのか，そうでないかが分

からずに購入することになる。

ゲノム編集食品の安全性や表示義務をめぐる考え方は，海外の国々でも割れている。

欧州連合（EU）では 2018 年 7 月，裁判所がゲノム編集食品には安全性審査も表示義務も

課すべきだという判断を出した。アメリカでは原則，植物に由来する食品では安全性審

査も表示も不要だが，動物に由来する食品については必要だとされている。なお，対応

を検討中の国も多くあるようである。下の表は，ここまでの内容を整理したものである。

国・地域 安全性の審査 販売する際の表示

日本 Ａ Ａ

欧州連合（EU） Ｂ Ｂ

アメリカ 植物由来の食品 Ｃ Ｃ

動物由来の食品 Ｄ Ｄ

（読売中高生新聞  2019 年　1 月 1 日掲載記事をもとに作成）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1 必要 不要 不要 必要

2 不要 必要 不要 必要

3 必要 必要 不要 必要

4 不要 必要 必要 不要

⒝
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問 3　会話文に関連して，りく，つばき，あかりが，この先，調査を進める際に利用すると考え

られる資料の組合せとして最も適切なものを，下の 1～ 4のうちから一つ選べ。 

解答番号は 3 。

資料 1　ゲノム編集食品を食べたいか 資料 2　 クリスパー・キャス9によるゲノム編集の仕組み

農作物
9．3％

43 ％
47．7 ％

6．9 ％

53．3 ％
39．8 ％

家畜

食べたい

どちらとも
言えない

食べたくない

資料 3　研究が進む食品 資料 4　ゲノム編集の問題点

（読売中高生新聞 2019 年（令和元年）11 月 1 日，「朝日新聞DIGITAL」ホームページにより作成）

りく 　　　つばき　　　あかり

1　資料 3　　　資料 1　　　資料 4

2　資料 4　　　資料 1　　　資料 2

3　資料 4　　　資料 2　　　資料 3

4　資料 3　　　資料 2　　　資料 1
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次の会話文を読んで，問 1～問 3に答えよ。

美優：おじいちゃん，何を見ているの？

友三：「現代学生百人一首」のホームページだよ。毎年，小学生から大学生までが応募して，入選

作品が決まるんだ。入選作品を見ると，若い世代の人への理解が深まるような気がして

ね。

美優：へえ。どんな歌があるの？

友三：先ほど，気になった歌をいくつかプリントアウトしてみたのだけど，見てみるかい？

「今の君なんにもないね目的が」鏡の前でつぶやく私

あーそれな！うすっぺらいとは思いつつ今日も駆使してみんなに合わせる

「いい人」と思われたくて見栄を張る鏡にうつる「ワタシ」は誰だ

（東洋大学『現代学生百人一首』入選作品より）

美優：ありがとう。なるほど，例えば，「今の君なんにもないね目的が」鏡の前でつぶやく私は共

感できるなあ。親からは自由にしていいと言われているけれど，自分の将来の夢もまだ決

まってないし。

友三：実は，この歌，今から 30 年以上前の入選作品なんだよ。

美優：えっ，最近の作品かと思ったよ。でも，昔も今も，そんなに若者の悩みは変わらないのか

もね。おじいちゃん，最近の入選作品も教えてよ。

友三：では，最近のこの歌はどうかな。あーそれな！うすっぺらいとは思いつつ今日も駆使して 

みんなに合わせる。若者が使う「それな」というのは，同意や共感を示すときに使う言葉か

な？

美優：そうだね。「それな」は，自分でも他人に共感するときに使う言葉だよ。この歌では，周囲

に合わせようとして「それな」を使ってしまう自分自身に対して，「うすっぺらい」と思って

しまっているようだね。

友三：周囲にどう思われているか気になってしまって，本来の自分らしさを見失っているのかも

しれないね。最近の歌からもう 1つ紹介すると，「いい人」と思われたくて見栄を張る鏡に 

うつる「ワタシ」は誰だという歌にも，それが表れているような気がするよ。

美優：将来について悩んだり，自分らしさについて悩んだり，そうやって若者は成長していくの

かもね。学校の授業で青年期について勉強したし，ちょっと調べてみようかな。

2

⒜

⒝

⒞
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問 1　下線部分自由に関連して，各哲学者の思想の説明として適切なものを，次の 1～ 4のうち

から一つ選べ。解答番号は 4 。

1　カントは，真の自由は，個人だけで実現されるものではなく，共同体においてはじめて

実現すると主張した。

2　ヘーゲルは，自由を個人の道徳的な生き方としてとらえ，自らの理性がたてた道徳法則

に自らを従わせることこそが真の自由だと主張した。

3　フロムは，近代人は自由を手に入れた反面，孤独や無力感にさらされるようになり，権

威に服従するようになったと主張した。

4　デカルトは，人間は自由であるがゆえに，なすこと一切に責任があり，その意味で自由

は人間にとってかえって重荷になると主張した。

⒜
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問 2　下線部分自分自身に関連して，若者の意識に関する次のグラフ 1，グラフ 2，グラフ 3か

ら読み取れる内容として適切なものを，次のページの 1～ 4のうちから一つ選べ。  

解答番号は 5 。

グラフ 1　自分には自分らしさというものがあると思う

あてはまる どちらかといえば
あてはまる

どちらかといえば
あてはまらない あてはまらない

全体

13～14 歳

15～19 歳

20～24 歳

25～29 歳

0 20 40 60 80 100

29．8 40．8 19．4 10．1

25．7 54．1 16．3 3.9

37．1 37．1 16．8 9．0

28．0 38．9 21．6 11．5

26．0 41．1 20．8 12．1

（％）

グラフ 2　今の自分を変えたいと思う

あてはまる どちらかといえば
あてはまる

どちらかといえば
あてはまらない あてはまらない

全体

13～14 歳

15～19 歳

20～24 歳

25～29 歳

0 20 40 60 80 100（％）

33．0 36．6 21．7 8．7

12．5 40．9 38．4 8．2

44．9 33．4 14．6 7．1

33．9 36．7 20．0 9．3

28．3 37．8 24．0 10．0

グラフ 3　自分らしさを強調するより，他人と同じことをしていると安心だ

あてはまる どちらかといえば
あてはまる

どちらかといえば
あてはまらない あてはまらない

全体

13～14 歳

15～19 歳

20～24 歳

25～29 歳

0 20 40 60 80 100（％）

11．5 40．3 33．6 14．5

7．5 47．8 36．8 7．9

15．1 41．5 29．9 13．5

12．4 39．0 32．8 15．8

8．9 37．6 36．7 16．7

（注）　グラフの数値は四捨五入しているため，合計値が 100 にならない場合がある。
（内閣府「子供・若者の意識に関する調査（令和 2年 7月）」により作成）

⒝
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1　グラフ 1自分には自分らしさというものがあると思うをみると，「あてはまる」と答えた

割合は「15～19 歳」が最も高いが，「あてはまる」と「どちらかといえばあてはまる」と答えた

割合の合計は，「13～14 歳」のほうが高い。また，グラフ 2今の自分を変えたいと思うをみ

ると，「あてはまらない」と「どちらかといえばあてはまらない」と答えた割合の合計が 3割

を超えているのは，「15～19 歳」以上の年代すべてである。

2　グラフ 1自分には自分らしさというものがあると思うをみると，「あてはまらない」と答

えた割合は，年代が上がるにつれて高くなっている。また，グラフ 3自分らしさを強調す

るより，他人と同じことをしていると安心だをみると，「全体」では「どちらかといえばあ

てはまる」が最も高くなっているが，「25～29 歳」では「どちらかといえばあてはまらない」

が最も高い。

3　グラフ 2今の自分を変えたいと思うをみると，「あてはまる」と「どちらかといえばあて

はまる」と答えた「15～19 歳」の割合の合計は，「全体」の割合の合計よりも高くなっている。 

また，グラフ 3自分らしさを強調するより，他人と同じことをしていると安心だをみる

と，「あてはまらない」と答えた割合は，年代が下がるにつれて低くなっている。

4　グラフ 2今の自分を変えたいと思うをみると，「全体」では「どちらかといえばあてはま

る」と答えた割合が最も高いが，「15～19 歳」では「あてはまる」と答えた割合が最も高い。

また，グラフ 3自分らしさを強調するより，他人と同じことをしていると安心だをみる

と，「あてはまらない」と答えた割合は「13～14 歳」が最も低く，「20～24 歳」が最も高い。
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問 3　下線部分自分らしさに関連して，次は，青年期についてまとめた美優のメモである。メモ

中の Ａ ， Ｂ にあてはまる語句の組合せとして適切なものを，下の 1～ 4のうち

から一つ選べ。解答番号は 6 。

美優のメモ

人間は一人ひとり異なる Ａ を持ち，その人の能力や気質，性格がその 3要素と

して挙げられている。 Ａ の形成には Ｂ が影響すると考えられているが，青

年期を迎えると，他者との比較を通して自分の Ａ を見つめなおし，自分を個性的

に確立しようとする傾向が見受けられる。

Ａ Ｂ

1 コンフリクト 遺伝と環境のどちらか

2 コンフリクト 遺伝と環境の両方

3 パーソナリティ 遺伝と環境のどちらか

4 パーソナリティ 遺伝と環境の両方

⒞
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次の会話文を読んで，問 1～問 3に答えよ。

涼太：今日の授業では，国民主権について学んだけど，僕たちに主権があると言われても，今一
つピンとこないよなぁ。

風夏：そうなの？　私はよく分かったけどなぁ。私たちが選挙で選んだ代表者で組織される国会
が「国権の最高機関」として国の政治で重要な役割を果たしているじゃない。

優輝：いわゆる議会制民主主義というものだね。一口に国民主権と言っても，政策決定の方法に
ついてはいろいろなタイプがあるということだよね。

沙織：さらに，国会の種類としては，毎年 1月に召集される常会（通常国会）とか，内閣の決定や
議員の要求により必要に応じて開かれる Ａ などがあることも習ったね。

涼太：それは僕も覚えているよ。でも，現実には，国民の代表者である国会よりも，行政が中心
的役割を果たすような状況があると先生が言っていたよね。国民主権の観点から問題はな
いのかな。

風夏：確かに，行政の役割が拡大することに伴って，中央省庁の官僚機構が大きな力を持ってい
ることも問題になっていることは確かね。

優輝：その点については，国会の信任に基づいて存立する内閣が，行政機構をしっかりと指揮監
督していくことが大切で，それを受けて内閣機能の強化が進められてきたよね。

沙織：ただ，それですべての問題が解決したわけではないから，行政機構の民主化は今後も大き
な課題になると思うよ。私たちも情報公開制度などを活用して，積極的に政治参加してい
かなくてはね。

涼太：政治にも国の政治と地方の政治があるよね。地方の政治においても，主権者としての意識
を持つことが大切なんだよね？

風夏：もちろんだよ。さらに言うと，生活に身近な地域の問題を扱う地方の政治においては，住
民がより積極的に政治に参加していくことが求められているよ。

優輝：近年， Ｂ に基づく住民投票の制度を活用して，産業廃棄物処理施設の建設の是非な
どについて住民の意思を直接問うこともあるよね。

沙織：また，地方の政治では，リコールなどの直接請求権が住民に認められているよ。政治に直
接参加する機会が多い地方の政治では，主権者の意識をより実感できるはずだよ。私たち
が住んでいる地方自治体で住民参加がどのように進められているか調べてみようよ。

問 1　会話文中の Ａ ， Ｂ にあてはまるものの組合せとして適切なものを，次の 1～
4のうちから一つ選べ。解答番号は 7 。

Ａ Ｂ

1 臨時会（臨時国会） 法律

2 臨時会（臨時国会） 条例

3 特別会（特別国会） 法律

4 特別会（特別国会） 条例

3

⒜
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問 2　下線部分行政機構の民主化に関連して，行政権を民主的にコントロールするしくみとして

適切なものを，次の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 8 。

1　立法について法律で大枠のみを定め，細部は政令や省令にゆだねる。

2　行政機構のなかに行政監察の制度（オンブズマン制度）を設ける。

3　国民の生活や権利を守るために各省庁の許認可権を拡大する。

4　法律の適用や執行について行政府の裁量の幅を広くする。

問 3　下線部分私たちが住んでいる地方自治体で住民参加がどのように進められているか調べて

みように関連して，次のグラフ 1，グラフ 2を見て，次のページの会話文中の Ｃ ，

Ｄ にあてはまるものの組合せとして適切なものを，次のページの 1～ 4のうちから一

つ選べ。解答番号は 9 。

グラフ 1　市が進める施策に対して，いつでも提案，参画する機会があると感じていますか

感じている どちらかといえば感じている どちらかといえば感じていない 感じていない わからない

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

10 歳代

20 歳代

30 歳代

40 歳代

50 歳代

60 歳代

70 歳以上

7．7 3.8 5．8 11．5 71．2

3.4 19．0 19．0 19．0 39．7

15．2 20．2 27．3 37．4

4.7 13．4 21．5 28．2 32．2

3.1 17．5 26．8 16．0 36．6

4.7 16．1 21．4 18．3 39．4

5．5 23．4 15．6 11．3 44．1

グラフ 2　市民と行政の協働によるまちづくりが進んでいると感じていますか

感じている どちらかといえば感じている どちらかといえば感じていない 感じていない わからない

11．5 17．3 11．5 7．7 51．9

3.4 22．4 17．2 12．1 44．8

1.0 27．3 21．2 15．2 35．4

6．0 28．2 22．1 13．4 30．2

5．6 26．3 22．2 14．1 31．8

6．1 25．3 23．1 14．3 31．1

10．1 30．0 21．3 8．6 30．0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

10 歳代

20 歳代

30 歳代

40 歳代

50 歳代

60 歳代

70 歳以上

（注）　グラフの数値は四捨五入しているため，合計値が 100 にならない場合がある。
（天草市「令和元年度市政に関するアンケート集計結果」（令和 2年 3月）」により作成）

⒜

⒝

012



―　　―12

現代社会

2021KN2A-05-

会話文

涼太：地方の政治においては直接参加の機会が多いという話だったので，こんな資料を探し

たよ。例えば，天草市では，年齢層によって違いがあり，「市が進める施策に対して， 

いつでも提案，参画する機会があると感じていますか」という質問に対して， Ｃ

ということがグラフ 1をみると分かるよ。

風夏：地方の政治に住民が参加できる制度が存在することと，その制度を地域の住民が理解

しているかどうかは別の問題ということなのじゃないのかな。いずれにしても，この

市では，住民参加の機会があると感じている人の割合は，どの年齢層においても低い

傾向にあるね。

優輝：ただ，その一方で，グラフ 2をみると，「市民と行政の協働によるまちづくりが進ん

でいると感じていますか」という質問に対しては， Ｄ ということが分かるね。

これらのことを総合して考えると，どのようなことが考えられるのかな。

沙織：いろいろな解釈ができると思うよ。例えば，この市では，特定の分野においては市民

と行政との協働がうまく機能しているとか，年齢層の高い人たちは自治体の活動に実

際に参加していることが多いのかもしれないね。ほかの市についても調べてみよう

よ。

Ｃ にあてはまる選択肢

ア　「感じている」と「どちらかといえば感じている」と答えた人の割合の合計は，30 歳代，

40 歳代では 20 ％を下回っている

イ　「感じていない」と「どちらかといえば感じていない」と答えた人の割合の合計は，50 歳

代，60 歳代では 50 ％を上回っている

Ｄ にあてはまる選択肢

ウ　「感じている」と「どちらかといえば感じている」と答えた人の割合の合計は，40 歳代，

50 歳代，60 歳代，70 歳以上のいずれにおいても 30 ％を上回っている

エ　「感じていない」と「どちらかといえば感じていない」と答えた人の割合の合計は，20 歳

代，30 歳代，40 歳代のいずれにおいても 20 ％を下回っている

Ｃ Ｄ

1 ア ウ

2 ア エ

3 イ ウ

4 イ エ
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次の「基本的人権について，調べて発表しよう」という課題についての生徒の発表原稿を読ん

で，問 1～問 3に答えよ。

華子の発表原稿

先日，私はお昼を食べるためにラーメン屋に入ろうとし  

たら，店の入り口に資料 1が掲示されていました。

なぜ資料 1を最近目にするようになったのか，調べてみ

ることにしました。

タバコの煙による被害（受動喫煙）から，非喫煙者の健康

を守る権利として嫌煙権が構成されていることを知りまし

た。近年，嫌煙権は新しい人権のひとつとして主張されて

います。日本国憲法が公布されて 2021 年で Ａ 年に

なります。

新しい人権とは，日本国憲法が公布・施行された時代には想定されていなかった人権で

す。近年では，新しい人権として，マスメディアの報道によって名誉を傷つけられた者など

が反論する機会を求める Ｂ 権なども主張されています。

学校で習った基本的人権の保障とは，私の生活とはほど遠く他人事のように感じていまし

た。しかし，今回の調べ学習で，基本的人権を保障している法律が私の日常生活に影響を及

ぼしていることが，私が思っている以上に多いのだということを実感しました。

健太の発表原稿

私は，基本的人権はどのように保障され始めたのか，基本的人権の保障の歴史について調

べて，考えてみることにしました。

基本的人権の保障の歴史は，自然法思想から始まると思います。自然法とは，人間の理性

に基づく普遍的な法のことをいいます。

一方，「法の支配」という原則が生まれ，さまざまな基本的人権が保障されるようになりま

した。

「法の支配」が実現する以前，国によっては「人の支配」という考え方のもとで絶対王政など

の政治体制が成立していました。それを打破していったのが市民革命でした。そして，イギ

リスの権利章典をはじめ，アメリカ独立宣言やフランス人権宣言が発表されました。

これらのような人権宣言が，アメリカやイギリスなどの政治体制に影響を及ぼし，日本だ

けでなく，現在の世界各国の憲法にも反映されているということが分かりました。

4

資料 1

⒜

⒝
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問 1　発表原稿の中の Ａ ， Ｂ にあてはまる語句の組合せとして適切なものを，次の

1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 10 。

Ａ Ｂ

1 50 自己決定

2 50 アクセス

3 75 自己決定

4 75 アクセス

問 2　下線部分日本国憲法に関連して，日本における憲法改正に関する記述として適切なもの

を，次の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 11 。

1　日本国憲法は，国民投票の結果によっては改正できる可能性があるため，その性質上，

軟性憲法と呼ぶことができる。

2　憲法改正の原案について，参議院か衆議院のいずれかで，総議員の 3分の 2以上の賛成

があれば，国会は憲法改正の発議をし，国民投票を実施する。

3　憲法改正の承認には，特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票におい

て，その過半数の賛成を必要とする。

4　国民投票をおこなう有権者は全国民であるため，小学生以下の国民の代わりに保護者が

投票する権利を代行することも可能である。

⒜
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問 3　下線部分法の支配について，資料 2と資料 3はそれぞれ「法の支配」と「人の支配」のどちら

かを示す模式図である。このことについての下の生徒の発言として適切なものを，下の 1～

4のうちから一つ選べ。解答番号は 12 。

資料 2

法

統治者

国民

資料 3

統治者

法

国民

慎司：統治者が作った法であれば，どのような法であったとしても，その法を国民が必ず守

らなければいけないという原理を表しているから資料 2が「法の支配」を示している

ね。

彩子：権力者の支配のために必要なことが記された法が作られ，その法を国民が守るべきで

あるという国民の心理的支配を原理として表しているから資料 2が「法の支配」を示し

ているね。

保仁：法の内容よりも形式を重視して，法の形式さえ整っていれば，どのような法でも統治

者と国民は守るべきであるという原理を表しているから資料 3が「法の支配」を示して

いるね。

紗季：国民の自由と権利を擁護する法を民主的手続で作り，統治者はその法を遵守しながら

国民を統治するという原理を表しているから資料 3が「法の支配」を示しているね。

1　慎司　　　 2　彩子　　　 3　保仁　　　 4　紗季

⒝
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次の「日本経済の諸問題について考えてみよう」という課題についての生徒の構想メモを読ん

で，問 1～問 5に答えよ。

隆のメモ

日本の企業の 99 ％以上が中小企業であり，日本経済の活力源としての役割を持ち，国民

経済の中で重要な役割を果たしています。中小企業の未来は，生産性向上のための人材活

用，ITの活用，事業再編などの経営課題をどのように解決していくのかにかかっています。 

課題への取組みを積極的に行うことができれば，中小企業でも大企業との競争にも負けない

強みを持つことができると思います。私は中小企業のかかえる課題について調べてみるつも

りです。

玲子のメモ

格差を測る指標として「ローレンツ曲線」と「ジニ係数」について授業で学びました。これら

の指標は，所得の分布について，完全に平等に分配されている場合と比べて，どれだけ偏っ

ているかを測るものです。私は，高齢化の問題や若年層の貧困などの日本における格差の問

題について，ローレンツ曲線やジニ係数のデータをもとに調べてみたいです。

将也のメモ

スマートフォンを始めとする情報通信端末・インターネットの普及を背景に，消費者の行

動も，店頭での購入からインターネットを通じての購入へと変化し，個人向けインターネッ

ト市場は拡大傾向にあります。私は拡大を続けるインターネットショッピングについて調べ

てみようと思います。

5

⒜

⒝

⒞

⒟
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問 1　下線部分企業に関連して，株式や社債についての記述として適切なものを，次の 1～ 4の

うちから一つ選べ。解答番号は 13 。

1　ある企業の株式を購入した者は，その企業が倒産したとき，その債務について，自らが

出資した金額を超えて返済の義務を負う。

2　資金を集めるために社債を発行した企業は，業績とは無関係に期限までに利息をつけて

返済する義務を負う。

3　資金を集めるために株式を発行した企業は，その経営状態にかかわりなく，発行時に決

めた金利を株主に払い続ける義務を負う。

4　ある企業の社債を購入した者は，株式を購入した場合と同様に，株式会社の最高議決機

関である株主総会の議決権を持つ。

問 2　下線部分競争に関連して，寡占化が進展した市場についての記述として適切でないもの

を，次の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 14 。

1　価格競争よりも，デザインや宣伝などの価格以外の面で競争し，市場占有率を争おうと

する傾向が強くなる。

2　有力な企業がプライス・リーダーとして一定の利潤を確保できるような価格を設定し，

他の企業もそれに従うことがある。

3　あらゆる産業において，企業の市場占有率は変化しやすくなり，市場占有率第一位の企

業が頻繁に変わる。

4　製品の価格は固定化する傾向があり，技術の進歩や生産の合理化などによって生産費が

下落しても，価格が下がりにくくなる。

⒜
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問 3　下線部分「ローレンツ曲線」と「ジニ係数」について，次の資料中の Ａ ， Ｂ ，

Ｃ ， Ｄ にあてはまるものの組合せとして適切なものを，次のページの 1～ 4の

うちから一つ選べ。解答番号は 15 。

資料

ローレンツ曲線とは，右のグラフのように 

世帯を所得の低い順番に並べ，横軸に世帯の

累積比をとり，縦軸に所得の累積比をとって， 

世帯間の所得分布をグラフ化したものであ

る。もしも，社会に所得格差が存在せず，すべ

ての世帯の所得が同額であるならば，ローレ

ンツ曲線は 45度線と一致する。所得や富の

分布に偏りがある限り，ローレンツ曲線は下

方に膨
ふく

らんだ形になる。このグラフでの当初

所得は Ａ であり，財政の機能である

累進課税制度と社会保障給付で，所得を再

分配した後の再分配所得は Ｂ となる。

ジニ係数は，右の図のように

ローレンツ曲線の下方への膨ら

み具合を，45度線とローレンツ

曲線にはさまれた部分の面積と

45度線の下の三角形の面積の比

で表す。ジニ係数の値は 0と 1  

の間の値をとり， 1に近づくほ

ど格差が大きいことを示す。

右のグラフは日本の当

初所得と再分配所得のジ

ニ係数の推移を示したも

のである。当初所得のジ

ニ係数の推移は Ｃ

であり，再分配所得のジ

ニ係数の推移は Ｄ

である。

⒞

100

50

0 50 100

曲線ア
曲線イ

45 度線

世帯数累積比（％）

所
得
額
累
積
比
（％）

折線ウ

折線エ

ジ
ニ
係
数

0．60

0．55

0．50

0．45

0．40

0．35

0．30

0．25

196
2
196
7
197
2
197
5
197
8
198
1
198
4
198
7
199
0
199
3
199
6
199
9
200
2
200
5
200
8
201
1

（年）

（厚生労働省「所得再分配調査報告書」により作成）

所
得
額
累
積
比

世帯数累積比

ローレンツ曲線

ジニ係数= '
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1 曲線ア 曲線イ 折線ウ 折線エ

2 曲線イ 曲線ア 折線エ 折線ウ

3 曲線ア 曲線イ 折線エ 折線ウ

4 曲線イ 曲線ア 折線ウ 折線エ

問 4　下線部分高齢化の問題に関連して，国民医療費に関する次のグラフ 1とグラフ 2について

の説明文として適切なものを，次のページの 1～ 4のうちから一つ選べ。  

解答番号は 16 。

グラフ 1　国民医療費の推移

42．3 兆円
37．4 兆円

30．1 兆円

20．6 兆円

10.9％10.3％
7.8％

5.9％

（兆円）
50

40

30

20

10

0
1990 2000 2010 2015（年度）

（％）
25

20

15

10

5

0

医療費 国民所得に対する割合
（『日本国勢図会 2020/21 年版』により作成）

グラフ 2　医療費の性・年齢別構成と人口構成（2015 年）

医療費
（42 兆円）
人口

（1．27 億人）

0 20 40 60 80 100（％）

3 2 4 7 17 15 3 2 5 7 15 21

6 8 10 10 10 5 6 7 10 10 11 8

男性0～14歳 男性15～29歳 男性30～44歳 男性45～59歳 男性60～74歳 男性75歳～

女性30～44歳 女性45～59歳 女性60～74歳 女性75歳～女性0～14歳 女性15～29歳
（注）　数値は四捨五入しているため，合計値が 100 にならない場合がある。

（ニッセイ基礎研究所「医療費支出の概要～男女差に着目して」により作成）

⒟

020



―　　―20

現代社会

2021KN2A-05-

1　グラフ 1をみると，医療費は，1990 年度には 20．6 兆円であったが，2015 年度には 2倍

以上の 42．3兆円となっている。グラフ 2をみると，全人口の 34％を占める 60歳以上が， 

医療費総額の 68 ％を使っていることが分かる。

2　グラフ 1をみると，医療費の国民所得に対する割合は，2015 年度では 1990 年度の 2倍

以上になっている。グラフ 2をみると，年齢別構成が上がるにつれ，男性と女性の医療費

の割合は増加傾向にあることが分かる。

3　グラフ 1をみると，医療費と医療費の国民所得に対する割合はともに，1990 年度から

増加傾向にある。グラフ 2をみると，男性も女性もともに年齢別構成での医療費の割合は

75 歳以上が一番多いことが分かる。

4　グラフ 1をみると，医療費と医療費の国民所得に対する割合はともに，2015 年度では

1990 年度の 2倍以上になっている。グラフ 2をみると，男性と女性の医療費の年齢別構

成を比べると，すべての年齢で女性の医療費が多いことが分かる。

問 5　下線部分消費者に関連して，消費者問題に対応するために定められてきた法律についての

説明文として適切なものを，次の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 17 。

1　消費者契約法は，業者の虚偽の情報にもとづく契約を取り消したり，消費者に不当に不

利な契約条項を無効にしたりするなど，不当な契約から消費者を保護することを目的とし

ている。

2　特定商取引法は，訪問販売などで商品を購入した場合にも，購入者が契約を一方的に解

除することを禁止したものである。

3　製造物責任法は，製造者に対して損害賠償の請求をする際に，製品の欠陥と製造者の過

失を証明しなければならない。

4　消費者保護基本法を改正して成立した消費者基本法は，従来の消費者の権利尊重と自立

支援をめざす政策から消費者の保護に重点を置く政策へと目的を変化させている。

⒠
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次の文章を読んで，問 1～問 5に答えよ。

日本が 2018 年に実施した政府開発援助（ODA：Official Development Assistance）の支出総額

は，約 1兆 9，051 億円となりました。財政状況が厳しく，少子高齢化対策や自然災害の復旧・対

策など，日本国内で様々な課題が山積する中で，なぜ日本はODAで開発途上国を支援するので

しょうか。

現在，世界の人口は約 70 億人ですが，世界銀行によれば，このうち 7億人以上の人が， 1日

の生活費が 1．9ドル（200 円）にも満たない水準で暮らしています。こうした人々は，食べるもの

や飲み水がなかったり，学校に行きたくても行けなかったり，病気の時に病院に行けなかったり

と，ギリギリの暮らしをしています。困っている人がいる時は，助け合わなければならない，そ

れは国としても同じことです。

また，そもそも日本も，第二次世界大戦後，戦後の荒廃の中から復興しました。そうした苦境

から復興し，経済成長を成し遂げ，先進国の仲間入りを果たすにあたり，日本の復興・経済成長

を支えた柱の一つとして，戦後間もない時期から開始された，米国などの先進国や世界銀行をは

じめとする国際機関などからの支援の存在がありました。東海道新幹線や東名高速道路，黒部ダ

ム，そして愛知用水など，日本の再建と発展のため必要不可欠であった基礎的なインフラは，こ

れらの支援によって整備されました。したがって，日本は，その「恩返し」として，途上国の経済

発展を後押しするため，ODAを活用して支援を進めてきました。実際，日本に対して世界各国

から寄せられる期待は非常に大きなものです。

さらに，広く世界を見渡せば，気候変動，自然災害，環境問題，感染症，難民問題など，一国

では解決が難しい地球規模課題が山積し，深刻化しており，その影響も一国内にとどまらず，世

界中に広がっています。2015 年には，国連において持続可能な開発目標（SDGs）が採択され，

2030 年までに「誰一人取り残さない」社会を構築すべく，国際社会が取組を進めています。その

ような状況の中では，誰かのために行う善意は，巡り巡って自分に戻ってくるものです。たとえ

ば，どこかの国で温暖化ガスの排出や海洋プラスチックごみの削減に協力することは，巡り巡っ

て日本を取り巻く環境を良くすることにつながります。日本が産業化を支援した結果，途上国か

らタコやサーモンが日本に輸出され，私たちの食卓に並べられています。一方で，自然災害や気

候変動に伴う影響，国境を越えるテロや感染症などの脅威にさらされていることも事実です。私

たちは，世界中の様々な主体と協力してこれらの課題に取り組まなければなりません。

日本がODAを開始して，65 年以上が経ちました。これまでの日本のODAを通じた途上国へ

の様々な分野での支援や人材育成は，今の日本に対する信頼につながっています。こうした信頼

は，たとえば，2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の招致や 2025 年大阪・関西

万博の誘致の際，日本が各国から多くの支持を集めたことにも少なからずつながったと言えるで

しょう。ODAは貴重な税金により実施していますので適切に活用し，途上国のために役立てて

6
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いくことは言うまでもありません。そして，日本は，世界が抱えている課題を解決することが，

日本の平和と安全，そして繁栄につながるものとなるよう，これからも開発協力を行っていきま

す。

（「2019 年版開発協力白書」により作成）

問 1　下線部分政府開発援助に関連して，資料 1，資料 2をみて，文章中の Ａ ， Ｂ ， 

Ｃ にあてはまるものの組合せとして適切なものを，次のページの 1～ 4のうちから一

つ選べ。解答番号は 18 。

資料 1　主要DAC加盟国の政府開発援助の比較（2016 年）

日本 米国 英国 フランス ドイツ イタリア カナダ DAC計

政府開発援助実績総額（億ドル） 104．2 344．1 180．5 96．2 247．4 50．9 39．3 1，449．6

対 GNI 比（％） 0．20 0．19 0．70 0．38 0．70 0．28 0．26 0．32

DAC諸国全体に占める割合（％） 7．2 23．7 12．5 6．6 17．1 3．5 2．7 100．0

資料 2　主要国の二国間政府開発援助の分野別配分（2016 年）
（単位：％）

国名
分野 日本 米国 英国 フランス ドイツ イタリア カナダ DAC平均

社会インフラ（教育，保健，上下水道等） 17．1 51．1 46．0 38．3 24．3 14．6 37．5 33．9

経済インフラ（輸送，通信，電力等） 51．1 4．6 8．2 20．2 20．1 1．3 5．5 17．7

農林水産分野（農業，林業，漁業等） 3．3 4．0 2．4 7．0 3．1 1．5 5．3 3．7

工業等その他生産分野（鉱業，環境等） 16．0 6．0 20．3 11．9 11．2 1．2 9．3 10．9

緊急援助（人道支援等），食糧援助 4．8 25．4 14．1 2．3 11．9 8．2 29．1 13．4

プログラム援助等（債務救済，行政経費等） 7．8 8．9 9．0 20．3 29．5 73．1 13．2 20．5

合計 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0

（注 1）　DACとは，OECD（経済協力開発機構）の下部組織にあたる開発援助委員会のことである。
（注 2）　資料 2について，四捨五入の関係上，各分野の合計が 100 ％とならないことがある。

（「2017 年版開発協力白書」により作成）

⒠
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文章

資料 1をみると， Ａ ことが分かる。一方で資料 2からは，各国がどの分野に重

点を置いて援助しているかという点に着目すると， Ｂ ことが分かる。また資料 2  

からは Ｃ ということも分かる。

Ａ にあてはまる選択肢

ア　日本の「政府開発援助実績総額」は，イタリアの 2倍を超えているが，「対GNI 比」では

イタリアと比べて小さい

イ　米国の「政府開発援助実績総額」は，主要DAC加盟国の中で最も大きく，「対GNI 比」で

も最も大きい

Ｂ にあてはまる選択肢

ウ　日本は「経済インフラ」の割合が最も高く，米国，英国，フランス，ドイツ，カナダは

「社会インフラ」の割合が最も高い

エ　日本は「経済インフラ」の割合が最も高く，イタリア，ドイツは「プログラム援助等」の割

合が最も高い

Ｃ にあてはまる選択肢

オ　DAC平均では「社会インフラ」の割合が最も高いが，カナダは「緊急援助，食糧援助」の

割合が最も高い

カ　DAC平均では「社会インフラ」の割合が最も高いが，ドイツは「プログラム援助等」の割

合が最も高い

Ａ Ｂ Ｃ

1 ア ウ オ

2 ア エ カ

3 イ ウ カ

4 イ エ オ
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問 2　下線部分 1日の生活費が 1．9ドル（200 円）にも満たない水準に関連して，次の会話文中の

Ｄ ， Ｅ ， Ｆ にあてはまるものの組合せとして適切なものを，次のページ

の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 19 。

会話文

先　生：世界には， 1日の生活費が 1．9ドル（200 円）にも満たない水準で暮らしている国が

あります。このような経済格差やその是正について考えてみましょう。

直　也：ガーナでは，19 世紀にイギリスの植民地経営が始まると，チョコレートの原料であ

るカカオ栽培をおしつけられました。独立後の現在も，輸出品の多くをカカオに

頼っています。このようにアフリカには，特定の一次産品を生産する偏った経済構

造であるモノカルチャー経済の傾向が残っているのです。現在もこの経済構造から

抜け出すことができず，貧困に喘
あえ

いでいます。 Ｄ のです。

先　生：つまり，経済構造に原因があるということですね。

加奈子：はい。モノカルチャー経済から脱却し，国内産業を育成するということからやはり

「 Ｅ 」という考え方が大切だと思います。

先　生：国連貿易開発会議（UNCTAD）の初代事務局長プレビッシュの提出したプレビッシュ

報告のスローガンですね。

和　人：先進国や国際機関，民間銀行などから多額の資金を借り入れたものの，その返済が

難しくなったり，返すことができなくなったりする Ｆ 問題に悩まされている

国もあります。

先　生：貧困の悪循環に陥らないためにはどんな取組みが必要か，話し合ってみるといいで

すね。

Ｄ にあてはまる選択肢

ア　輸出品の価格が国際市場によって変動し，経済が安定しない

イ　気候・風土の特性や輸入数量制限により，経済が安定しない

Ｅ にあてはまる選択肢

ウ　貿易より援助を

エ　援助より貿易を

Ｆ にあてはまる選択肢

オ　累積債務

カ　不良債権

⒝
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Ｄ Ｅ Ｆ

1 ア ウ カ

2 ア エ オ

3 イ ウ オ

4 イ エ カ

問 3　下線部分国連に関連して，専門機関の名称と目的の組合せとして適切なものを，下の 1～

4のうちから一つ選べ。解答番号は 20 。

名称

Ⅰ　FAO

Ⅱ　UNESCO

Ⅲ　WHO

Ⅳ　ILO

目的

ア　農村開発を促進し，農民の生活・労働環境を改善する。

イ　世界中の人々の健康を最高水準に保つ。

ウ　教育・科学・文化を通じた国際協力を促進し，世界平和を図る。

エ　労働条件の改善を国際的に実現する。

1　Ⅰ－ア　　　Ⅱ－ウ

2　Ⅰ－エ　　　Ⅲ－ウ

3　Ⅲ－ア　　　Ⅳ－イ

4　Ⅱ－イ　　　Ⅳ－エ

⒞
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問 4　下線部分世界中の様々な主体に関連して，NGO（非政府組織）について述べた文として適切

なものを，次の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 21 。

1　途上国の生活に密着したきめ細かい援助を実施するために派遣される青年海外協力隊

は，NGOの代表から構成される。

2　NGOとは，国際協力を行う団体のうち，政府の認証を受けたものをさし，日本では約

500 の団体が認証を受けている。

3　NGOは営利を目的としないため，事務局スタッフは無給で働く必要があり，専従スタッ

フとして活躍する者はほとんどいない。

4　NGOとは，貧困，飢餓，環境など，世界的な問題に対して，政府や国際機関とは違う

民間の立場から，利益を目的とせずに取り組む団体をさす。

⒟
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問 5　下線部分世界が抱えている課題に関連して，次の文章は，ガーナでカカオを収穫している

「そのこ」と，日本にいる「ぼく」との日常を描いた詩である。この詩に関する生徒の発言の中

で，児童労働を解決するための視点として適切でないものを，次のページの 1～ 4のうちか

ら一つ選べ。解答番号は 22 。

そのこ

谷川俊太郎

そのこはとおくにいる

そのこはぼくのともだちじゃない

でもぼくはしってる

ぼくがともだちとあそんでいるとき

そのこがひとりではたらいているのを

ぼくががっこうできょうかしょをよんでいるとき

そのこはしゃがんでじめんをみつめている

ぼくがおふろからでてふとんにもぐりこむとき

そのこはゆかにごろんとよこになる

ぼくのうえにもそのこのうえにもおなじそら

ぼくはこどもだからはたらかなくていい

おかねはおとながかせいでくれる

そのおかねでぼくはげーむをかう

そのこはこどもなのにおかねをかせいでいる

そのおかねでおとなはたべものをかう

ちきゅうのうえにはりめぐらされた

おかねのくものすにとらえられて

ちょうちょのようにそのこはもがいている

そのこのみらいのためになにができるか

だれかぼくにおしえてほしい

⒠
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秀明：児童労働は，「そのこ」の教育を受ける権利を奪うという点で問題だと思います。解決

の第一歩として，私は児童労働の問題が深刻な地域で，住民への意識の啓発や経済的

自立を促す職業訓練を行う団体に対して，寄付をしていこうと思います。

瑠夏：児童労働は，「そのこ」の健康的な発達を妨げるという点で問題だと思います。解決の

第一歩として，私は児童労働の解決に向けた取組みを行う団体が主催する講演会や

ワークショップに参加して学び，多くの人に伝えていくための活動をしたいと思いま

す。

真菜：児童労働は，「そのこ」を労働に従事させているという点で問題だと思います。解決の

第一歩として，私は児童労働の撤廃に取り組んでいる企業の商品をできるだけ購入す

るようにしたいと思います。

将一：児童労働は，「そのこ」をはじめ，一部の児童だけにしか働く権利が保障されていない

という点で問題だと思います。解決の第一歩として，私はすべての児童に働く権利が

与えられるよう署名活動を行いたいと思います。

1　秀明　　　 2　瑠夏　　　 3　真菜　　　 4　将一
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次の会話文を読んで，問 1～問 2に答えよ。

先　生：皆さん， 2週間後の「現代社会」の授業の研究発表のテーマは決まりましたか。

真　実：まだ決まっていません。みんなで介護施設にボランティアに行ってきたからです。しか

しそのおかげで，介護の問題を身近に考えられるようになりました。ボランティアも終

わったので，これから，研究発表のテーマを決めたいと思います。

先　生：介護は，高齢者を対象としたものだけではなく，障がい者や病人の方を対象としたもの

もあります。今回は，高齢者に対する介護について，実際に体験して様々なことを知る

ことができてよかったですね。よければそれを「現代社会」の研究発表のテーマにしてみ

てはいかがでしょうか。

紗矢香：賛成です。実際ボランティアに行って，介護現場の人手不足など，解決すべき様々な課

題を見出していたところです。さっそく，調査する内容を分担しましょう。

真　実：私は，要介護者を抱える家庭だけではなく，社会全体で介護，ひいては高齢化の問題に

取り組むべきだと考えます。公的な介護保険等を将来的にさらに充実させることはでき

ないのでしょうか。将来の社会保障給付は増える見込みなのか，またその給付は介護の

ために充てられる見込みなのか，見通しを調べてみます。

紗矢香：私は，公的な介護保険の充実のために，より直接的な支援をするべきだと考えます。私

はボランティアに行って，介護職員の方から，賃金に関することが人手不足の理由の一

つだと聞きました。介護職員の給与を充実させられないでしょうか。まずは，介護職員

の賃金について，他の業種と比較しながら調べてみます。

哲　也：私は，介護職員の給与を充実させるだけでは，人手不足の問題は解消しないと考えます。 

私は介護労働の現状として，男女別に，正規・非正規どちらの働き方が多いのか一度調

べてみます。人手不足等の様々な問題があるのならば，介護の現場で柔軟な働き方を広

げていくことも，選択肢としてあり得ると考えます。

悠　人：私は，介護サービスを政府や事業者に求めるだけではなく，各家族で行えるように，社

会の仕組みを整えるべきだと考えます。そのためにどんな課題を解決する必要があるの

でしょうか。家族による介護の現状について知るべく，まずは，家族による介護は一般

的には家族の構成員のうちのどんな人が主に担っているのかについて調べます。

先　生：発表のテーマとそれぞれが調べる内容が決められて良かったですね。労働問題や家族の

問題にまで視野を広げて，持続可能な介護はどのように実現できるのか，さらに将来世

代と現役世代の関係にも着目して，しっかり考えてみて下さい。皆さんの発表を楽しみ

にしています。

7

⒜
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問 1　会話文に関連して，真実，紗矢香，哲也，悠人の 4人が，この先，調査を進める際に利用

すると考えられる資料の組合せとして最も適切なものを，33 ページの 1～ 4のうちから一つ

選べ。解答番号は 23 。

資料 1　男女別就業形態

正規職員 非正規職員

介護職員（施設等）
男性 33．9 ％ 男性 12．7 ％

女性 66．1 ％ 女性 87．3 ％

訪問介護員
男性 26．4 ％ 男性  5．0 ％

女性 73．6 ％ 女性 95．0 ％
（注）　正規職員：雇用している労働者で雇用期間の定めのない者。非正規職員：正規職員以外の労働者（契約職員， 

嘱託職員，パートタイム労働者等）。
（公益財団法人 介護労働安定センター「平成 29 年度介護労働実態調査」により作成）

資料 2　所定内給与額

産業計 ホームヘルパー 福祉施設介護員

304，300 円 220，400 円 219，900 円
（注 1）　「所定内給与額」は，労働契約などであらかじめ定められている支給条件，算定方法により支給された現金

給与額を指す。
（注 2）　「産業計」は，全産業を合計した所定内給与額を指す。

（厚生労働省「平成 29 年賃金構造基本統計調査」により作成）

資料 3　将来の社会保障給付費の見通し（単位：兆円）

その他
介護

医療

年金

2018 2025 2040

121．3
14．6
10．7

39．2

56．7

介護
1.4倍

介護
1.7倍

医療
1.2倍

医療
1.4倍

年金
1.1倍

年金
1.2倍

140．2

～

140．6

188．2

～

190．0

17．7

15．3

47．4

～

47．8

59．9

22．5

25．8

66．7

～

68．5

73．2

（注）　（　）内の％表示はGDP比。
（内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省 

「2040 年を見据えた社会保障の将来見通し」により作成）

032



―　　―32

現代社会

2021KN2A-05-

資料 4　現在の仕事の満足度（介護労働）

満
足

や
や
満
足

普
通

や
や
不
満
足

不
満
足

無
回
答

①仕事の内容・やりがい 16．9 36．4 37．0  5．8  2．4 1．5

②キャリアアップの機会  6．7 18．3 54．9 11．8  5．9 2．3

③賃金  6．5 14．8 37．6 25．8 13．8 1．6

④労働時間・休日等の労働条件 15．5 19．3 38．5 17．4  7．9 1．4

⑤勤務体制 12．7 17．6 43．2 17．5  7．6 1．5

（％）
（公益財団法人 介護労働安定センター「平成 29 年度介護労働実態調査」により作成）

資料 5　 1人当たり医療費・介護費

医療（2017 年） 介護（2017 年）

1人当たり
国民医療費

1人当たり
国庫負担

1人当たり
介護費

1人当たり
国庫負担

65～74 歳 55．7 万円  8．1 万円  4．9 万円  1．4 万円

75 歳以上 92．2 万円 33．5 万円 46．7 万円 13．7 万円

（財務省『これからの日本のために財政を考える』により作成）
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資料 6　要介護者等からみた主な介護者の続柄

配偶者
25．2 ％

子
21．8 ％

子の配偶者
9．7 ％

父母
0．6％

その他の親族
1．3％

別居の家族等
12．2％

事業者
13．0 ％

その他
1．0％

不詳
15．2 ％

同居
58．7 ％

性 男
34．0

女
66．0

0 20 40 60 80 100（％）

0 20 40 60 80 100（％）

男
1．7

6.9 21．3 28．5 16．9 24．7

11．7女
1．8

7.0 21．1 33．1 25．1 0．1

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

（注）　熊本県を除いたものである。
（厚生労働省「国民生活基礎調査（平成 28 年）」により作成）

真実 紗矢香 哲也 悠人

1 資料 3 資料 2 資料 1 資料 6

2 資料 3 資料 4 資料 6 資料 1

3 資料 5 資料 2 資料 6 資料 1

4 資料 5 資料 4 資料 1 資料 6
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問 2　下線部分介護現場の人手不足に関連して，次のレポート中の Ａ ， Ｂ にあては

まるものの組合せとして適切なものを，36 ページの 1～ 4のうちから一つ選べ。  

解答番号は 24 。

レポート

私は，介護関係の職種，ホームヘルパーや介護支援専門員等の求人について，年度や地域

等で分けて，より具体的に調べてみました。

まずは年度ごとの介護関係の職種の求人についてです。グラフ 1は介護関係職種の有効求

人倍率の推移です。これを活用すれば，介護関係職種の人手不足についての，現在に至るま

での経緯や慢性的な課題を，確認することができます。例えば，グラフ 1では， Ａ と

いえるかもしれません。

また平成 29 年度の介護関係の職種の有効求人倍率が 4を超えている月もありますが，そ

れは他の職種と比較してどの程度の水準なのか，特定の地域の問題か日本全体の問題なのか

も含めて確認する必要があると考えます。グラフ 2を見てください。このグラフ 2から，

Ｂ ことが分かります。

この調査を通じて，様々な立場の人々とともに生きていく社会を目指して，私たちは多面

的・多角的に問題を捉えて，その解決方法を探究しなければならないのだと感じました。

グラフ 1　介護関係職種の有効求人倍率の推移

（倍）
4．5

4．0

3．5

3．0

2．5

2．0

1．5

1．0
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

平成 25 年度 平成 26 年度
平成 27 年度 平成 28 年度
平成 29 年度

（厚生労働省「職業安定業務統計」により作成）

⒜
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グラフ 2　都道府県別有効求人倍率（平成 30 年 10 月）

8

7

6

5

4

3

2

1

0

2．97

7．38

6．23

5．02
5．68

2．36 2．47 2．58

北
海
道

東
京
都

愛
知
県

大
阪
府

奈
良
県

高
知
県

大
分
県

沖
縄
県

介護平均 4．09 倍
全体平均 1．49 倍

職業計 介護関係の職種

（注）　「職業計」は，全職業を合計した有効求人倍率を指す。
（厚生労働省「職業安定業務統計」により作成）

Ａ にあてはまる選択肢

ア　介護関係職種は，年々求人倍率が高まっているので，介護関係職種の人手不足の状況は

改善している

イ　介護関係職種の人材に対する需要は年々高まっており，月別に見ると，特に 12 月に最

も高くなる傾向がある

Ｂ にあてはまる選択肢

ウ　介護関係の職種の有効求人倍率は都道府県ごとに大きな差異があり，最も高い都道府県

の倍率は，最も低い都道府県の倍率の， 3倍以上になっている

エ　介護関係の職種が他の職種に比べて，特に人手不足であるということはいえず，地域に

よっては，職業計の有効求人倍率が，介護関係の職種の有効求人倍率を，上回っている
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Ａ Ｂ

1 ア ウ

2 ア エ

3 イ ウ

4 イ エ
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