
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 38 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

第 1 回

現　代　社　会 （50分）令和 5年度

2023KN1A-05-001
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次の会話文を読んで，問 1～問 3に答えよ。

はるか：ペットを飼える家に引っ越したから，猫を飼おうと思っているの。猫をもらおうか，ペッ

トショップで購入するか考え中なんだ。優一さんが猫を飼うきっかけは何だったのかな。

優　一：うちの猫は保護猫といって，引き取り手のない猫を譲渡会という集まりでもらい受けた

んだ。ちょうどこんな統計があるから見てくれるかな。

グラフ 1　全国の犬・猫の返還・譲渡数の推移
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猫 犬 返還・譲渡率（犬・猫）

グラフ 2　全国の犬・猫の殺処分数の推移

殺
処
分
数（
千
頭
）

600

500

100

300

400

0

200

平
成
28

56
46
10

平
成
26

101

80
22

平
成
30

38
31
8

128

100

29
平
成
25

平
成
13

490

217

273

平
成
17

365

139

227

43
35
8
平
成
29

230

64

166

平
成
21

24
20
4
令
和
2

83

67
16
平
成
27

平
成
14

267

193

460

平
成
18

228

113

341

平
成
22
年度

153

52

205

33
27
6
令
和
元

平
成
15

441

174

267

平
成
19

299

99

201 175

44

131

平
成
23

平
成
16

156

395

239

平
成
20

82

276

194

平
成
24

38

162

123

猫 犬

（環境省「動物の愛護と管理と適切な管理」により作成）
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現　代　社　会

解答番号 1 ～ 24（ ）
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優　一：グラフ 1にある「返還・譲渡率」の「返還」は逃げ出した犬や猫が飼い主のもとに戻ること

をいうよ。「譲渡」は保護された犬や猫が新しい飼い主にもらわれることだね。グラフ 1  

を見ると， Ａ ということがわかると思うんだ。

はるか：グラフ 2を見るとここ最近の傾向は Ｂ ようね。飼いたいと思う動物と譲渡会を通

じて出会うのもペットとの出会いのチャンスだと思う。本気で調べてみるね。

優　一：そうするといいと思うよ。ところで我が家の猫なんだけど，かなりの高齢で入退院を繰

り返しているんだ。

はるか：ペットも高齢になると体の問題が多くなってくるね。ペットを飼うことは，彼らの命の

問題も一緒に考えていくということだよね。うちの近所にはペットロス（ペットを失っ

た後の心理的喪失感）で苦しむ人もいて，毎日思い出すと話しているよ。

優　一：インターネットでこんな記事を見つけたけど，読んでみてくれるかな。

ペットのクローン販売が拡大　犬 580 万円，猫 380 万円依頼続々

世界では⒜バイオテクノロジーを駆使したクローン動物が売買されているケースが増えて

いる。

広がりを見せるクローン動物だが，課題も少なくない。その一つが成功率の低さだ。代理

母は流産する割合が高いとされ，ある国の販売企業は「無事に生まれるのは 3割」と認める。

失敗に備えて複数の代理母を用意するのが一般的だ。クローン 1匹作るのに，多くの雌に負

担を強いているのが実態だ。

各国はクローン人間の作製を法律などで禁じているが，クローン動物には明確な規定がな

い。国際的なルールの必要性が指摘されるが，動物の命や人との関わり方については，文

化・宗教面から各国で考え方が異なり，議論は進んでいない。

クローン犬 2匹を購入した顧客が「将来に備えて自分の細胞を残そうという気持ちは全く

ない。人間の寿命は自然なものだ」と笑い飛ばした。しかし，愛犬については考えが異な

る。もし今回の 2匹が死んだら，また新たなクローンを依頼するか。そう尋ねると言葉を濁

した。「その時になったら考える。」

クローンの広がりが命との向き合い方を問いただしている。
（「西日本新聞」2020 年 4 月 20 日により作成）

はるか：世界ではこんなことが起こっているんだね。びっくりしたよ。

優　一：この記事によると，⒝クローン遺伝子を持ったペットを育てることができることはペッ

トロスから立ち直る希望が持てるとはいえ，自分の気持ちやお金次第で，多くの命がそ

の感情に巻き込まれてしまうことになるね。

はるか：保護猫を譲渡会でもらうとか近所から譲り受けるとか，自然に生まれた命と暮らすこと

を考えようかな。

優　一：僕はもう少し詳しくペットのクローンについて考えてみようと思うよ。
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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，下の 1～

4のうちから一つ選べ。解答番号は 1 。

Ａ にあてはまる選択肢

ア　平成 28 年度以降，犬・猫を合わせた返還・譲渡数は減少しているが，返還・譲渡率が

増加しているので，保護されたまま飼い主のいない犬・猫の数は減少した

イ　平成 18 年度以降，犬・猫ともに返還・譲渡数は増加し続け，それとともに返還・譲渡

率も増加しているので，保護されたまま飼い主のいない犬・猫の数は増加した

Ｂ にあてはまる選択肢

ウ　平成 13 年度からの 20 年間で犬・猫を合わせた殺処分数は 10 分の 1以下に減ってきて

いる

エ　平成 13 年度から犬の殺処分数は半分以下に減ったが，猫の殺処分数は 20 年間変化がな

い

Ａ Ｂ

1 ア ウ

2 ア エ

3 イ ウ

4 イ エ

問 2　下線部分⒜バイオテクノロジーについて述べた文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 2 。

1　クローン技術で生まれた「個体」は「親」と同じ遺伝情報を持っている。

2　クローン技術は安全面や倫理面で問題がないので，人間だけでなく多くの生物に応用さ

れている。

3　遺伝子組み換え技術は，病気に強い作物への改良や難病・遺伝病治療など，多くの可能

性が期待されている。

4　「人間の設計図」とよばれ，遺伝情報のすべてが含まれるヒトゲノムの解読作業は既に完

了している。
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問 3　下線部分⒝クローン遺伝子を持ったペットに関連した，次の優一さんのメモ中の Ｃ ，

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

解答番号は 3 。

優一さんのメモ

自分の猫が年老いてきて，もしもの時のことを考えるようになり，ペットロスで心に

ダメージを受ける人の気持ちもよく理解できる。そして，記事の内容からペットロスの

解消のためにクローンを依頼する飼い主は身近にはいないが，世界には存在することが

わかった。

体細胞を利用した Ｃ による再生医療の実用化に向けて開発が進むなど，人間の

健康や生命に関わる医療が進展し，難病治療に役立つ技術が今後も増えることが期待さ

れる。失ったペットのクローンが誕生し，ペットロスの悲しみを和らげることができる

ようになり，飼い主の欲求はある程度満たされるが，その技術を可能にするためには代

理母となる動物の命だけでなく，クローンとして生まれてくる新しい命が失われること

もある。もしクローンの子供が手に入っても，死んだペットが生き返るわけではない。

「また命をつくることができる」という感覚が，将来 Ｄ の観点から大きな社会問題

に発展する可能性があるのではないか，と感じた。

Ｃ にあてはまる選択肢

ア　ES 細胞

イ　iPS 細胞

Ｄ にあてはまる選択肢

ウ　インフォームド・コンセント

エ　生命倫理

Ｃ Ｄ

1 ア ウ

2 ア エ

3 イ ウ

4 イ エ
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次の会話文を読んで，問 1～問 3に答えよ。

直：このあいだ，「現代社会」の授業で哲学対話というのをやったんだ。面白かったよ。
純：どんなことをやったのかな。
直：参加者各自が自分をどう呼んでほしいかを決めて，名乗るの。どんな呼び方でもいいんだ
よ。それは，自分が今，属している世界からも自由になって，発言できるように，という意
味があるんだって。その通り，みんなが予想もつかない呼び名を名乗るから，楽しくなっ
て，「普段のその人」とでは話せないようなことも素直に言えた気がするよ。一緒に対話の輪
の中にいた先生とも，対等に話せた気がするよ。

稜：面白そうだね。誰もが対等な立場で自由に討議して合意に至ることができるということは，
ハーバーマスが主張していた Ａ のようだね。どんなことを話したのかな。

直：その日は「役に立たないとはどういうことか」というテーマだったの。私は，ぼーっとする時
間が無駄な時間に思えるけれど，自分にとっては気持ちを落ち着かせる大切な時間だ，とい
う意見を話したよ。

稜：そうだね。例えば，芸術作品は実用的ではないかもしれないけれど心を豊かにしてくれるよ
ね。そう考えると，「役に立つかどうか」だけを基準として考えていると，大切なものを見失
うかもしれないね。

直：ある人は，役に立たないことを無駄なこととする考え方が，過去には命の選別を合法化する
ことに結びついたこともあるのでは，と話していたよ。有用かどうかを追求して人権侵害を
許容した過ちから学ぶべきだと思った。

純：いろんなことを話したんだね。対等な立場で話せる場を想像すると，自分が普段の立場に縛
られて言えないでいる意見があるかもしれないと気づいたよ。自由に意見を述べるために，
対等であるということは大切なんだね。私もやってみたいな。

稜：面白そうな授業だったんだね。役に立たないということはどういうことか…。確かに，自分
がやっていることがどこにつながるのか，その時はわからなくても，後になって役立ってい
たということはあるよね。そう考えると役に立たないことなんてないのかもね。もっと考え
てみたいな。

問 1　会話文中の Ａ にあてはまる内容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　古代ギリシアのポリスをモデルとしたもので，人間が言葉を交わして公共性（公共空間） 
を築くという人間にとって本質的なことを行うこと
2　直接民主制というもので，主権は代表も分割もされ得ないので，主権の行使に関わる話
し合いは人民が直接参加するべきだというもの
3　目的の国と呼ばれるもので，人々が互いの自律した存在としての人間である人格を目的
として尊重する理想的な社会のこと
4　コミュニケーション的行為のことで，それによって制度に支配されるのではなく制度を
より良いものに作り替え，生活世界を守ることができるというもの

2
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問 2　稜さんは会話から考えたことを探究しようと，会話内容をメモした。会話された内容とし

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 5 。

メモ 1

ぼーっとする時間は無駄なように思えるが，気持ちを落ち着かせる上で大切なひとと

きなので，適度にあるとよい。

メモ 2

役に立たないことを無駄なこととして，何かができるかできないかで人間の価値を決

めてしまうことは，過去には命の選別につながったことがあり，危険である。

メモ 3

芸術は実用的ではないかもしれないが，人間の心を豊かにするものであり大切なもの

である。そのため役に立つかどうかだけを基準とすると，見落とすことがあるかもしれ

ない。

メモ 4

どのような状況においても誰もが自分の状況に縛られず発言できるので，自由に意見

を言うために対等である必要はない。

1　メモ 1　　　 2　メモ 2　　　 3　メモ 3　　　 4　メモ 4
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問 3　稜さんは会話内容から考えたことをもとに探究を進め，次のレポートを作成した。稜さん

のレポート中の Ｂ と，レポートについての会話文中の 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 6 。

レポート

私は「役に立たない」という評価基準を人間に用いるのはとても危険なことだと思いま

す。その考え方がいかに危険かについて，またそのような考え方がなぜ生まれるのか，

どうやったらそのようなことを繰り返さないか，人類は歴史から既に学んできたと思い

ます。

例えば，ハンナ・アーレントというドイツ出身の思想家は，人が有用か無用かで判断

され人権がないがしろにされた例であるナチスによるユダヤ人迫害について，どうして

起きたのかを解き明かし，ユダヤ人を社会的に孤立させた状況を説明しました。そし

て，人権がないがしろにされることを繰り返さないために，考える自由とそれを伝える

自由の大切さを説きました。アーレントの「伝える」相手には自分自身も含まれます。自

分との対話を諦めることは自分を見棄てて孤立させることなので，考えることを諦めて

はいけないと彼女は述べました。彼女の言葉から，人が孤独を感じ孤立することを防ぐ

ことの大切さを感じたので，私は現代の日本で子供や若者が，孤独・孤立をどれくらい

感じているのかについて調べ，次の資料を見つけました。

孤独・孤立に関する実態把握調査結果
グラフ 1 グラフ 2

男性全体

50～59 歳

時々ある

80 歳以上

10 ％

15．88．1 16．9

40 ％

18．65．2 17．3

20～29 歳

15．22．9 14．6

60～69 歳

たまにある

14．14．9 15．9

20 ％

14．68．3 18．6

50 ％

12．63．6 15．5

30～39 歳

しばしばある・常にある

70～79 歳

0 ％

7．64．3 15．7

30 ％

15．96．4 14．2

16～19 歳

9．42．1 15．1

40～49 歳

女性全体

50～59 歳

時々ある

80 歳以上

10 ％

21．26．2 19．3

40 ％

14．54．6 19．5

20～29 歳

15．93．1 17．7

60～69 歳

たまにある

14．94．1 18．8

20 ％

18．57．3 16．7

50 ％

11．33．0 20．7

30～39 歳

しばしばある・常にある

70～79 歳

0 ％

16．62．7 17．6

30 ％

17．54．9 17．9

16～19 歳

9．8
1．5

19．0

40～49 歳

（内閣府　令和 4年版「子供・若者白書」により作成）

上のグラフ 1とグラフ 2は「あなたはどの程度，孤独であると感じることがあります

か」という問いに対する調査結果です。二つのグラフからは， Ｂ ということがわ

かります。

人の生き方は様々です。価値観が違っても自分の人生を否定されることなく，誰もが

尊重され，対等に対話ができる社会であってほしいと思います。私たちは，社会人とも

なれば公共の場でどう行動するかが問われることとなります。私は，アーレントの言葉

を胸に刻み，自分との対話にも他者との対話にも丁寧に臨もうと思います。
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直：稜さんが言う通り，自分との対話にも他者との対話にも丁寧に臨みながら，自分が一体

何者なのか，何をなすべきかを考えていきたいよ。アーレントが言っていたこととは，

どんな境遇にいても自分と対話し続け，理想の自分を追求することを諦めてはいけない

ということだね。

純：そうだね。私も若いうちに様々な生き方に触れて考えながら，自分のやりたいことがで

きるための能力を身につけて，その能力が最大限に実現される理想の自分を追求してい

きたいよ。

稜：本当の自己を見出し，自分の能力を最大限実現しようとすることを，マズローは

Ｃ と呼んだ，ということも「現代社会」の授業で学んだよ。アーレントやマズロー

など授業で触れた様々な人たちの生き方や考え方には，深く考えさせられたなあ。それ

らを参考に，理想の自分や自分の生き方について，これからも考えていきたいよ。

Ｂ にあてはまる選択肢

ア　孤独を感じることが「しばしばある・常にある」と答えた人の割合は 30～39 歳男性が最

も高いが，「時々ある」までを含めた場合の割合は 20～29 歳女性が最も高い

イ　孤独を感じることが「しばしばある・常にある」と答えた人の割合は 30～39 歳女性が最

も高いが，「時々ある」までを含めた場合の割合は 50～59 歳男性が最も高い

Ｃ にあてはまる選択肢

ウ　葛藤

エ　自己実現の欲求

Ｂ Ｃ

1 ア ウ

2 イ ウ

3 ア エ

4 イ エ
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次の会話文を読んで，問 1～問 3に答えよ。

修治：先日，誕生日でついに 18 歳になったんだ。そして昨日，市長選挙があったので投票に

行ってきたよ。

絢子：おめでとう。ついに有権者デビューだね。で，どうだったの。

修治：少し緊張したけれど，それよりも，自分も政治に関わっているんだという気がして喜びの

ほうが大きかったかな。ニュースで見たんだけど，投票率が話題になっていたよ。

絢子：民主政治は民意に基づく政治だというから，皆がきちんと投票に行くことが大事なんだよね。

修治：昨年の参議院議員通常選挙でも投票率は52％くらいだったし。⒜国政選挙でこれじゃなあ。

絢子：確かに投票率が低いのは問題だと思うよ。ところで，現代の民主政治では政党政治が発達

しているけど，日本では近年，無党派層が増えていると言われているよね。

修治：無党派層って何。

絢子：無党派層とは Ａ よ。

修治：社会が多様化・複雑化して，人々の考えや要求も様々になっていて，広く人々の支持を得

ようとする各政党が掲げる政策に，違いが見出しにくくなっているのかもしれないね。

絢子：自分の投票行動で実際に社会がどう変わっているかということが実感できにくくなってい

ることなどから，政党や政治に対する信頼が低下しているということがあるのかもよ。次

のグラフ 1とグラフ 2を見ると， Ｂ ということが分かるね。

グラフ 1　国の政策に民意がどの程度反映されているか（％）
かなり反映
されている

1．5

30．4 50．2 16．7

1．3

ある程度反映
されている

あまり反映
されていない

ほとんど反映
されていない 無回答

グラフ 2　どうすれば民意がよりよく反映されるか（％）

政府が世論
をよく聞く

国民が国の
政策に関心
を持つ

政治家が
国民の声を
よく聞く

3．6

29．3 19．8 15．3 11．0 11．010．0

国民が選挙
のときに自覚
して投票する

国民が参加
できる場を
ひろげる

マスコミが
国民の意見を
よく伝える 無回答

（注）　グラフの数値は四捨五入しているため，合計が 100 ％にならないことがある。
（内閣府「社会意識に関する世論調査」（令和 4年）により作成）

3
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修治：どうすれば民意がよりよく反映される政治になるか，僕たちも考えてみようよ。ただ，一

口に民意といっても，⒝人それぞれの考えは様々だからね。いろいろな考えがあることを

前提として，みんなが安心・安全で豊かな生活を送れる社会をつくっていきたいよね。

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，下の 1～

4のうちから一つ選べ。解答番号は 7 。

Ａ にあてはまる選択肢

ア　政党とか政治に関心のない人々のことで，政治的無関心と同じ意味

イ　特定の支持政党を持たない人々のことで，政治的無関心とは限らない

Ｂ にあてはまる選択肢

ウ　グラフ 1から「かなり反映されている」と「ある程度反映されている」と答えた人の割合の

合計は全体の 3分の 1に満たない。また，グラフ 2からは「政治家が国民の声をよく聞く」

と答えた人の割合が最も高い

エ　グラフ 1から「あまり反映されていない」と「ほとんど反映されていない」と答えた人の割

合の合計が全体の 70 ％を超えている。また，グラフ 2からは「国民が国の政策に関心を

持つ」と答えた人の割合が最も高い

Ａ Ｂ

1 ア ウ

2 ア エ

3 イ ウ

4 イ エ
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問 2　下線部分⒜国政選挙に関連して，次の会話文中の Ｃ ， 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 8 。

会話文

先生：衆議院議員総選挙ではどのような選挙制度が採用されているか知っていますか。

絢子：小選挙区比例代表並立制ですね。

先生：その通りです。小選挙区制という制度と比例代表制という制度を組み合わせて選挙を

行います。小選挙区制とは， 1つの選挙区から最も得票数の多い 1人が当選する制度

です。一方，比例代表制は，政党の得票数に比例して議席を配分する制度です。

修治：なぜわざわざ 2つの制度を組み合わせるのですか。

先生：いいところに目をつけましたね。その疑問に答えるために，小選挙区制と比例代表制

がそれぞれどのような制度なのか，モデルを使って考えましょう。仮に，60 人の有

権者がいる国があるとします。議員の定数は 6です。まず，この国で 6つの小選挙区

に分けた小選挙区制で選挙を行うとしましょう。各小選挙区には，Ｘ党，Ｙ党，Ｚ党

がそれぞれ 1人ずつ候補者を立てるとし，有権者は皆，いずれかの政党を支持してい

て，その政党の候補者に投票するとします。その選挙結果が表 1です。各党の獲得議

席数はどうなりますか。

表 1

1 区 2 区 3 区

Ｘ党候補者　　 5票
Ｙ党候補者　　 3票
Ｚ党候補者　　 2票

Ｘ党候補者　　 6票
Ｙ党候補者　　 2票
Ｚ党候補者　　 2票

Ｘ党候補者　　 2票
Ｙ党候補者　　 5票
Ｚ党候補者　　 3票

4区 5区 6区

Ｘ党候補者　　 1票
Ｙ党候補者　　 6票
Ｚ党候補者　　 3票

Ｘ党候補者　　 6票
Ｙ党候補者　　 3票
Ｚ党候補者　　 1票

Ｘ党候補者　　 4票
Ｙ党候補者　　 3票
Ｚ党候補者　　 3票

絢子： Ｃ となりますね。

先生：その通りです。では次に，同じ国で，全国を 1区として比例代表選挙を行うとしま

す。有権者の支持政党は先ほどと同じなので，選挙の結果，各党の得票数は表 2のよ

うになります。この結果からドント式で全 6議席を配分すると，各党の獲得議席数は

どうなるでしょうか。

表 2

Ｘ党　　　　24 票
Ｙ党　　　　22 票
Ｚ党　　　　14 票
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修治： Ｄ となりますね。選挙制度が違うと，選挙が違う結果になるんですね。

先生：そうです。では，それぞれの選挙制度はなぜ，このような結果になるようにするので

しょうか。各党の得票数の差を民意の差とすると，小選挙区制と比例代表制とでは，

議席の差がどうなっていますか。

絢子：民意が議席にどのように反映されるかが異なっているということですね。 Ｅ の

が小選挙区制ということですね。

修治：そして， Ｆ のが比例代表制ということですね。

先生：その通りです。

Ｃ ， Ｄ にあてはまる選択肢

ア　Ｘ党 4議席，Ｙ党 2議席，Ｚ党 0議席

イ　Ｘ党 3議席，Ｙ党 2議席，Ｚ党 1議席

Ｅ ， Ｆ にあてはまる選択肢

ウ　たとえわずかな差でも，最も支持をされている政党が多数の議席を獲得して，政権を安

定的に運営しやすくする

エ　民意の差を，できるだけそのまま議席の差に反映させて，小政党でも議席を獲得できる

ようにして多様な民意を反映しようとする

Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

1 ア イ ウ エ

2 ア イ エ ウ

3 イ ア ウ エ

4 イ ア エ ウ
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問 3　下線部分⒝人それぞれの考えは様々に関連して，次の会話文中の Ｇ ， Ｈ ， 

Ｉ にあてはまるものの組合せとして適切なものを，15 ページの 1～ 4のうちから一

つ選べ。解答番号は 9 。

会話文

先生：選択的夫婦別姓の導入を求める動きについて知っていますか。

修治：はい，現在の民法では，結婚後の夫婦の姓は，夫または妻のいずれかの姓にすること

が定められていますが，多くの場合は，女性が男性の姓に改める場合が多いのが実情

です。そこで，結婚後も夫婦のそれぞれが結婚前の姓を名乗ることを認める選択的夫

婦別姓制度を求める主張があります。

絢子：現在の夫婦同姓の制度は，憲法に違反しているのではないかという訴訟が起こされて

いて，この裁判で最高裁判所は，夫婦同姓制度は憲法には違反していないという判決

を出しています。

先生：よく知っていますね。資料 1と資料 2は，その判決についての意見が書かれた新聞の

社説の一部抜粋です。この 2つを読み比べるとどうですか。

資料 1

夫婦同姓合憲　最高裁は議論を国会に委ねた
夫と妻が同じ姓を選ぶことを定めた夫婦同姓制度は，不合理とはいえない。そう結論づけた
司法判断は妥当である。
「婚姻に際し，夫婦が夫か妻の姓を名乗る」ことを義務づけた民法などの規定について，最高
裁大法廷が合憲とする決定を出した。別姓を求める婚姻届を受理されなかった男女 3組が
2018 年，不服を申し立てていた。
憲法は，個人の尊厳と夫婦の平等を婚姻の基本としている。この点に関連して，大法廷は
2015 年，民法の規定に「男女間の不平等が存在するわけではない」として合憲だという判断を
示していた。
今回の決定は，2015 年判決を踏

とう

襲
しゅう

したものと言える。前回判決から時間がさほど経過して
おらず，判決を変更するほど社会情勢が変化していないと考えたのだろう。
大法廷は，どのような制度が望ましいかという問題と，現在の制度が合憲か違憲かという問
題は，次元が違うとも述べた。制度のあり方は「国会で論じられるべき事柄に他ならない」と指
摘した。
大法廷の裁判官 15 人のうち 4人は，夫婦同姓の規定を違憲とした。現状では婚姻の際，妻
が夫の姓に変わるケースが 9割を超える。
女性が結婚を機に姓の変更を迫られる状況に，納得できない気持ちを持つ人がいるのは理解
できる。ただ，夫婦が別々の姓になった場合，子供の姓をどうするのかといった問題も残る。
国会は，広く国民の声に耳を傾け，夫婦の姓の問題はどうあるべきか，議論を深めてほしい。

（「読売新聞」2021 年 6 月 24 日により作成）
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資料 2

同姓は「合憲」　国会が背負う重い責任
司法による救済を一日千秋の思いで待つ人たちにとって，承服できない決定だ。
夫婦は同じ姓を名乗ると定めている民法や戸籍法の規定が，結婚の自由などを保障した憲法
に違反するかどうかが争われた裁判で，最高裁大法廷は合憲とする判断を示した。
訴えていたのは，2018 年 2 ～ 3 月に別姓での婚姻届を役所に提出し，不受理の処分を受け

た 3組のカップルだ。
大法廷は 2015 年 12 月に同姓の強制を合憲とする判決を言い渡している。きのうの決定は，
この間の社会や国民意識の変化などを踏まえても判断を変更すべきだとは認められないとし，
「処分の時点において規定は違憲とはいえない」と結論づけた。疑問は尽きない。
審理した 15 裁判官のうち 4人は，逆に違憲とする見解を明らかにした。働く女性が一層増
えていること，旧姓使用が拡大しているのは現行法が抱える不合理さの表れであることなどを
挙げ，別姓を認めないのは「不当な国家介入」「個人の尊厳をないがしろにしている」などと批
判している。現実を的確にとらえ，はるかに説得力がある。
合憲とした 11 人も手放しで容認しているわけではない。
夫婦の姓についてどんな制度を採るのがふさわしいかという問題と，憲法に適合するか司法
が判断することとは「次元を異にする」と指摘し，制度のあり方は「国会で論じ，判断すべき事
柄」とした。うち 3人は補足意見で，状況によっては「規定が違憲と評価されることもあり得
る」と述べ，国会に対し，社会や意識の変化に不断に目を配り，対応するよう求めた。

（「朝日新聞」2021 年 6 月 24 日により作成）

修治：資料 1と資料 2を読み比べると，どちらも，この問題については国会で議論すべきと

主張していると言えますが，一部の裁判官が，「別姓を認めないのは「不当な国家介

入」「個人の尊厳をないがしろにしている」などと批判している」ことに対して，「はる

かに説得力がある」と述べていることから， Ｇ のほうは選択的夫婦別姓の導入

に肯定的な立場であると判断できます。

絢子：一方，「夫婦が別々の姓になった場合，子供の姓をどうするのかといった問題も残る」

と述べていることから， Ｈ のほうは選択的夫婦別姓の導入に慎重な立場である

と判断できます。

先生：そうですね。あなたたちの考えはどうですか。

修治：わたしは選択的夫婦別姓制度の導入に賛成です。結婚後の姓をどうするかは自己決定

権の問題だと思うので，法律で強制されるべきではないと考えます。

絢子：わたしは今の夫婦同姓制度を維持すべきだと思います。結婚して同じ姓にすることで

家族になったという実感が持てるし，子供の姓が，両親のどちらかとは姓が違うとい

うのも違和感があります。

先生：ここでも立場が分かれましたね。ある世論調査では，次のページのグラフ 3のような

結果が出ています。これを見るとどのようなことが分かるでしょうか。

修治： Ｉ ということが分かります。

絢子：それぞれ，いろいろな考えがありますね。夫婦の姓についてはどのような制度である

のが望ましいかは，やはり皆で議論していくべき課題ですね。
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グラフ 3　選択的夫婦別姓制度を導入した方がよいか

1．7
〔 性 〕

〔年 齢〕
18～29 歳

30～39 歳

40～49 歳

50～59 歳

60～69 歳

70 歳以上

男 性

女 性

30．5 42．5 25．3

選択的夫婦別姓制度を
導入した方がよい

現在の制度である
夫婦同姓制度を
維持した上で，
旧姓の通称使用に
ついての法制度を
設けた方がよい

現在の制度である
夫婦同姓制度を
維持した方がよい

無回答

41．923．8 32．1 2．2

43．716．1 39．9 0．3

43．0

46．4

16．8

25．5

39．2 1．0

25．7 2．4

10 50 900 40 8020 60 10030 70 （％）

47．812．7 38．6 0．9

46．7

33．6

20．7

47．8

31．0 1．5

15．1 3．5

（注）　四捨五入しているため，合計が 100 ％にならないことがある。
（内閣府「家族の法制に関する世論調査」（令和 4年）により作成）

Ｇ ， Ｈ にあてはまる選択肢

ア　資料 1

イ　資料 2

Ｉ にあてはまる選択肢

ウ　男女別に見ると，女性は男性よりも「選択的夫婦別姓制度を導入した方がよい」と答えた

人の割合は 5ポイント以上高く，「現在の制度である夫婦同姓制度を維持した方がよい」と

答えた人の割合は 5ポイント以上低い

エ　年齢層別に見ると，「選択的夫婦別姓制度を導入した方がよい」と答えた人の割合は，18

～59 歳までのいずれの年齢層でも全体の 3分の 1を超えている一方，60～69 歳と 70 歳以

上では「現在の制度である夫婦同姓制度を維持した方がよい」と答えた人の割合よりも低い

Ｇ Ｈ Ｉ

1 ア イ ウ

2 ア イ エ

3 イ ア ウ

4 イ ア エ
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昨年のイギリスにおける新国王誕生のニュースから国家の在り方に関心を持ったひろみの次の

レポートを読んで，問 1～問 3に答えよ。

レポート

「近代国家は歴史的にどう発展したのか」

①民主政治の誕生

民主政治は，17 世紀以降にみられた市民革命によって， Ａ とする考えを根拠の一

つにした絶対王政や，領主が土地と人民を支配する封建制を打破することによって誕生し

た。代表的な市民革命としては，次のものが挙げられる。

1642～49 年　　ピューリタン（清教徒）革命（イギリス）

1688～89 年　　名誉革命（イギリス）

1775～83 年　　アメリカ独立革命

1789～99 年　　フランス革命

この四つの市民革命は，政治のしくみを大きく転換し，近代国家の在り方や基本的人権の

基礎を形成した大きな変革であった。では，近代国家とはどのような特徴をもつのか，次に

述べていくことにする。

②近代国家の変貌

まず，政治の営みをおこなう国家とは，一定の領域を有し，そこに住む人々を国民とし

て，独立かつ最高の支配力を意味する主権によって秩序づける団体のことを指す。近代国家

において，17～18 世紀に民主政治の実現を支えた思想が社会契約説である。社会契約説と

は，人間は生来，自由で平等な状態（自然状態）であり，こうした生活を送る権利（自然権）を

守るために，人々が相互に契約を交わして国家をつくり，その統治に従う思想である。その

中でも，ロックは，執行（行政）権をもつ政府が統治者として人々の自然権を守るため統治

し，人々は自らの自然権を政府が侵害した場合は，その政府を改廃できる権限をもつという

社会契約説を主張した。彼の社会契約思想は，現在，日本など多くの国家の⒜政治体制とし

て採用されている Ｂ に該当する。

18～19 世紀の国家の役割は，市民革命期に宣言された基本的人権が自由権的な性格をも

つものだったことから， Ｃ ものであった。その後，自由主義に基づく経済体制の中

で，資本主義経済が発達し，資本家と労働者の間において貧富の差といった社会問題が生み

出され，⒝自由権とは異なる社会権と呼ばれる新たな人権思想が生まれ，20 世紀以降，国

家の役割は変貌していった。

4
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問 1　レポート中の Ａ ， Ｂ ， Ｃ にあてはまるものの組合せとして適切なもの

を，下の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 10 。

Ａ にあてはまる選択肢

ア　王といえども神と法の下にある

イ　王の権力は神から付与されたものである

Ｂ にあてはまる選択肢

ウ　直接民主制

エ　間接民主制

Ｃ にあてはまる選択肢

オ　国内の治安維持といった最小限の機能に限定する

カ　経済や国民の生活に積極的に介入する

Ａ Ｂ Ｃ

1 ア ウ オ

2 イ ウ カ

3 ア エ カ

4 イ エ オ
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問 2　下線部分⒜政治体制に関連して，レポートを読んだ四人の生徒は，現在の国家の政治制度

について調べた。次の生徒の政治制度に関する発言とその政治制度に該当する国の組合せと

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 11 。

悠人：この国の行政の長である大統領は，国民の選挙によって選ばれ，議会が可決した法案

に拒否権を発動したり，議会に自身の政策などを示す教書を送ったりすることができ

るよ。

彩名：この国は，共産党による一党独裁体制がとられていて，立法機関である全国人民代表

大会が国の最高機関として，元首である国家主席を選出しているよ。

健太：この国は，国民から選出される大統領が行政権の一部を行使するけれど，それと並ん

で行政の長である首相が大統領によって任命され，内閣を形成し，行政を担当するよ。

美紀：この国の行政の長である首相は，国民の選挙で選ばれた下院から選出され，首相を首

班とする内閣が行政を担当するね。この組織は，議会に対して連帯して責任を負い，

行政を司るよ。

1　悠人：アメリカ　　　彩名：ロシア　　　　健太：イギリス　　　美紀：中国

2　悠人：アメリカ　　　彩名：中国　　　　　健太：ロシア　　　　美紀：イギリス

3　悠人：ロシア　　　　彩名：中国　　　　　健太：アメリカ　　　美紀：イギリス

4　悠人：ロシア　　　　彩名：イギリス　　　健太：アメリカ　　　美紀：中国
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問 3　下線部分⒝自由権に関連して，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 12 。

先　生：今回のレポートはよくできていましたね。

ひろみ：国家の在り方を調べていくうちに，私たちの国の憲法についても関心を持ちまし

た。日本国憲法で保障されている自由権の一つである身体（人身）の自由ってどのよ

うな自由ですか。

先　生：身体の自由は，身体の不当な拘束を受けない自由であって，人間として生きるため

の基本的な自由といえます。

ひろみ：たとえば逮捕された時には，身体は拘束されますけど，それは違反ではないのです

か。

先　生：犯罪による捜査や処罰の場合の身体の拘束は認められています。その場合でも，人

権を最大限尊重した取り扱いをすることが保障されています。具体的にどんなこと

が憲法で定められているのか，知っていますか。

ひろみ：はい。警察・検察による捜査や裁判の際には， Ｄ ですよね。

先　生：その通りです。その他に， Ｅ となっています。

ひろみ：このように，犯罪による捜査や処罰の場合でも，人権を最大限尊重した様々な刑事

手続きが定められているのに，現実には無実の罪である冤
えん

罪
ざい

が発生していますよ

ね。

先　生：そうです。たとえば，いわゆる松山事件や財田川事件，島田事件， Ｆ は，死

刑判決が確定した後に，再審によって無罪判決となりました。

ひろみ：冤罪を発生させないためにも，憲法には，刑事手続きに関する多くの規定が明記さ

れていますね。もっと国家の在り方や憲法の条文について調べてみたいと思いま

す。
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Ｄ にあてはまる選択肢

ア　自分に不利になることを話すように強要されない

イ　自分に不利になることでも，強要されたら話さなければならない

Ｅ にあてはまる選択肢

ウ　裁判で無罪判決が確定した後に新たな証拠が出てきた場合は，罪に問われ，処罰される

ことがある

エ　ある行為がなされた後に，その行為を犯罪と定める法律が制定された場合，過去の行為

はさかのぼって処罰されない

Ｆ にあてはまる選択肢

オ　大津事件

カ　免田事件

Ｄ Ｅ Ｆ

1 ア ウ オ

2 イ ウ カ

3 ア エ カ

4 イ エ オ
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次の会話文を読んで，問 1～問 5に答えよ。

菜那：テレビや新聞などで，「景気が良い」「景気が悪い」という言い方をするけれど，景気が 

良いのか悪いのかは，どのような点から分かるのかな。

忠宏：その国の経済全体の活動水準は国内総生産（GDP）という数値を見れば分かるよ。

稔彦：確か国内総生産は， 1年間に国内で生産された生産物の総額から，原材料費などの

Ａ の総額を差し引いて，新たに生み出された価値を合計したものだよね。

菜那：例えばある年の国内総生産を，その前年の国内総生産と比較すれば，景気が良かったのか

悪かったのかが分かるかもしれないね。

先生：次の表 1を見てください。この表は，2019 年の名目国内総生産の世界第 1位から第 7位

の国の，過去の数値を調べたものです。

表 1　各国の名目国内総生産（単位：10 億アメリカドル）
年 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

アメリカ 14，713 14，449 14，992 15，543 16，197 16，785 17，527 18，238 18，745 19，543 20，612 21，433
中国 4，594 5，102 6，087 7，552 8，532 9，570 10，476 11，062 11，233 12，310 13，895 14，343
日本 5，106 5，291 5，759 6，233 6，271 5，211 4，901 4，445 5，002 4，931 5，039 5，149
ドイツ 3，730 3，398 3，396 3，744 3，527 3，733 3，884 3，356 3，467 3，683 3，964 3，861
インド 1，267 1，315 1，670 1，872 1，861 1，917 2，043 2，147 2，291 2，626 2，774 2，892
イギリス 2，922 2，412 2，482 2，660 2，704 2，783 3，066 2，933 2，693 2，662 2，857 2，826
フランス 2，918 2，690 2，643 2，861 2，684 2，811 2，852 2，438 2，471 2，595 2，788 2，716

（政府統計の総合窓口（e-stat）ホームページにより作成）

忠宏：表 1のタイトルには「各国の名目国内総生産」と書いてあるけれど，名目にはどんな意味が 

あるのかな。確か実質国内総生産という数値もあった気がするけど。

美帆：名目国内総生産から Ｂ の影響を取り除いたものが実質国内総生産になるよ。名目国

内総生産はその時の市場価格が反映されるため国民の生活実感に近く，実質国内総生産は

より正確にその国の経済活動の規模を把握するのに適していると言われています。

稔彦：この表 1を見ると，⒜ 2008 年から 2019 年までの 12 年間で様々な変化があったことが分

かりますね。

菜那：2008 年と 2019 年を比べてみると，大きく伸びている国がありますね。

忠宏：インドは約 2．3倍になっています。確かインドは，中国などとともにBRICS と呼ばれて

いたよね。⒝ブラジルや南アフリカはどんな推移なのか興味があるな。

菜那：そうだね。後で調べてみるね。

美帆：そう言えばどうしてこの表 1は，2008 年からになっているのかな。

先生：よい点に気付きましたね。各国の 2008 年の数値と 2009 年の数値を比べてみてください。

菜那：アメリカ，ドイツ，イギリス，フランスの 4カ国で，2009 年は 2008 年より名目国内総生

産が減少しています。

先生：そうですね。欧米諸国で名目国内総生産が減少した理由は何だと思いますか。

5
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美帆：2008 年に起こった世界金融危機の影響ではないでしょうか。

先生：その通りです。2008 年の世界金融危機は，アメリカで巨額の損失を抱えた証券会社リー

マン・ブラザーズが経営破綻したことがきっかけとなり，世界中の⒞金融機関・投資家が

損失を被り，株価も下落し，世界各国の景気に影響を与えたのですね。

忠宏：リーマン・ショックとか，世界同時不況とも言われていますね。

稔彦：国内総生産の数値を比較すると，⒟景気が良い年と悪い年が分かりそうです。

先生：そうですね。ただ， 1年という単位ではなくもっと短いスパンで景気の良し悪しを言う場

合もあります。もっと深く調べてみる必要がありそうですね。

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 13 。

Ａ Ｂ

1 中間生産物 補助金

2 中間生産物 物価

3 固定資本減耗 補助金

4 固定資本減耗 物価

問 2　下線部分⒜ 2008 年から 2019 年までの 12 年間で様々な変化があったに関連して，前の 

ページの表 1について述べた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 14 。

菜那：アメリカの名目国内総生産は，12 年間の内全ての年で，表 1の 7カ国中， 1番目と 

なっている。また，2008 年と 2019 年の数値を比べてみると，2019 年の数値は，2008

年の数値の 2倍以上になっている。

忠宏：中国の名目国内総生産は，表 1の 7カ国中，2008 年には 4番目であったが，2019 年

には 2番目となっている。また，2008 年と 2019 年の数値を比べてみると，2019 年の

数値は，2008 年の数値の 5倍以上になっており，表 1の 7カ国中，最も高い伸び率

となっている。

美帆：日本の名目国内総生産は，表 1の 7カ国中，2008 年には 2番目であったが，2019 年

には 3番目となっている。また，12 年間の内，最も数値が大きいのは 2012 年であ

り，2008 年と 2019 年の数値を比べてみると，わずかな伸び率にとどまっている。

稔彦：ドイツの名目国内総生産は，表 1の 7カ国中，2008 年には 3番目であったが，2019

年には 4番目となっている。また，12 年間の内，最も数値が大きいのは 2011 年であ

り，2008 年と 2019 年の数値を比べてみると，2019 年の数値は，2008 年の数値の 2  

倍以上になっている。

1　菜那　　　 2　忠宏　　　 3　美帆　　　 4　稔彦
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問 3　下線部分⒝ブラジルに関連して，次の会話文中の 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 15 。

会話文

菜那：ブラジルの名目国内総生産の推移について表 2を見つけました。

表 2　ブラジルの名目国内総生産（単位：10 億アメリカドル）
年 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ブラジル 1，696 1，667 2，209 2，616 2，465 2，473 2，456 1，802 1，796 2，063 1，885 1，848

（政府統計の総合窓口（e-stat）ホームページにより作成）

美帆：この表 2を見ると，ブラジルの名目国内総生産は， Ｃ ことが分かりますね。

菜那：ブラジルの経済は，この 12 年の間で様々な課題を抱えているようですね。

忠宏：私は，日本とブラジルとの貿易について調べて表 3にまとめました。

表 3　日本とブラジルとの貿易（単位：億円）
年 2017 2018 2019 2020

日本の輸出額（Ａ） 3，805 4，415 4，102 3，154
日本の輸入額（Ｂ） 8，041 7，612 8，723 8，012
収支（Ａ-Ｂ） -4，236 -3，197 -4，621 -4，858

（日本貿易振興機構ホームページにより作成）

稔彦：この表 3を見ると，日本とブラジルとの貿易は，日本の貿易赤字が続き， Ｄ こ

とが分かりますね。

菜那：日本との貿易を見ると，ブラジルの経済は活発のように見えますね。

美帆：日本とブラジルとの主な貿易品目についてのグラフを見てください。このグラフ 1，

グラフ 2を見ると， Ｅ ことが分かります。ブラジル経済が抱える課題は，この

辺りにあるのではないかな。

その他
29 ％

乗用車
7％

有機化合物
7％

自動車部品
20 ％

一般機械
23 ％

電気機器
14 ％

グラフ 1　 日本からブラジルへの主な  
輸出品目（2019 年）

有機化合物
5％

コーヒー豆
5％

鶏肉
11 ％

トウモロコシ
10 ％

鉄鉱石
38 ％

その他
31 ％

グラフ 2　 日本のブラジルからの主な  
輸入品目（2019 年）

（二宮書店『データブックオブ・ザ・ワールド 2021 年版』により作成）
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Ｃ にあてはまる選択肢

ア　2008 年と 2019 年の数値を比べてみると，2019 年の数値は，2008 年の数値の 2倍以上

となっている

イ　2008 年と 2019 年の数値を比べてみると，2019 年の数値は，2008 年の数値から増えて

はいるが 2倍にはなっていない

Ｄ にあてはまる選択肢

ウ　日本の貿易赤字額が最も小さいのは 2020 年で，貿易赤字額が最も大きいのは 2018 年と

なっている

エ　日本の貿易赤字額が最も小さいのは 2018 年で，貿易赤字額が最も大きいのは 2020 年と

なっている

Ｅ にあてはまる選択肢

オ　日本からブラジルへの主な輸出品目は工業製品の割合が高く，日本のブラジルからの主

な輸入品目は一次産品の割合が高い

カ　日本からブラジルへの主な輸出品目は一次産品の割合が高く，日本のブラジルからの主

な輸入品目は工業製品の割合が高い

Ｃ Ｄ Ｅ

1 ア ウ オ

2 イ ウ カ

3 ア エ カ

4 イ エ オ

問 4　下線部分⒞金融機関に関連して，金融機関の種類や働きに関する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 16 。

1　金融機関は，金融市場において借り手に資金を融通しているが，銀行などの金融機関が

企業に資金を貸し出すことを直接金融という。

2　金融機関には，日本銀行のような中央銀行，都市銀行や地方銀行，生命保険会社や証券

会社などの民間金融機関，日本政策金融公庫などの公的金融機関がある。

3　金融機関は，資金が不足している人と資金に余裕がある人との間で資金を融通する役割

を果たしており，金融システムの一翼を担っている。

4　金融機関である銀行が，受け入れた預金の一部を支払い準備のために残し，残りを貸し

出すことを繰り返して当初の預金の何倍もの預金を作り出す仕組みを信用創造という。
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問 5　下線部分⒟景気に関連して，次の図 1を用いて景気について説明している生徒のレポート

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 17 。

図 1

経済成長

Ⅲ

Ⅰ Ⅱ

Ⅳ

谷

谷

山

生徒のレポート

景気変動は，教科書などでは上の図 1のように，波の形の概念図で，Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ

の 4つの期に分けて説明されることが多くなっています。一般的に経済は，好況と不況

を繰り返しながら少しずつ成長していきます。よって図 1では，左右方向で時間の経過

が示され，上下方向で経済活動が活発であるかそうでないかが示されています。

図 1中で好況期を示しているのは，Ⅰです。好況期には，企業の生産が拡大し，商品

が売れ，在庫が減少し，物価は Ｆ します。その後，生産が拡大しすぎて商品の供

給が需要を上回るようになると在庫が増え始め，やがて生産が縮小し始めます。そうな

ると，失業者が増加し始め，不況期に突入することになるのです。図 1中の Ｇ が

不況期を示しています。

こうした景気変動は，変動の主な要因の違いによって，変動の周期が変わると考えら

れています。例えば，約 40 か月で景気が循環するキチンの波と言われる景気変動は，

企業の在庫変動が主な要因であると言われています。最も変動の周期が長い景気変動は

Ｈ と言われており，その周期は約 50～60 年，その主な要因は大きな技術革新で

あると言われています。
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Ｆ にあてはまる選択肢

ア　上昇

イ　下落

Ｇ にあてはまる選択肢

ウ　Ⅲ

エ　Ⅳ

Ｈ にあてはまる選択肢

オ　コンドラチェフの波

カ　ジュグラーの波

Ｆ Ｇ Ｈ

1 ア ウ オ

2 イ ウ カ

3 ア エ カ

4 イ エ オ
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次の会話文を読んで，問 1～問 5に答えよ。

優吾：世界規模での新型コロナウイルス感染症拡大や，2022 年のロシアによる Ａ への軍 

事侵攻などで，ここ数年，国際社会は大きな影響を受けたよね。

楓花：私たちの生活も大きく変わったと思う。感染対策のために学校が休校になったり，中止に

なる行事もあったりしたよ。軍事侵攻に対する経済制裁の影響などで，物価が上昇してい

るというニュースも多かったしね。

晴也：世界的に困難な状況にある時こそ国際社会は一致団結しなければならないのに，なぜ，こ

んな時期に⒜紛争が起きてしまうのかな。

友香：国家と国家との間に不信感がある限り，国際紛争などの問題は解決しないと思う。人的な

交流や経済的な結びつきを増やしていくことが信頼関係を作り出していく第一歩になるは

ずだよ。

優吾：その意味でも，世界的な感染拡大の影響により人的な交流の機会が減ってしまっていること

は大きな問題だと思う。交流の機会が減ることで紛争や対立が増えなければいいのだけど。

楓花：世界で行われている⒝国際会議が，以前のような対面形式で行うことが難しくなっていると

も聞いたよ。オンライン会議という手段もあるけど，意思疎通という面では限界があるよね。

晴也：かつてのように人的な交流をもっと増やしていくことで，信頼関係がより深まり，国際的

な協調関係が築かれていくといいよね。

友香：ただ，このような状況であっても，⒞国境を越えて大量にモノや情報が行きかうことに変

わりはなく，経済面での結びつきが緊密であることは間違いないよ。

優吾：だからこそ，日本は経済面での国際貢献を積極的に行っていくべきだと思うんだ。あわせ

て，紛争地域や途上国に対する援助をもっと増やしていくべきだよ。

楓花：この前，新聞を読んでいたら，青年海外協力隊の派遣や技術協力のための人材養成などを

行っている Ｂ が大きな役割を果たしているという記事をみつけたよ。

晴也：これらの国際貢献には多額の資金がかかることを考えると，納税者である国民の理解を得

ることが大切になってくるよね。

友香：その点については，政府もいろいろな情報を発信して，⒟国際貢献に対する国民の意識を

高めていく必要性があるということは間違いないよね。

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 ウクライナ 開発援助委員会（DAC）

2 ウクライナ 国際協力機構（JICA）

3 ベラルーシ 開発援助委員会（DAC）

4 ベラルーシ 国際協力機構（JICA）

6
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問 2　下線部分⒜紛争に関連して，地域紛争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 19 。

1　旧ユーゴスラヴィアでは，1991 年にスロベニアとクロアチアが独立宣言をしたことを

きっかけに，各民族による紛争が激化し，国連軍の大規模な介入を招いた。

2　ソマリアでは，1988 年に内戦が勃発し，部族抗争が続くという無政府状態に陥り，国

連から平和執行部隊が派遣され，現在も活動中である。

3　シリアでは，2011 年にアサド政権と反政府勢力との間で内戦が勃発し，欧米諸国はア

サド政権を，ロシアやイランは反政府勢力を支援した。

4　ルワンダでは，1990 年代に内戦状態に陥り，一時は停戦合意が成立し国連の停戦監視

団が派遣されたが，集団殺害事件が発生した。
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問 3　下線部分⒝国際会議に関連して，次の会話文中の 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 20 。

会話文

優吾：2020 年と 2021 年に国際会議がどれぐらい開催されたのかを知りたくて，資料を集め

てみたんだ。グラフ 1とグラフ 2を見ると， Ｃ ことが分かるよ。

中止
332
4 ％

実地開催
534
7 ％

オンライン
3，718
47 ％

延期
2，157
27 ％

7，908 件
2021 年

ハイブリッド
1，040
13 ％

開催地変更
127
2 ％

グラフ 2　世界の国際会議の開催状況（2021 年）

中止
1，211
14 ％

実地開催
763
9 ％

オンライン
2，505
30 ％

延期
3，714
44 ％

8，409 件
2020 年

ハイブリッド
143
2 ％

開催地変更
73
1 ％

グラフ 1　世界の国際会議の開催状況（2020 年）

（注 1）　「ハイブリッド」とは，実地開催とオンラインを組み合わせた会議の開催方法である。
（注 2）　構成割合の数値は，四捨五入しているため，合計が 100 とならないものがある。

（国土交通省「観光白書（令和 4年版）」により作成）

楓花：国際会議が「延期」や「中止」になり話し合いが行われないようになってしまうよりも，

開催の形式を工夫することによって何らかの形で話し合いの機会をもつほうが相互の

信頼関係を築くうえで有益だよね。

晴也：そして，2021 年に日本を含めたアジア大洋州地域での国際会議の件数を示したのが

次のページの表 1なんだ。表 1を見ると，これらの国や地域の中で， Ｄ という

ことが分かるね。
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表 1　アジア大洋州地域における国際会議の件数（2021 年）

国／地域名 実地開催 ハイブリッド オンライン 小計（開催分） 延期／中止等 合計

1 日本 3 61 185 249 115 364

2 中国 12 71 79 162 71 233

3 韓国 5 56 87 148 63 211

4 オーストラリア 2 15 79 96 108 204

5 台湾 3 20 53 76 27 103

6 シンガポール 3 16 56 75 27 102

7 インド 4 6 37 47 19 66

（国土交通省「観光白書（令和 4年版）」により作成）

友香：いずれの国や地域も実地開催は少ないけれども，予定されていた会議のおおむね半数

以上が開催されているんだ。

Ｃ にあてはまる選択肢

ア　2020 年には，「延期」と「中止」をあわせた割合は 50 ％を超えていたね。2021 年には，

「延期」と「中止」をあわせた割合は 30 ％未満になり，「実地開催」と「開催地変更」をあわせ

た割合は 20 ％を超えている

イ　2020 年には，「延期」が 40 ％を超え，「中止」が 10 ％を超えていたね。2021 年には，

「延期」が 30 ％未満，「中止」が 10 ％未満になり，「ハイブリッド」と「オンライン」をあわ

せた割合は 60 ％になっている

Ｄ にあてはまる選択肢

ウ　日本は，「実地開催」と「ハイブリッド」との合計での開催件数では中国に次いで 2位で

あったものの，「オンライン」も加えた開催件数では 1位であった

エ　中国は，「実地開催」と「ハイブリッド」との合計での開催件数では日本に次いで 2位で

あったものの，「オンライン」も加えた開催件数では 1位であった

Ｃ Ｄ

1 ア ウ

2 ア エ

3 イ ウ

4 イ エ
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問 4　下線部分⒞国境を越えて大量にモノや情報が行きかうに関連して，次の会話文中の

Ｅ ， Ｆ 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 21 。

会話文

優吾：一定期間に，外国との取引を貨幣額で表示したものを国際収支と言うけど，財とサー

ビスの取引などを表示するのは Ｅ とよばれているよ。

楓花：生産活動に必要な原料や生活必需品を輸入に頼っている国は，紛争や災害によって国

際情勢が不安定になると，原料や生活必需品の価格が高騰して， Ｅ は赤字にな

りやすいと聞いたことがあるよ。

晴也：財やサービスの取引と言っていたけど，取引ということは金銭を払って，モノなどを

手に入れる場合だよね。飢餓で苦しんでいる国に無償で食料を援助する場合は記録が

残らないのかな。

友香：その場合は Ｆ という項目で計上されるよ。

Ｅ にあてはまる選択肢

ア　経常収支

イ　金融収支

Ｆ にあてはまる選択肢

ウ　第一次所得収支

エ　第二次所得収支

Ｅ Ｆ

1 ア ウ

2 ア エ

3 イ ウ

4 イ エ
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問 5　下線部分⒟国際貢献に対する国民の意識に関連して，次の会話文中の 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 22 。

会話文

優吾：困っている国や地域に無償で食料を援助する話を聞いていたら，国際的な医療支援に

ついても調べたくなって資料を探したんだ。日本の国際支援についての国内世論調査

なんだけど，次のグラフ 3の「国際的な保健医療の課題に関し，国際的支援を行うこ

とについてどのように考えるか」を見ると， Ｇ ということが分かるよ。

グラフ 3　国際的な保健医療の課題に関し，国際的支援を行うことについてどのように考えるか

わからない
0．7％

必要でない
3．0％

あまり必要でない
8．7％

とても必要
47．8 ％必要

39．8 ％

（注）　構成割合の数値は，四捨五入しているため，合計が 100 とならないものがある。
（外務省『令和 3年度外交に関する国内世論調査報告書』により作成）

楓花：予防可能な病気で毎年多くの命が失われていることを考えると，保健医療分野での資

源が不足していると思われる国に対しては，日本も積極的に支援を行っていかなけれ

ばならないことを多くの国民が意識していると言えるね。

晴也：保健医療の分野については，アフリカは世界の中でも特に支援を必要としている地域

だと思うけど，次のページのグラフ 4の「日本が対アフリカ外交において，何につい

て特に力を入れるべきか」を見ると， Ｈ ということが分かるよ。

033



―　　―33

現代社会

2023KN1A-05-

グラフ 4　日本が対アフリカ外交において，何について特に力を入れるべきか（複数回答）

60．0

50．0

40．0

30．0

20．0

10．0

0．0
貧
困
撲
滅
の
た
め
の
協
力

平
和
と
安
定
へ
の
貢
献

日
本
企
業
の

ビ
ジ
ネ
ス
・
投
資
促
進

国
際
連
合
等
に
お
け
る

国
際
社
会
で
の
協
力
の
強
化

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
等

感
染
症
に
関
連
す
る
支
援

あ
て
は
ま
る
も
の
は
な
い

56．4 ％ 55．1 ％

38．0 ％

45．3 ％
41．0 ％

1．8 ％

（外務省『令和 3年度外交に関する国内世論調査報告書』により作成）

友香：近年，いろいろな問題があったけど，長期的な課題について特に力を入れるべきであ

ると答えた国民が多いとあらためて感じたよ。

Ｇ にあてはまる選択肢

ア　「とても必要」または「必要」と回答した人の割合の合計は 80 ％を超えている

イ　「あまり必要でない」または「必要でない」と回答した人の割合の合計は 10 ％を下回って

いる

Ｈ にあてはまる選択肢

ウ　「平和と安定への貢献」を挙げている人の割合は 40 ％を下回っている

エ　「貧困撲滅のための協力」を挙げている人の割合は 50 ％を超えている

Ｇ Ｈ

1 ア ウ

2 ア エ

3 イ ウ

4 イ エ

034



―　　―34 2023KN1A-05-

現代社会

次の会話文を読んで，問 1～問 2に答えよ。

先生：今年の夏休みはいかがでしたか。

夏子：はい。東京から兄の家族が帰省してきました。兄夫婦は 2人の子供を連れて新幹線に乗る

のはたいへんだったと言っていました。

先生：お兄さんは，たしか都内のショッピングセンターで正社員として働いていましたね。

夏子：そうなんです。兄の妻も近くの薬局で正社員として働いているんですよ。

先生：夫婦共働きなんですね。

夏子：そうですね。今年の東京はものすごく暑いので，私の家に帰省してきたら，涼しくて過ご

しやすいと何回も言っていました。

先生：そうですか。たしかに私たちの住んでいるところは真夏でもエアコンはいらないくらい涼

しいですよね。

夏子： 2人の子供たちは森や畑といった自然いっぱいの環境が気に入ったみたいです。

先生：夏子さんはこの自然いっぱいの環境をどう思っているのですか。

夏子：ショッピングセンターもないし工場もなくて，なんだかさみしいなと思っています。日曜

日はお買い物をしたり映画を見たりして楽しみたいし，高校を卒業したら会社に就職して

働きたいし。農業が中心の場所に住んでいると，都会での暮らしがうらやましく思える時

があるんです。

先生：夏子さんは，いま住んでいるところがどのようになるといいと思っているのですか。

夏子：⒜持続可能な社会を形成するには，このままの方がいいのか，それとも開発を進めるのが

いいのか，迷ってしまいます。このままだと Ａ だし，開発を進めると Ｂ です。

先生：そうですね。これはいま住んでいるところに関する大きな問題なので，細分化して考えて

みましょう。例えば，次のような図をつくってみました。具体的な内容は次のページにあ

るカード Ⅰ ，カード Ⅱ ，カード Ⅲ ，カード Ⅳ に示してみました。あてはめてみる

と次のようになります。

図

具体的なことがらについてまとめたもの

人間としての在り方についてまとめたもの

社会の視点 個人の視点
カード Ⅰ

Ｄカード Ⅱ

Ｃ

7
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カード Ⅰ 　 私は，大きなショッピングセンターがあったら休日にたくさん買い物をする

し，レストランで食事もすると思う。私の住んでいるところでは土地を開発し

て大きな商業施設をつくる計画が検討されている。

カード Ⅱ 　 発展途上国は，多くの食料品を輸出することによって貧困問題から脱却でき

る。先進国に住む人々は，持続可能な社会を目指すために，もっとフェアト

レード品をたくさん購入するべきである。

カード Ⅲ 　 私は，今年の夏も暑いので電力不足が心配だ。持続可能な社会の形成に少しで

も貢献するために，私は部屋の窓を開けて風通しをよくし，電気を使わない生

活を実行している。

カード Ⅳ 　 雇用は，モノをつくったり売ったりする場所を増やすことで増えていく。私の

住んでいるところでは開発による環境破壊を最小限にするための計画が話し合

われている。

夏子：カード Ⅰ は，私が「ショッピングセンターがあったら」という個人の視点でとらえ，同時

に「商業施設をつくる計画が検討されている」という具体的なことがらについて書いてあり

ます。カード Ⅱ は，「発展途上国は」という社会の視点でとらえ，同時に「もっとフェア

トレード品をたくさん購入するべきである」という人間としての在り方について書いてあ

ります。

先生：カード Ⅰ とカード Ⅱ が図の中で，どのように分類されているのかが，よく読み取れて

いますね。

夏子：ということは，カード Ⅲ とカード Ⅳ は，図の中でどこに分類することができるのかを

考えることができます。

先生：そうですね。これで問題が整理できそうです。ところで，お兄さんとは久しぶりにどのよ

うなお話をしたのですか。

夏子：私は「現代社会」の課題で⒝「働くことと子育て」について調べているので，相談に乗っても

らいました。

先生：お兄さんは夏子さんに「働くということ」についてどのようなお話をしたのかを教えてほし

いですね。
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問 1　下線部分⒜持続可能な社会を形成するにはに関連して，会話文中の Ａ ， Ｂ 及

び図中の Ｃ ， Ｄ にあてはまるものの組合せとして適切なものを，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　工場でモノをつくったりお店で商品を売ったりする仕事に就くのは難しそう

イ　水や空気の汚染が進んでしまいそう

Ｂ にあてはまる選択肢

ウ　工場でモノをつくったりお店で商品を売ったりする仕事に就くのは難しそう

エ　水や空気の汚染が進んでしまいそう

Ｃ にあてはまる選択肢

オ　カード Ⅲ

カ　カード Ⅳ

Ｄ にあてはまる選択肢

キ　カード Ⅲ

ク　カード Ⅳ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1 ア エ カ キ

2 イ ウ カ キ

3 ア エ オ ク

4 イ ウ オ ク
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問 2　下線部分⒝「働くことと子育て」について調べているので，相談に乗ってもらいましたに関

連して，次は夏子さんと兄が，働くことについて話し合ったものである。会話文中の Ｅ ，

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 24 。

兄　：働くことについて調べているんだってね。

夏子：そうなんだ。最近「働くことと子育てとの関係」について関心があるの。子育て環境を

充実させて少子化に歯止めをかけなきゃ。そして次世代の社会を担う子供を健やかに

育てる環境をつくらないといけないと思うからなんだけど。

兄　：なるほど。それで何か調べたのかな。

夏子：調べていく中で次の資料 1をみつけたんだけど，どうかな。

資料 1　子育ての分担の希望

自分一人でほぼすべてを担う

自分がほとんど担い，配偶者・パートナーなどが少し担う

自分が半分程度，配偶者・パートナーなどが半分程度担う

自分が少し担い，配偶者・パートナーなどがほとんど担う

配偶者・パートナーなどがほぼすべてを担う

わからない

男
性
・
正
社
員

女
性
・
正
社
員

女
性
・
非
正
社
員

子供が 1人

子供が 1人

子供が 2人以上

子供が 2人以上

0％ 20 ％ 40 ％ 60 ％ 80 ％ 100 ％

3．9％

5．5％ 2．5％

5．4％

4．6％ 1．9％

2．7％

1．0％

2．0％

1．2％

0．8％

0．8％

1．4％

49．0 ％

42．1 ％

22．9 ％

17．6 ％8．0 ％

25．2 ％6．2 ％

25．0 ％

66．0 ％

67．3 ％

59．7 ％

3．6 ％

4．0 ％

5．2％

62．1 ％

32．9 ％ 6．2 ％

6．2 ％

10．8 ％

5．6 ％

27．6 ％ 7．8 ％5．5 ％

子供が 1人

子供が 2人以上

（厚生労働省「平成 30 年度仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書  
労働者アンケート調査結果」三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング 2019 年により作成）

（注）　数値は四捨五入しているため，合計が 100 ％にならないことがある。
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兄　：これは興味深い資料だね。男性・正社員の場合，子育てを「自分が半分程度，配偶

者・パートナーなどが半分程度担う」と考えている人は Ｅ ということが読み取

れるね。

夏子：女性はどのように考えているのかを見てほしいな。女性・正社員の場合，子育てを

「自分が半分程度，配偶者・パートナーなどが半分程度担う」と考えている人は

Ｆ ことが読み取れるよ。

兄　：女性・非正社員の希望を見ても，「子供が 1人」の場合も「子供が 2人以上」の場合も

「自分が半分程度，配偶者・パートナーなどが半分程度担う」と考えている人は

Ｇ ことが読み取れるね。

夏子：なぜ男性と女性の認識が異なるのかな。この異なる認識の背景にはどのようなものが

あるのかを調べてみたいな。

Ｅ にあてはまる選択肢

ア　「子供が 1人」の場合，「子供が 2人以上」の場合のどちらも 50 ％以下である

イ　「子供が 1人」の場合よりも「子供が 2人以上」の場合の方が 6．9ポイント高い

Ｆ にあてはまる選択肢

ウ　「子供が 1人」の場合，「子供が 2人以上」の場合のどちらも 65 ％以上である

エ　「子供が 1人」の場合よりも「子供が 2人以上」の場合の方が 1．3ポイント低い

Ｇ にあてはまる選択肢

オ　50 ％よりも高い

カ　65 ％よりも高い

Ｅ Ｆ Ｇ

1 ア エ カ

2 イ ウ カ

3 ア ウ オ

4 イ エ オ
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