
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 48 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。

幸司：この間，現代社会の授業で地球温暖化の対策について学んで，二酸化炭素（CO2）などの温

室効果ガスを減らすにはどうしたら良いのかを考えるようになったよ。

美紀：CO2 は化石燃料を燃やす中で多く排出されると学んだよ。

幸司：私は日本や世界のCO2 排出状況はどうなっているのかや，国際社会はどんな取組みをして

いるのかを知りたいな。

美紀：国際社会は協力のために，COP（気候変動枠組み条約締約国会議）という話し合いの場を

定期的に設けているね。COPは 1992 年の Ａ を基本理念とする国連環境開発会議

（地球サミット）以降開かれるようになったよ。2015 年に開かれたCOP 21 では， Ｂ

が採択され，産業革命以前と比べて世界の平均気温の上昇を Ｃ 未満に抑える目標が

定められたんだ。

幸司：目標達成のためには，化石燃料の消費を減らさなければならないね。世界は地球温暖化防

止のために協力しようと取り組んでいることがわかったけれど，目標実現に向けての課題

は，何かあるのかな。

美紀：先進国と途上国との間に考え方の違いがあり，対立することもあるそうだよ。それぞれが

置かれた状況にはどのような違いがあるのだろう。

幸司：それぞれの国の状況の違いを乗り越えて，各国が協力して地球環境を保全するよう，これ

からもニュースなどをよく見て考えていこうと思うよ。

問 1　会話文中の 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 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 1 。

Ａ 　　　 Ｂ 　　　 Ｃ

1　かけがえのない地球　　　　京都議定書　　　 2 ℃

2　持続可能な開発（発展）　　　京都議定書　　　 3 ℃

3　かけがえのない地球　　　　パリ協定　　　　 3 ℃

4　持続可能な開発（発展）　　　パリ協定　　　　 2 ℃

1

⒜

⒝

現　代　社　会

解答番号 1 ～ 24（ ）
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問 2　下線部分日本や世界のCO2 排出状況はどうなっているのかに関連した次のグラフ 1，グラ

フ 2から読み取れること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 2 。

グラフ 1　主な国別・地域別燃料の燃焼で排出される二酸化炭素（CO2）量の推移
（億トン）
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（単位：億トン）
1990 年 2016 年 変化率

中国 21．2 91．0 +329 ％
アメリカ 48．0 48．3 +1 ％
EU 28 カ国 40．3 31．9 -21 ％
インド 5．3 20．8 +293 ％
ロシア 21．6 14．4 -34 ％
日本 10．4 11．5 +11 ％
カナダ 4．2 5．4 +29 ％
ブラジル 1．8 4．2 +126 ％

（注）　EU 28 カ国とは 2016 年時点の加盟国を示す。
（環境省ホームページにより作成）

⒜
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グラフ 2　日本の二酸化炭素（CO2）排出量（2016 年度）

＜部門別＞
廃棄物

鉄鋼
14％

エネルギー転換部門

産業部門
35％

8％4％

16％

18％

18％

2％

2％
2％
5％
3％
4％

3％
2％

食品飲料

パルプ・紙・紙加工品

化学工業

窯業・土木製品

機械

その他製造業

非製造業

運輸部門

業務その他
部門

家庭部門

工業プロセス・
その他

合計
12 億 600万t

（注 1）　機械は金属製品製造業を含む。
（注 2）　化学工業は石油石炭製品を含む。

（一般社団法人 産業環境管理協会 資源・リサイクル促進センターホームページにより作成）

1　グラフ 1からは，日本のCO2 排出量は 1990 年から 2016 年にかけて 11 ％減ったことが

わかる。グラフ 2からは，日本で最も二酸化炭素の排出が多い部門は運輸部門であること

がわかる。

2　グラフ 1からは，EU 28 カ国のCO2 排出量は 1990 年から 2016 年にかけて 21％減った

ことがわかる。グラフ 2からは，日本で最も二酸化炭素の排出が多い部門は産業部門で，

中でも鉄鋼業であることがわかる。

3　グラフ 1からは，カナダのCO2 排出量は 1990 年から 2016 年にかけて 29 ％減ったこと

がわかる。グラフ 2からは，日本で最も二酸化炭素の排出が多い部門は産業部門で，中で

も食品飲料業であることがわかる。

4　グラフ 1からは，ロシアのCO2 排出量は 1990 年から 2016 年にかけて 34 ％増えたこと

がわかる。グラフ 2からは，日本で最も二酸化炭素の排出が多い部門は家庭部門であるこ

とがわかる。
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問 3　下線部分それぞれが置かれた状況にはどのような違いがあるのだろうに関連した次のグラ

フ 3，グラフ 4，グラフ 5から読み取れること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 3 。

中国
18％

インド
18％

アメリカ4
％

ブラ
ジル3
％

ロシア 2％
日本 2％
ドイツ 1％
フランス 1％

カナダ 1％
韓国 1％

イタリア 1％
イギリス 1％

その他
48％

世界の人口
75．9 億人

（注）　四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。
（一般財団法人日本原子力文化財団 
原子力・エネルギー図面集により作成）

グラフ 3　世界の人口（2018 年）

（IEA統計により作成）

中国
25％

アメリカ
17％

インド
7％ロシア

6％

日本
3％

ドイツ
3％

カナダ 2％

ブラジル 2％

韓国 2％

その他
33％ 世界の一次

エネルギー
消費量（国別）
597949

（千兆ジュール）

グラフ 4　世界の一次エネルギー消費量（2018 年）

グラフ 5　世界の一人あたり一次エネルギー消費量（2018 年）
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ア

フラ
ンス ドイ

ツ 日本
イギ
リス
イタ
リア 中国

世界
平均

ブラ
ジル イン

ド

（注 1）　一次エネルギーとは自然に存在するそのままの状態のエネルギーのこと。
（注 2）　ジュールとはエネルギーを表す単位である。

（IEA統計により作成）

⒝
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1　中国の人口は世界で最も多く，国別の一次エネルギー消費量も最大である。中国の国民

一人あたりの一次エネルギー消費量も，世界で最も多くなっている。

2　アメリカの人口は，世界の人口の 4％を占めている。アメリカの国別の一次エネルギー

消費量も，世界全体の 4％を占めている。

3　インドの人口は，世界の人口の 18 ％を占めている。インドの国別の一次エネルギー消

費量は世界で三番目に多いが，一人あたりの一次エネルギー消費量は世界平均を下回って

いる。

4　日本の人口は，世界の人口の 2％を占めている。日本の国別の一次エネルギー消費量

は世界 3位で，一人あたりの一次エネルギー消費量は中国のそれよりも大きい。
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次の会話文を読んで，問 1～問 3に答えよ。

里奈：各地で大雨が甚大な被害をもたらすなど，近年は自然災害が多発していますね。

和真：感染症の流行や経済に対する不安もあり，先の見えない時代だと感じます。

里奈：夏休みの宿題で『方丈記』を読みましたが，作者の鴨長明が生きた平安時代から鎌倉時代

も，現代と同じように，とても不安の多い時代だったようです。

和真：たしかに，大火や竜巻，大地震それに源平の合戦など政治も混乱していました。

里奈：印象的だった部分を口語訳にしておいたので，読んでみてください。

総じて，この世の中は生きにくく，わが身と住居とははかなく，もろいということ

は，やはりまた，これまで述べてきたとおりだ。まして，住む環境によって，自分の境

遇にしたがって心を悩ますということは，いちいち数えきれないほどだ。

（口語訳は，前田信弘『方丈記 不安な時代の心のありかた』による。以下同様。）

和真：「この世は生きにくく，わが身と住居とははかなく，もろい」なんて，とても考えさせられ

ます。

里奈：鴨長明は，50 歳のころに出家しているので，仏の教えとも重ねて述べているのです。自

分の身分がとるにたらないもので，権力や勢いのある家のそばに住んでいたら，喜ばしい

出来事があっても，それを思い切り楽しむことはできないだろう，とも書いていました。

和真：物事は自分の置かれた状況次第だと思うことができれば悩まないのに，周りの人々の様子

と比較をしてしまうから，悩んでしまうということでしょうか。社会学者リースマンが名

づけた，大衆社会に特徴的な人間の心理や性格である Ａ のようでもありますね。

里奈：そうでしょう。今の話に関連して，現代の若者の考え方で，気になる資料がありました。

グラフ 1　人生で起こることは，結局は自分に原因があると思う

あてはまる あてはまらないどちらかといえば
あてはまる

どちらかといえば
あてはまらない

0 20 40 60 80 100（％）

24．4

9．5

31．3

25．3

22．3 48．1 21．8

46．6 20．3

43．3 18．6

61．2 25．0

47．8 20．8 7．1

4．4

6．8

7．8

7．7

全体

13～14 歳

15～19 歳

20～24 歳

25～29 歳

2

⒜
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グラフ 2　社会生活や日常生活を円滑に送ることができなかった経験

あった なかったどちらかといえば
あった

どちらかといえば
なかった

わからない
答えられない

0 20 40 60 80 100

20．3

8．5

22．1

21．0

22．1 30．2 19．1

28．9 20．0

29．4 18．9

25．4 26．0

29．1 20．1 11．0

10．2

11．8

11．7

9．7

19．6

17．7

18．4

18．8

30．0

全体

13～14 歳

15～19 歳

20～24 歳

25～29 歳

（％）

（内閣府「子供・若者の意識に関する調査（令和元年度）」により作成）

和真：グラフ 1とグラフ 2は 13 歳から 29 歳までの若者を対象とした意識調査ですね。グラフ 1  

からは，高校生ぐらいの年齢（15～19 歳）になると，それ以前と比べて，自分に原因があ

るに「あてはまる」と答える割合が Ｂ ことがわかります。

里奈：また，グラフ 2からは，社会生活や日常生活を円滑に送ることができなかった経験の

「あった」と回答した若者が，全体ではおよそ 5人に 1人，「どちらかといえばあった」と回

答した人を含めると，およそ Ｃ いることがわかります。

和真：これらの資料からは，自分一人だけが悩みを抱えているのではなく，成長するとともに，

人生の考え方も変化するのだと理解できそうです。

里奈：鴨長明は，このようなことも書いていました。

さて，人間の世界というものは，ただ心の持ちかたひとつできまるものだ。もし，心

が安らかな状態でなければ，象馬・七珍※のような財宝も，何の意味もなく，立派な宮

殿や楼閣も，のぞむものではない。 ※象と馬，貴重な宝石を合わせて，大切な宝物のこと

和真：普段の生活で「心の持ちかた」が大事なのは，その通りですね。どのようなきっかけや支援

があれば，悩みや困難を改善できるのか，あとで調べてみようと思います。

問 1　会話文中の 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 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 4 。

Ａ 　　　 Ｂ 　　　 Ｃ

1　他人指向型　　　高くなる　　　 2人に 1人

2　他人指向型　　　低くなる　　　 4人に 3人

3　伝統指向型　　　高くなる　　　 4人に 3人

4　伝統指向型　　　低くなる　　　 2人に 1人

⒝
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問 2　下線部分仏の教えに関連して，次のレポートは，夏休みに鴨長明と仏教の考え方について

里奈がまとめたものである。レポート中の Ｄ ， Ｅ にあてはまるものの組合せと

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 5 。

レポート

鴨長明の人生は，決して順調といえるものではありませんでした。若くして父の死を

経験し，晩年になってめぐってきたチャンスも逃してしまいます。だからこそ，仏教の

「 Ｄ 」について，鋭い感性をもっていたのだと考えます。世の人々も，またその住

まいも，川面のよどみに浮かぶ泡のように滅びゆくものだという有名な言葉が生まれた

のも，そうした感性のなせることです。

また，仏教の真理に苦は執着から生じるという「集
じっ

諦
たい

」があります。この考え方を身に

染みてわかっていたからこそ，小さな庵
いおり

に住んで， Ｅ を選んだのでしょう。鴨

長明の文章を読むことは，現代の生活における悩みにどう向き合うべきかのヒントにな

ると思いました。

Ｄ にあてはまる選択肢

ア　八正道

イ　諸行無常

Ｅ にあてはまる選択肢

ウ　世間から遠ざかり，ひとりで詩を詠
よ

むだけの生活

エ　都で返り咲くため，詩友と交流を絶やさない生活

Ｄ 　　　 Ｅ

1　　ア　　　　　ウ

2　　ア　　　　　エ

3　　イ　　　　　ウ

4　　イ　　　　　エ

⒜
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問 3　下線部分どのようなきっかけや支援があれば，悩みや困難を改善できるのかに関連して，

次の表とグラフ 3は和真が集めた資料である。会話文中の Ｆ ， Ｇ 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 6 。

表　困難が改善した経験はどのようなことがきっかけだったと思うか（複数選択）（％）
家
族
や
友
人
の
助
け

時
間
の
経
過
で
状
況
が
変
化
し
た
こ
と

就
職
・
転
職
し
た
こ
と

学
校
に
相
談
し
た
こ
と

支
援
機
関
・
医
療
機
関
に
相
談
し
た
こ
と

趣
味
の
活
動
に
参
加
し
た
こ
と

わ
か
ら
な
い
、
答
え
ら
れ
な
い

全体 31．0 24．2 11．6 9．5 7．5 6．6 9．6
13～14 歳 46．4 23．0 3．3 9．6 7．7 4．3 5．7
15～19 歳 31．8 25．0 4．2 11．8 6．3 7．8 13．1
20～24 歳 30．1 24．1 11．4 10．2 7．1 7．4 9．7
25～29 歳 27．5 23．9 21．3 6．5 8．9 5．0 6．9

グラフ 3　公的な支援機関や専門家から支援を受ける場合，どのような支援を受けたいか［支援の形態］

（複数選択）と困難改善経験 
40 ％

20 ％

0 ％

28.8

35.6

29.9

24.5
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16.7
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7.4
8.8
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電
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る

メ
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Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
相
談
す
る

学
校
で
相
談
す
る

施
設
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通
っ
て
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自
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（
自
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訪
問
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）

施
設
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自
由
に
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す

（
居
場
所
、
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
）

自
宅
を
離
れ
、
施
設
に
住
み

込
ん
で
日
常
生
活
や
就
労
に

関
し
て
の
支
援
を
受
け
た
り

相
談
し
た
り
す
る

誰
に
も
相
談
し
た
り
、
支
援
を

受
け
た
り
し
た
い
と
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

18.6

27.7
25.8
24.0

13.8
10.9
13.9
11.9

8.7
6.1 5.3

16.1
14.4

7.2 7.8 6.8
4.4 3.6 3.3

7.3 7.7
9.6

12.6

19.1

8.9

13.5
16.3

28.6

34.3

9.7

14.7

あった どちらかといえばあった どちらかといえばなかった なかった わからない，答えられない
困難改善経験

（内閣府「子供・若者の意識に関する調査（令和元年度）」により作成）

⒝
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会話文

里奈：社会生活や日常生活を円滑に送ることができなかった経験のある若者が，少なからず

いましたが，そのような困難を改善することはできるのでしょうか？

和真：調べたら，社会生活や日常生活を円滑に送ることができていなかった状態が改善した

経験について，改善した経験が「あった」「どちらかといえばあった」という若者が，

全体で約 60 ％いました。

里奈：困難が改善した人の方が多いのですね。改善のきっかけについて，表をみると， 

Ｆ ことがわかります。また，全体で約 4人に 1人が，「時間の経過で状況が変

化したこと」を挙げています。

和真：思いがけず，困難を乗り越えるきっかけがやってくることもあるのでしょう。グラフ 3  

をみると，様々な支援がありますが， Ｇ ことが読み取れます。

里奈：相談することが，とても大切なのですね。

Ｆ にあてはまる選択肢

ア　13～14 歳の約 2人に 1人が，「家族や友人の助け」を改善のきっかけとしている

イ　25～29 歳の約 10 ％が，「就職・転職したこと」を改善のきっかけとしている

Ｇ にあてはまる選択肢

ウ　電話で相談する支援を受けたい人で，困難改善経験の「あった」という回答者が，「な

かった」という回答者と比べて， 3倍以上いる

エ　誰にも相談したり，支援を受けたりしたいと思わない人で，困難改善経験が「あった」と

いう回答者は，10 ％未満である

Ｆ 　　　 Ｇ

1　　ア　　　　　ウ

2　　ア　　　　　エ

3　　イ　　　　　ウ

4　　イ　　　　　エ
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次の生徒のメモは，「政治などの諸問題について考えてみよう」という課題を受けて発表するた

めに，各生徒が準備しているものである。生徒のメモを読んで，問 1～問 3に答えよ。

七瀬のメモ

「地方公共団体の課題について」

日本には，都道府県，市区町村（特別区を含む）あわせて地方公共団体が約 1800 ありま

す。これらの地方公共団体は，学校教育，福祉・衛生，警察・消防など国民の日々のくらし

に不可欠なさまざまな行政サービスを供給しています。

しかし，多くの地方公共団体においては，1990 年代後半に入り，財政状況が悪化し，地

方財政全体での借入金も増大するなど，地方財政は，きびしい状況にあります。財政危機の

深刻な地方公共団体では，福祉分野をはじめとした市民向けサービスなども事業見直しの対

象となっており，財政の健全化が課題となっています。

私は地方公共団体の財政状況を調べるとともに，諸外国の状況も調べて，どのような改善

方法があるのか，考えてみたいです。

聡太のメモ

「防衛問題について」

日本国憲法の前文と第 9条では，徹底した平和主義に立ち，軍備をもたず，戦争をしない

ことをうたっています。そのような平和憲法のもとに成立した自衛隊と日米安全保障条約で

すが，こんにち，自衛隊の活動は海外に拡大し，日米間の安全保障体制の役割も変化しまし

た。海外派遣や防衛協力の拡大，また有事の際の対応など，安全保障の観点からどのような

問題点があるのか，調べてみたいです。

玲奈のメモ

「世論と政治参加について」

世論とは，社会問題についての国民の意見のことです。世論調査の結果が，政策決定に影

響を与えたり，ときには内閣をかえたりすることもあります。世論は大きな力をもってお

り，世論を政治に正しく反映させるためには何が必要なのか，そのために，マスメディアや

市民運動などはどのような意義をもっているのか，考えてみたいです。

3

⒜

⒝

⒞
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問 1　下線部分財政状況に関して，次のグラフ 1は地方公共団体の団体規模別の歳入決算の状況

を示している。下のグラフ 1についての説明文を参考にして，グラフ 1中の Ａ ～

Ｃ にあてはまる語句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 7 。

地方特例
交付金等

都道府県
支出金

地 方
譲与税等

地方債 臨時財政
対策債

その他ＣＡ Ｂ

市 町 村 合 計
〔482 千円〕

政令指定都市
〔520 千円〕

中 核 市
〔412 千円〕

施行時特例市
〔373 千円〕

中 都 市
〔415 千円〕

小 都 市
〔515 千円〕
町 村
〔人口 1万人以上〕
〔531 千円〕
町 村
〔人口 1万人未満〕
〔1，078 千円〕

一般財源 その他の財源
（54．1）

（53．8）

（57．1）

（54．4）

（54．8）

（55．0）

（53．4）

（52．7）
34．2

41．6

38．4

44．1

37．5

26．7

25．4

12．9

14．0

13．4

11．3

12．2

13．8

15．2

17．0

18．8

0.5

0.5

0.6

0.5

0.5

0.2

0.7

0.6

2.6

3.4

2.9

2.1

2.1

2.2

2.0

1.5

5.1

5.4

5.4

6.0

5.4

4.7

4.7

3.1

5.2

9.4

6.4

11．0

22．9

24．4

37．2

6.8

4.8

7.2

6.8

7.6

7.3

7.6

8.5

14．3 16．0

19．6

18．7

16．1

16．3

13．2

11．5

9．2

9.1

9.5

9.0

9.5

8.9

10.1

7.9

7.8

（45．9）

（46．2）

（42．9）

（45．6）

（45．2）

（45．0）

（46．6）

（47．3）

（注 1）　「市町村合計」は，政令指定都市，中核市，施行時特例市，中都市，小都市及び町村の合計である。
（注 2）　〔　〕内の数値は，人口 1人当たりの歳入決算額である。
（注 3）　 政令指定都市：人口 50 万人以上の市のうちから政令で指定  

中核市：人口 20 万人以上の市の申出に基づき政令で指定  
施行時特例市：特例市制度の廃止（平成 27 年 4 月 1 日施行）の際，現に特例市である市  
中都市：人口 10 万人以上の市　　小都市：人口 10 万人未満の市

（注 4）　グラフ 1の数値は四捨五入しているため，合計値が 100 とならない場合がある。
（総務省「令和 3年度版地方財政白書」により作成）

グラフ 1についての説明文

地方交付税は，地方公共団体の間にある財政格差を是正するために，国税の一部を地

方に交付する税であり，国から使途は指定されない。グラフ 1から歳入総額に占める地

方税が少ない団体は，地方交付税の割合が大きい傾向にある。

国庫支出金は，事業ごとに国が使途を指定して支出する補助金であり，使途が特定さ

れていない一般財源とは異なる。グラフ 1をみると，小都市と町村では国庫支出金の歳

入総額に占める割合がいずれも 15 ％を下回っている。

地方税は，地方自治体に納める税金である。グラフ1をみると，市町村合計では歳入総

額に占める割合は一番大きいが，団体規模により歳入総額に占める割合は異なっている。

⒜

グラフ 1　団体規模別歳入決算の状況（人口 1人当たり額及び構成比）（％）
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Ａ 　　　 Ｂ 　　　 Ｃ

1　地方交付税　　　地方税　　　　　国庫支出金

2　地方税　　　　　国庫支出金　　　地方交付税

3　地方税　　　　　地方交付税　　　国庫支出金

4　地方交付税　　　国庫支出金　　　地方税
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問 2　下線部分第 9条に関して，次のア～エは憲法第 9条についての政府の解釈である。次の

ページの年表中の Ｄ ～ Ｇ の年に示された憲法第 9条についての政府の解釈とし

て適切な組合せを，次のページの 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 8 。

憲法第 9条についての政府の解釈

ア

憲法第 9条第 2項が保持を禁じている「戦力」は，…（中略）… 自衛のための必要最小

限度をこえるものである。

イ

警察予備隊の目的は全く治安維持にある。…（中略）… したがってそれは軍隊ではない。

ウ

我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し，これにより我が国の存立

が脅かされ，国民の生命，自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があ

る場合において，…（中略）… 他に適当な手段がないときに，必要最小限度の実力を行

使することは，…（中略）… 自衛のための措置として憲法上許容されると考えるべきで

あると判断するに至った。

エ

戦争放棄に関する本案の規定は，直接には自衛権を否定しておりませぬが，第 9条第 

2 項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果，自衛権の発動としての戦争も，

また交戦権も放棄したものであります。

⒝
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年　表

年 出来事 憲法第 9条につい
ての政府の解釈

1945 ポツダム宣言の受諾

1946 日本国憲法公布　 Ｄ

1950 朝鮮戦争　　　　 Ｅ

1951 日米安全保障条約調印

1954 自衛隊の発足

1960 日米安全保障条約改定

1972 沖縄返還 Ｆ

1978 日米防衛協力のための指針（ガイドライン）策定

1992 PKO協力法制定

1997 ガイドライン改定

2003 有事関連 3法制定

2009 海賊対処法制定

2014 集団的自衛権行使容認を閣議決定 Ｇ

2015 ガイドライン再改定

安全保障関連法制定

Ｄ 　　　 Ｅ 　　　 Ｆ 　　　 Ｇ

1　　ウ　　　　　ア　　　　　エ　　　　　イ

2　　ウ　　　　　イ　　　　　エ　　　　　ア

3　　エ　　　　　ア　　　　　イ　　　　　ウ

4　　エ　　　　　イ　　　　　ア　　　　　ウ
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問 3　下線部分国民の意見に関して，次のグラフ 2は，「日本の政治が取り組まなければならな

いいちばん重要なこと（政治課題）は何か」を尋ねた世論調査の結果である。次のページのグ

ラフ 2についての説明文を参考にして，グラフ 2中の Ｈ ～ Ｋ にあてはまる政治

課題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 2　日本の政治が取り組まなければならないいちばん重要なこと（政治課題）は何か

（％）

40

20

0
1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018（年）

49

11

21

12

48 48

32

21
19

21
18

14

28

25

27 26

37 37 37

20 24
20
16

参加の増大 文化の向上

友好の促進

Ｈ Ｉ Ｊ

Ｋ

（注）　参加の増大：国民が政治に参加する機会を増やす
　　　文化の向上：学問や文化の向上をはかる
　　　友好の促進：外国との友好を深める

（NHK放送文化研究所「日本人はどう変わったか」により作成）

⒞
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グラフ 2についての説明文

人々が考える政治の重要課題は時代によって大きく変化している。45 年間を通して

みると，どの時代も国民の福祉を向上させる「福祉の向上」と日本の経済を発展させる

「経済の発展」のいずれかが最も多く，この 2つの合計で全体のおよそ半分から 3分の 2  

を占めている。

ただし 2018 年の調査では，2013 年と比べて国内の治安や秩序を維持する「秩序の維

持」と国民の権利を守る「権利の擁
よう

護
ご

」も増加している。「権利の擁護」はこれまでの調査

の中で最も高い。

景気との関係をみると，不況の時期には「経済の発展」を重視する人が増える傾向があ

る。1993 年には 1988 年より「経済の発展」を挙げる人が増加し，1998 年はさらに大きく

増えた。

Ｈ 　　　 Ｉ 　　　 Ｊ 　　　 Ｋ

1　福祉の向上　　　経済の発展　　　秩序の維持　　　権利の擁護

2　秩序の維持　　　権利の擁護　　　福祉の向上　　　経済の発展

3　経済の発展　　　福祉の向上　　　権利の擁護　　　秩序の維持

4　権利の擁護　　　秩序の維持　　　経済の発展　　　福祉の向上
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次の文章を読んで，問 1～問 3に答えよ。

憲法が保障する基本的人権は，人間らしく生き，行動する基本的なかなりの部分をカバーして

いる。じっと考えている人は「思想の自由」という人権を行使しているし，考えたことを他人に

語っている人は「表現の自由」を行使している。信ずる神や仏に祈る姿は「信教の自由」のあらわれ 

だし，勉強に精
せい

だす姿は「教育を受ける権利」のあらわれである。人間にとって大切なことは，あ

らかた「基本的人権」になっているように思える。

大切なことは「人権」とは，その国のその時代に，やむにやまれず発した人々のうめき声であ

り，人権にしておかないと人間らしい生活が絶対にできないと考えた結果を，その時点で法的文

書に書き残したものだ，ということである。だから，人々の叫びやうめきが「人権」になってくる

ということは，その背景にかなり深刻な問題があるということになる。逆に，あることが「人権」

として規定されるのは，そう保障しておかないとヤバいという判断があるからであって，決して

いいことずくめではない。

まことに人権は，「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」（第 97 条）であり，「国民の不断

の努力によって，これを保持しなければならない」（第 12 条）のである。

（森英樹『新版 主権者はきみだ』により作成）

問 1　下線部分憲法が保障する基本的人権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 10 。

1　最高裁判所は，日本国憲法第 25 条の生存権の規定について，直接個々の国民に具体的

権利を賦
ふ

与
よ

したものであるとしている。

2　最高裁判所は，外国人のうち日本に永住する資格を有する者等に対して，地方選挙の選

挙権を法律で付
ふ

与
よ

することは，憲法上禁止されていないとする見解を示している。

3　請願権は，国や地方公共団体に対して様々な要望を出すことができる権利で，受理され

た請願はすべて議会で審議される。

4　国家賠償請求権は，抑留または拘禁された者が，無罪の裁判を受けたときに，国にその

補償を求めることができる権利である。

4

⒜

⒝

⒞

⒜
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問 2　下線部分表現の自由に関連して，次のメモはある生徒が表現の自由について記したもので

ある。このメモに関する生徒の発言の中で，表現の自由が制約される場合についての事例と

して適切でないものを，下の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 11 。

メモ

表現の自由は，人が自分の考えや意見を表明する自由である。憲法第 21条は，集会・ 

結社や言論・出版の自由をはじめ，その他いっさいの表現の自由および通信の秘密を保

障している。国民が自由に意見を述べ，議論することは民主主義の基本なので，表現の

自由は，特に重要とされる。しかし，表現の自由も他者の利益と衝突する場合があり，

濫
らん

用
よう

することは許されない。

郁美：受け手の存在が前提であるため，個人が特定されたり，名誉が傷つけられたりする文

学作品は，出版が差し止められる場合があります。

智也：たとえ文学作品であっても，性的秩序を守り，最小限度の性道徳を維持するという条

件を満たさなければ，表現の自由が制限されることがあります。

梨乃：たとえ選挙運動のポスターであっても，選挙の公正，候補者間の平等を確保するた

め，公職選挙法により，種類や枚数などに制限があります。

真宏：地方公共団体の首長が推進する政策を批判する言動は，他者を傷つける行為にあたる

ため，条例により制限されることがあります。

1　郁美　　　 2　智也　　　 3　梨乃　　　 4　真宏

⒝
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問 3　下線部分人々の叫びやうめきが「人権」になってくるということは，その背景にかなり深刻

な問題があるということになるに関連して，次の会話文中の 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 12 。

会話文

先　生：前回の授業では，平等権，自由権，社会権など日本国憲法に規定されている基本的

人権について学習しました。では，人権は憲法に規定されているものだけなので

しょうか。

裕　貴：プライバシーの権利は，憲法に規定されていませんが，保障されているのではない

でしょうか。

みのり：嫌煙権は，健康増進法という法律で，屋内は原則禁煙になるなど，権利として守ら

れるようになってきていると思います。

先　生：そうですね。このような憲法制定時には想定されていなかった権利を「新しい人権」

と言います。本校の図書館には「迷惑行為厳禁」と書かれた貼り紙が掲示されていま

すが，これは私が高校生だった 30 年前と同じです。この「迷惑行為」には「私語」が

含まれ，「私語」には「友人と会話をして他人の自習を妨害する行為」も含まれるで

しょう。「貼り紙に私語禁止とは書いていないのだから，私語は禁止されていませ

ん」とは誰も言わないでしょう。また，時代によって「迷惑行為」の内容は変化しま

す。例えば，携帯電話を使用することは，私が高校生だった 30 年前には想定され

ていなかった行為です。それでも，今では，図書館で携帯電話の着信音を鳴らした

り，通話をしたりするのは「迷惑行為」に含まれるでしょう。では，憲法制定後の社

会変化に伴う問題にはどのようなものがありますか。

裕　貴：現在では，通信技術の発達で，本人が知らない間にプライベートなことについて，

インターネット上で収集されたり公開されたりすることがあります。こうした情報

化の進展に対応して，プライバシーの権利を守るために Ａ などが制定されて

います。

みのり：高速道路を通る自動車の排気ガスのため，ぜん息などで苦しむ患者が多く出ている

地域がかつてありました。健康を害するといくら賠償金をもらっても回復は難し

く，失われた自然環境もなかなか元には戻らないため，事前に止めることができる

といいと思います。持続可能な社会を構築していくためには，道路や空港といった

大規模開発にともなう環境破壊を未然に防ぐ必要があり，1997 年に Ｂ が制定

されました。

先　生：みなさん，多くの事例を知っていますね。こうした社会の変化に伴い，憲法第 13条

の Ｃ などを根拠に，「新しい人権」がとなえられるようになったのです。こう

した事例をさらに調べてみてはいかがでしょうか。

⒞
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Ａ 　　　 Ｂ 　　　 Ｃ

1　個人情報保護法　　　環境影響評価法　　　幸福追求権

2　個人情報保護法　　　建築基準法　　　　　違憲審査権

3　情報公開法　　　　　環境影響評価法　　　幸福追求権

4　情報公開法　　　　　建築基準法　　　　　違憲審査権
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次の会話文を読んで，問 1～問 5に答えよ。

美里：みなさん，写真 1を見てください。この施設はなんだと思いますか。

写真 1

データセンターです。つまり，製造業や建設業などの Ａ の施設ということになりま

す。建物の内側には写真 2にあるように大量のコンピューターがあります。またその横の

地図はａ社の地図サービスで調べたものですが，世界各地にこの施設が存在していること

がわかります。

写真 2 地図

先生：おもしろい着眼点ですね。私たちが普段利用している検索やメールのサービスはこのよう

なデータセンターが支えているのです。

信治：先生，私たち消費者は無料でａ社のサービスを利用しています。この施設の維持費はどこ

から出ているのでしょうか。

先生：これらの無料のサービスを提供できるのは，民間のテレビ局が視聴者には無料でテレビ番

組を放送しているのと同じで Ｂ からです。

5

⒜

026

(出典:https://about.google/brand-resource-center/guidance/entertainment/)

信治：巨大な工場に見えます。自動車か電子機器の製造工場でしょうか。

美里：いいえ。この写真はインターネットで検索や電子メールのサービスを提供しているａ社の
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信治：ａ社がテレビ局とくらべて優れているところはどこですか。

美里：ビッグデータと呼ばれる個人に関する大量のデータを所有していることです。例えばａ社

のロゴマークの色は，微妙に色を変えたロゴを何種類も表示し，大量のデータから最もク

リック数の多い色を選んだそうです。

信治：色を決めるだけでも気が遠くなるようなデータをもとに決めているのですね。そういえば

商品をいかに消費者に売り込むかを研究するマーケティングという学問分野があるそうで

す。大学に進学したら勉強してみたいと思います。

美里：先生，これだけ巨大な施設を世界中にもっているとすると，他の企業がａ社のビジネスを

まねることは難しいのではないでしょうか。つまり私たちはａ社のサービスを利用するし

かない。だとすると，いわゆる独占禁止法に違反しないのですか。

先生：そうですね。同一業種の企業が，株式の仕組みを利用して合併し，巨大な企業になること

を Ｃ と呼びます。アメリカにも，日本の独占禁止法にあたる反 Ｃ 法が存在し

ます。アメリカではａ社がこの法律に違反するとして司法当局が訴訟を起こしているそう

です。

信治：話は変わりますが，現代の技術にこれだけ大量のコンピューターが加われば，さらに人間

の仕事を奪うことが起きるのではないでしょうか。

美里：ａ社の最高経営責任者（CEO）の年俸は 2億円以上だそうです。さらに 200 億円以上の報酬

をａ社の株式で支給されるとのことです。一部の人だけが高い報酬を得て，他の人たちの

収入が減少し，貧富の差がさらに拡大するのではないかと思います。

先生：そうですね。みなさん，美里さんの発表から興味をもったことをさらに調べてみましょう。

問 1　会話文中の 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 13 。

Ａ にあてはまる選択肢

ア　第二次産業ではなく，第三次産業

イ　第三次産業ではなく，第二次産業

Ｂ にあてはまる選択肢

ウ　企業の社会貢献活動であるメセナの一環として行っている

エ　広告を掲載する企業から広告料をとっている

Ｃ にあてはまる選択肢

オ　コンツェルン

カ　トラスト

⒝

⒞

⒟
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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　下線部分消費者に関連して，次のレポート 1は生徒が「需要曲線」と呼ばれるグラフについ

てまとめたものである。このレポート 1中の Ｄ ， Ｅ 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 14 。

レポート 1

私たち「買い手」の行動をグラフ上に表したものが需要曲線です。このグラフは，縦軸の価

格（単位は円）が変化すると私たちの買う量（需要量，単位は個）がどれだけ変化するかを表し

ています。そこで私は考えやすくするために直線で二種類の需要曲線を考えました。

グラフ 1 グラフ 2

（円）
400

300

200

100

Ｏ 1000 2000 3000 4000

需要曲線

（個）

（円）
400

300

200

100

Ｏ 1000 2000 3000 4000 （個）

需要曲線

この二つの需要曲線はともに Ｄ 点では同じです。価格が 200 円から 400 円に 100 ％

上昇したとき，グラフ 1の需要曲線では需要量が 3000 個から約 67 ％減少して 1000 個に

なっています。しかしグラフ 2の需要曲線では 3000 個から約 33 ％減少して 2000 個になっ

ています。つまりグラフ 1の方が需要量の変化の割合が大きいことがわかります。

私の家は，いつも和食中心の食生活なのですが，日頃購入しているコーヒーのような嗜
し

好
こう

品
ひん

と米のような主食のそれぞれの価格が同率で高くなった場合， Ｅ はずです。なぜな

らば私の家ではコーヒーの消費量は減らせますが，三食ともごはんが食べたいという家族が

多いからです。

⒜
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Ｄ にあてはまる選択肢

ア　価格が高くなるにしたがって需要量が増加している

イ　価格が高くなるにしたがって需要量が減少している

Ｅ にあてはまる選択肢

ウ　需要量の減少率は，米よりもコーヒーが大きくなると思います。つまりグラフ 1かグラ

フ 2かでは，コーヒーの方がグラフ 1に近い変化になる

エ　需要量の減少率は，コーヒーよりも米が大きくなると思います。つまりグラフ 1かグラ

フ 2かでは，米の方がグラフ 1に近い変化になる

Ｄ 　　　 Ｅ

1　　ア　　　　　ウ

2　　ア　　　　　エ

3　　イ　　　　　ウ

4　　イ　　　　　エ
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問 3　下線部分マーケティングに関して，次のレポート 2は生徒がペットボトルのお茶につい

て，いくつかの企業の宣伝戦略を分析したものである。このレポート 2中の Ｆ ，

Ｇ ， Ｈ 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 。

レポート 2

右のグラフ 3はあるコンビニエンススト  

アでのお茶のペットボトルのシェア（市場

占有率）をあらわしています。

ここから Ｆ と考えられます。では

それぞれの企業の戦略をみてみましょう。

ｖ社は，日本で最初にお茶のペットボト

ルを売り出した会社です。長いこと同じ商

品名を使っています。

私がおもしろいとおもったのはｘ社の宣

伝戦略に関してです。この会社は炭酸の清

涼飲料水では国内トップの会社です。とこ

ろが，ホームページを見るとｘ社だけ会社

名がでていません。おそらく会社名を出すと，アメリカ文化や炭酸飲料水のブランドイ

メージが強いため，お茶の販売にはマイナスになると考えたのだろうと思います。

ｗ社とｘ社が京都のお茶の老
しにせ

舗の名称を利用することでお茶のおいしさを強調してい

るのに対して，ｙ社は別の戦略をとっていると思いました。以前，この会社はアメリカ

のアニメーション映画『アナと雪の女王』のキャラクターをお茶のCMに使用していまし

た。これは Ｇ という戦略によるものではないかと考えています。

上位 4社のペットボトルの価格は店頭では同じです。つまり Ｈ ということがい

えると思います。

Ｆ にあてはまる選択肢

ア　ｖ社が市場の 4割を占める独占市場であり，規模の経済性により生産コストが低いｖ社

に他の企業は価格競争で苦戦している

イ　ｖ社，ｗ社，ｘ社，ｙ社の 4社で全体の 8割以上を占める寡占市場であり，各社とも非

価格競争に力を入れている

⒝

グラフ 3

その他
13 ％

ｚ社
4％

ｖ社
42 ％

ｙ社
7％

ｘ社
13 ％

ｗ社
22 ％

（各社ホームページにより作成）
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Ｇ にあてはまる選択肢

ウ　映画『アナと雪の女王』の宣伝を行うことで，アニメーションを作った会社から広告料を

取り，利益を上げる

エ　他の会社とは異なる，映画『アナと雪の女王』を支持するような消費者層に狙いをつけ

て，売上げを伸ばす

Ｈ にあてはまる選択肢

オ　独占禁止法の認めるカルテルのもとで同一の価格になるような市場では，広告や商品の

デザインもすべて似たようなものになることが多い

カ　プライスリーダーがつけた価格に他の企業が同調するような市場では，広告やブランド

のイメージに差をつけることで売上げを伸ばす戦略をとることが多い

Ｆ 　　　 Ｇ 　　　 Ｈ

1　　ア　　　　　ウ　　　　　オ

2　　ア　　　　　エ　　　　　カ

3　　イ　　　　　ウ　　　　　オ

4　　イ　　　　　エ　　　　　カ
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問 4　下線部分人間の仕事を奪うに関して述べた次のレポート 3中の Ｉ ， Ｊ ，

Ｋ 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 16 。

レポート 3

19 世紀に活躍し，『資本論』を書いたマルクスの思想は，ロシア革命後のソビエト連邦

（ソ連）で実現した Ｉ の成立に大きな影響を与えました。彼は企業が労働者でなく

機械などの生産手段に資金を多く割り振るようになると，やがて失業者が増加するよう

になると考えました。また資本主義が恐慌を生み出す原因だと考え，自由経済と私有財

産制を否定しました。

それに対して，マルクスが死んだ 1883 年に生まれたケインズは逆に楽観的な立場に

たっています。彼は「孫たちの経済的可能性」という文章の中で，100 年後（2030 年）に

は，生活水準が現在の 4～ 8倍も高くなり，一日 3時間労働や週 15時間労働にすれば， 

失業問題も解決に近づくと書いています。つまり，マルクスとは逆に Ｊ と考えて

いたのです。

ケインズと同じ年に生まれた経済学者にシュンペーターがいます。彼は Ｋ が新

しい市場や産業を産み出し，景気を押し上げると考えていました。現在ならばインター

ネットの発達などがこの例としてあげられると思います。

このようにしてみると，コンピューターに仕事が奪われる産業もあると思いますが，

必ずしも悲観的な未来があるわけではないと思いました。

Ｉ にあてはまる選択肢

ア　帝国主義

イ　社会主義

Ｊ にあてはまる選択肢

ウ　人間の仕事は機械に取って代わられ，わずかに残った仕事を奪い合うことになり，平均

すれば一日 3時間程度の仕事しかない貧しい状態になる

エ　人間の仕事が機械に取って代わられても，生産性が上がるのだから労働時間を短縮する

ことで失業を防ぎ，豊かに暮らすことができる

Ｋ にあてはまる選択肢

オ　イノベーション

カ　ディスクロージャー

⒞
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Ｉ 　　　 Ｊ 　　　 Ｋ

1　　ア　　　　　ウ　　　　　オ

2　　ア　　　　　エ　　　　　カ

3　　イ　　　　　ウ　　　　　カ

4　　イ　　　　　エ　　　　　オ
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問 5　下線部分貧富の差に関連して，次の図とグラフについて述べた文章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 17 。

図

社会のタイプ
タイプＡ タイプＢ タイプＣ タイプＤ タイプＥ

上

下

上

下

上

下

上

下

上

下
一番上は少数，中間は　
ほとんど無く，大多数の
人が一番下の層にいる　
社会。　　　　　　　　

ピラミッド型の社会。
一番上は少数，下の層に
いくにつれて多くなり，
一番下の層には最も多くの
人がいる社会。

ピラミッド型であるが，
一番下の層には少しの　
人しかいない社会。　　

ほとんどの人が中間の
層にいる社会。　　　

多くの人が上の層にいて，
一番下の層にはごく少数の
人しかいない社会。

グラフ 4　あってほしいと思う日本の社会のタイプ グラフ 5　現在の日本の社会のタイプ

50

40

30

20

10

0

（％）

タイプＡ タイプＢ タイプＣ タイプＤ タイプＥわからない，
無回答

1

12
15

45

14 15

1

8

15

48

15
13

1999 年
2009 年

50

40

30

20

10

0

（％）

タイプＡ タイプＢ タイプＣ タイプＤ タイプＥわからない，
無回答

6

29

20

32

3

1010

35

24

18

4
9

1999 年
2009 年

（注）　自分が図の一番下から図の一番上までのどの社会的な階層に属しているかを質問した後に，「あってほしいと思う日本
の社会のタイプ」と，「現在の日本の社会のタイプ」はどれかを質問したもの。

（NHKホームページにより作成）

⒟
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1　グラフ 4によると一番上の層と一番下の層に二極分化した図のタイプＡは，1999 年でも

2009 年でも全体の 1％である。しかし，グラフ 5によると，タイプＡは 1999 年も 2009

年もともに 10 ％を超えている。

2　ピラミッド型で，少数の一番上の層から下の層になるにしたがって人が多くなる図のタ

イプＢは，グラフ 4によると 1999 年でも 2009 年でも 1割に満たない。しかし，グラフ 5  

によると，タイプＢは 2009 年には 3割を超え最も高くなっている。

3　ほとんどの人が中間の層にいる図のタイプＤは，グラフ 4によると 1999 年でも 2009 年

でも全体の 4割以上の人が，あってほしいと考えている。しかし，グラフ 5によると，タ

イプＤは 1999 年には最も多かったものの，2009 年には 2割を切っている。

4　上から二番目の層が最も多く，その層から逆ピラミッド型になる図のタイプＥは，グラ

フ 4によると 1999 年でも 2009 年でも 15 ％に達している。しかし，グラフ 5によると，

タイプＥは 1999 年も 2009 年もともに 5％に達していない。
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次の会話文を読んで，問 1～問 5に答えよ。

亜矢子：昨年，日本で東京オリンピックが開催されましたね。

虎太郎：はい。1964 年に続いて， 2回目の東京オリンピックでした。

亜矢子：本来は 2020 年に開催される予定だったのですが，新型コロナウイルス感染症が世界的

に流行した影響で，一年遅れての開催でした。

虎太郎：オリンピックの開催については，様々な意見がありましたが，無事開催でき，テレビで

選手を応援できたのは良かったと思います。

亜矢子：日本でオリンピックを開催したことに，どんな意味があったのかな。

虎太郎：前回の東京オリンピックについて，こんな新聞記事を見つけたので，読んでみてくださ

い。

読売新聞 2011 年 3 月 21 日掲載の世論調査では，「昭和の時代を象徴すると思う出来事」の 

1 位は「東京オリンピック」だった。 2位は「原爆投下」， 3位は 1986 年頃から株価や地価の

急激な上昇によって発生した好景気である「 Ａ 」， 4位は「石油危機」， 5位は「真珠湾

攻撃，対米戦始まる」だ。

なぜ 1964 年東京オリンピックは，これほど印象が大きいのか。それはこのオリンピック

が，日本の国際社会復帰を象徴していたからだ。日本は戦争で世界との国交や貿易関係を

失った。サンフランシスコ平和条約の締結や，国際連合加盟を経ても，その影響は続いてい

た。例えば外国為替取引は管理され，それを介して貿易や海外渡航も制限されていた。商用

や留学など政府が認めた理由がなければ，外国へ行けなかったのである。この状況が解消さ

れたのが 1964 年だった。この年の 4月，日本は国際通貨基金（IMF）の 8条国となり，為替

と海外渡航が自由化された。これと同時に，資本主義諸国の協力により安定的な経済成長や

発展途上国への援助の促進を目指す Ｂ への加盟を果たし，「先進国」と認められる形と

なった。つまり日本にとって 1964 年は，戦争で途絶したヒト・モノ・カネの国際移動がよ

うやく修復された年だった。戦争で破壊された生活もやっと復興し，人々の気持ちも未来を

向き，外に開かれようとしていた。1964 年東京オリンピックの開会式で，NHKのアナウン

サーが「世界中の青空を全部東京にもってきてしまったような素晴らしい秋日和でございま

す」と述べたのは，こうした背景があったのだ。

（「朝日新聞」2021 年 8 月 10 日により作成）

亜矢子：なるほど，1964 年のオリンピックは，日本が戦争から復興して国際社会に復帰し，国

際社会の一員として様々な役割を果たしていこうという決意を表明した大会だったので

すね。

6
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虎太郎：よくオリンピックのレガシー（遺産）という言い方をするけれど，オリンピックが終わっ

て 1年が過ぎた今だからこそ，2021 年の東京オリンピックにはどんな意味があったの

か，オリンピックが残したレガシーは何なのかについて，もう一度考える必要がありそ

うです。

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 18 。

Ａ 　　　 Ｂ

1　神武景気　　　　経済協力開発機構（OECD）

2　バブル景気　　　経済協力開発機構（OECD）

3　神武景気　　　　世界貿易機関（WTO）

4　バブル景気　　　世界貿易機関（WTO）

⒟
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問 2　下線部分石油危機に関連して，次のレポート 1中の Ｃ ， Ｄ ， Ｅ 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 。

レポート 1

石油危機はオイルショックとも呼ばれ，産油国が石油の生産量の削減や，輸出規制な

どを行ったことにより生じた世界的な経済の混乱のことを言います。石油危機は，1973

年と1979 年の二度発生し，それぞれ第一次石油危機と第二次石油危機と呼ばれています。

第一次石油危機の背景となったのは，1973 年 10 月に発生した第四次中東戦争で，エ

ジプト・シリアとイスラエルの間で戦われました。戦争が起こると，サウジアラビアな

どが加盟するアラブ石油輸出国機構（OAPEC）は，イスラエルを支援する諸国に対して

原油輸出の停止や制限の処置をとりました。同時に，石油輸出国機構（OPEC）は原油価

格の大幅な Ｃ を実施したため，世界経済が混乱し，先進工業国は深刻な打撃を受

けました。特に石油の大半を中東地域からの輸入に頼っていた日本への影響は大きく，

商品の買い占めや売り惜しみ，便乗値上げをする企業も現れました。パニックに陥った

消費者は，灯油，洗剤，トイレットペーパーなどの買いだめに殺到し，けが人が出るな

どの騒ぎが起こりました。これに対し，日本銀行は Ｄ をとり，政府は国民に

Ｅ を呼びかけましたが，それらの効果は上がらず，1974 年の日本の消費者物価

指数は 23 ％上昇し，「狂乱物価」という造語が生まれました。結局日本は，1974 年に戦

後初めて実質経済成長率がマイナスとなり，高度経済成長は終わりを迎えたのです。

1979 年に発生した第二次石油危機はイラン革命が契機となり発生しました。革命によ

り産油国であるイランでの石油生産が中断したため，石油の需給は逼
ひっ

迫
ぱく

しました。さら

に石油輸出国機構が原油価格の Ｃ を実施したため，世界経済は大きな影響を受け

ました。日本でも，ガソリンスタンドが日曜や祝日に休業するなどの影響がありました。

このように二度の石油危機は，先進国の経済が中東地域の石油に依存していることを

明らかにしました。しかし石油危機を契機に代替エネルギーの活用や，省エネルギー技

術の研究開発などが促進されました。特に日本は省エネルギー技術で世界をリードして

いく存在となったのです。

⒜
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Ｃ にあてはまる選択肢

ア　引き上げ

イ　引き下げ

Ｄ にあてはまる選択肢

ウ　公定歩合の引き下げなど金融緩和策

エ　公定歩合の引き上げなど金融引き締め策

Ｅ にあてはまる選択肢

オ　消費

カ　節約

Ｃ 　　　 Ｄ 　　　 Ｅ

1　　ア　　　　　ウ　　　　　オ

2　　イ　　　　　ウ　　　　　カ

3　　ア　　　　　エ　　　　　カ

4　　イ　　　　　エ　　　　　オ
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問 3　下線部分サンフランシスコ平和条約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 20 。

1　日本と，連合国 48 カ国（ソ連などを除く）との間で結ばれた条約で，日本が朝鮮の独立

を承認し，台湾・澎湖諸島，千島列島・南樺太を放棄することなどが定められた。

2　日本とアメリカとの間で結ばれた条約で，日本の安全と極東地域の平和を維持するため

に，アメリカの軍隊が日本に駐留し，そのために必要な基地を日本が提供することなどが

定められた。

3　日本と中国との間で結ばれた条約で，平和五原則を基礎として両国の友好関係を発展さ

せつつ，経済，文化，民間の交流を一層すすめていくことなどが定められた。

4　日本と韓国との間で結ばれた条約で，日本が韓国を朝鮮半島における唯一の合法的政府

と認めることを確認し，両国間の外交関係が開設されることなどが定められた。

⒝
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問 4　下線部分国際連合に関連して，次の資料 1，資料 2中の Ｆ ， Ｇ ， Ｈ ，

Ｉ にあてはまる国名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 21 。

資料 1　国際連合通常予算分担率（％）

2010～12 年 2013～15 年 2016～18 年 2019～21 年

アメリカ 22．0 22．0 22．0 22．0

Ｆ 12．5 10．8 9．7 8．6

ドイツ 8．0 7．1 6．4 6．1

Ｇ 6．6 5．2 4．5 4．6

フランス 6．1 5．6 4．9 4．4

Ｈ 5．0 4．4 3．7 3．3

Ｉ 3．2 5．1 7．9 12．0

資料 2　安全保障理事会における役割（2021 年現在）と国際連合加盟年

安全保障理事会における役割 国際連合加盟年

アメリカ 常任理事国 1945 年

Ｆ 非常任理事国の選任あり（通算 22 年） 1956 年

ドイツ 非常任理事国の選任あり（通算 12 年） 1973 年

Ｇ 常任理事国 1945 年

フランス 常任理事国 1945 年

Ｈ 非常任理事国の選任あり（通算 13 年） 1955 年

Ｉ 常任理事国 1945 年
（注 1）　分担率は，小数第 2位を四捨五入して表示した。
（注 2）　ドイツの非常任理事国の選任年数には，統合前のドイツ連邦共和国分を含んでいる。ドイツ連

邦共和国とドイツ民主共和国は 1973 年に国連に加盟したが，1990 年にドイツ連邦共和国に統合
された。

（注 3）　中国の代表権は，1971 年の国連総会で中華民国政府から中華人民共和国政府に変更された。
（国際連合広報センターホームページ，国際連合ホームページにより作成）

Ｆ 　　　 Ｇ 　　　 Ｈ 　　　 Ｉ

1　イギリス　　　日本　　　　　中国　　　　　イタリア

2　日本　　　　　イギリス　　　中国　　　　　イタリア

3　イギリス　　　日本　　　　　イタリア　　　中国

4　日本　　　　　イギリス　　　イタリア　　　中国

⒞
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問 5　下線部分 2021 年に関連して，次のレポート 2中の Ｊ ， Ｋ ， Ｌ 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 22 。

レポート 2

右の写真を見てください。この写真

は，2001 年 9 月 11 日に Ｊ で発生

した同時多発テロ事件の写真です。2021

年はこの事件の発生から 20 年の節目の

年で，追悼式典が実施されました。

この事件での犠牲者は 3000 人近くに

及び，日本人の死者・行方不明者も 24

人にのぼりました。その後，首謀者であ

るオサマ・ビンラディンがタリバン政権

下の Ｋ に潜伏していることが判明しました。しかし，タリバン政権がオサマ・ビ

ンラディンの引き渡しを拒否したことを理由に Ｊ を中心とする諸国連合による

Ｋ への攻撃が始まりました。

日本政府も，海上自衛隊の護衛艦など 3隻をインド洋に派遣し，多国籍軍の艦船に燃

料補給を行うなどの協力支援活動を行いました。

その一方，医師である中村哲さんと彼が所属するNGOのペシャワール会は，基金を

設立して多くの人々から支援を受け，紛争下で避難民に対し食料配給を実施しました。

その後も基金を活用して，地元に伝わる昔ながらの工法を用いて井戸を設置したり，現

地の人々と協力して大規模な用水路を建設したりするなど，農村の復興に力を入れた支

援を続けました。

しかし，2021 年にはタリバン政権が復活するなど Ｋ では混乱が続いています。 

飢餓のない世界を目指して食料援助活動を実施している Ｌ によれば，食料不足の

深刻化により飢餓に苦しむ人が増加し，人口の半数以上が飢餓状態に陥ると懸念されて

います。現地の人々に必要な支援は何かを考え，日本として，自分自身として出来るこ

とは実行していくことが必要だと思います。

⒟

（AP通信ホームページより）
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Ｊ にあてはまる選択肢

ア　フランス

イ　アメリカ

Ｋ にあてはまる選択肢

ウ　イラク

エ　アフガニスタン

Ｌ にあてはまる選択肢

オ　国連世界食糧計画

カ　国連環境計画

Ｊ 　　　 Ｋ 　　　 Ｌ

1　　ア　　　　　ウ　　　　　オ

2　　ア　　　　　エ　　　　　カ

3　　イ　　　　　ウ　　　　　カ

4　　イ　　　　　エ　　　　　オ
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次の文章は，「現代社会」のまとめとして課題を探究する学習に取り組んでいる生徒による，中

間発表の原稿である。これを読んで，問 1～問 2に答えよ。

「現代社会」の課題学習で，「持続可能な公共交通」について考えています。

私はバスで通学していますが，先生から「近年はバスの運行を維持できない地域が増えている」

と教わりました。その理由を調べてみたいと思い，私はこのテーマを選びました。

まず，バスの輸送人員の変化を調べました。資料 1によると， Ａ ことがわかりました。

次に，年齢別の人口の変化を調べました。資料 2によると， Ｂ ことがわかりました。

これらのことから，地方部ではバスの利用者は減少しており，その背景には，働く人や若者の

数が減ったことがあると考えました。

さらに，運転免許保有者数と交通死亡事故件数の推移を調べました。資料 3によると， Ｃ

ことがわかりました。私は，高齢者の交通事故が多い原因の一つに，バスなど公共交通を利用し

づらいことがあると考えました。利用者が減少すればバスの運行も減り，高齢者は自分で車を運

転せざるを得ないからです。

以上のことから，私は公共交通を維持することは，重要な課題だと考えました。そこで，先

日，バスのこれからについて，バス会社の方にお話を伺ってきました。担当の方は，次のような

話をしてくださいました。

「調べてくれたとおり，近年はバスを利用するお客様が減少しています。しかし，高校生や高

齢者など，バスを必要とする人たちのために，私たちは運行を持続させたいと思っています。ぜ

ひ高校生の視点で，バスの利用者を増やす方法を提案してくれませんか」

そこで私は，私たちの地域で実施できる取組みを最終報告書にまとめ，バス会社に提案するこ

とにしました。

資料 1　バスの輸送人員
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（注）　2000 年を 100 とした場合の指数で表す。
（国土交通省『令和 3年版 国土交通白書』により作成）
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資料 2　年齢区分別の人口割合の推移と予測
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（注 1）　2020 年以降は推計値。
（厚生労働省『平成 29 年版 厚生労働白書』により作成）

資料 3　75 歳以上の運転免許保有者数と免許取得者 10 万人当たりの死亡事故件数の推移
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75 歳以上の運転免許保有者数

75 歳以上の免許取得者 10 万人当たりの死亡事故件数
75 歳未満の免許取得者 10 万人当たりの死亡事故件数

（内閣府『令和 2年版 交通安全白書』により作成）
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問 1　文章中の Ａ ， Ｂ ， Ｃ にあてはまる文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 23 。

Ａ にあてはまる選択肢

ア　2000 年から 2018 年の間で，三大都市圏以外の人口が増加している年はなく，三大都市

圏以外のバスの輸送人員は，一部に増加している年はあるものの，全体として減少傾向に

ある

イ　2000 年から 2018 年の間で，三大都市圏のバスの輸送人員が増加している年はなく，全

国のバスの輸送人員は，一部に増加している年はあるものの，全体として減少傾向にある

Ｂ にあてはまる選択肢

ウ　2000 年から 2020 年の間で，生産年齢人口や年少人口の割合が減少する一方，65 歳以上

の高齢者の割合が増加している

エ　2000 年から 2020 年の間で，生産年齢人口や年少人口の割合が増加する一方，65 歳以上

の高齢者の割合が減少している

Ｃ にあてはまる選択肢

オ　2009 年から 2019 年の間で，75 歳以上の運転免許保有者数は 200 万人以上増加してお

り，免許取得者 10 万人当たりの死亡事故件数は，すべての年において，75 歳未満に比

べ，75 歳以上が 2倍以上多い

カ　2009 年から 2019 年の間で，75 歳以上の運転免許保有者数は 400 万人以上増加している

が，免許取得者 10 万人当たりの死亡事故件数は，すべての年において，75 歳未満に比

べ，75 歳以上が半分以下である

Ａ 　　　 Ｂ 　　　 Ｃ

1　　ア　　　　　ウ　　　　　オ

2　　ア　　　　　エ　　　　　カ

3　　イ　　　　　エ　　　　　カ

4　　イ　　　　　ウ　　　　　オ
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問 2　下線部分私たちの地域で実施できる取組みを最終報告書にまとめ，バス会社に提案するに

関連して，生徒は，実際に行われている取組みを調べ，それをもとに，バス会社への【提案

書】を作成した。次の【提案書】のもととなった実際の取組み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 24 。

 【提案書】

バスのこれからについて話し合う協議会の設置の提案

現状：利用者の多くが「バスのことはバス会社に任せればよい」

と他人事として見ている。

内容：バス会社，市役所，利用者の協議会を設置し，高校生も

利用者代表で参加したい。授業で学習した「社会参画」の

考え方に基づき，地域の課題を積極的に解決したい。

効果：運行を会社任せにせず，行政も利用者もバスのあり方を

提案でき，より便利にすることができる。

1　Ｗ市は，市内の高校生やその保護者から，バスの利用方法に関する問い合わせが多く寄

せられていた。そこで，中学 3年生向けに，市内の高校へのバスでの通学方法を記した一

覧表を作成した。

2　Ｘ市は，高校と最寄りのバス停が離れており，通学の利用は少なかった。そこで，市，

バス会社，生徒，教員，保護者が会議を立ち上げ，利用促進策を話し合った。その結果，

朝夕の便を高校近くまで延伸した。

3　Ｙ市は，商業施設が中心市街地に集中しており，休日は自家用車の渋滞が発生してい

た。そこで，市と商業施設が協力し，一定額以上の買い物をした人に対して，帰りのバス

運賃が無料になるきっぷを配布した。

4　Ｚ市では，自家用車を持たない交通弱者に対応するため，タクシーによるオンデマンド

（需要に応じた）交通システムを整備した。利用者は電話で利用区間を伝え，低運賃でタク

シーを利用できるようになった。

⒜
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