
第１問 大学生のイシイさんとアマノさんは，学内で開催された「これからの人生

設計」というテーマの二日間の講座に参加した。講座の始めに先生は，「長寿社会の

到来や生き方の多様化に伴い，主体的に人生をデザインすることが求められている

とともに，多様な人生を支える社会のあり方が問われています。本講座では，これ

から先の人生について，社会と個人の双方から考えてみましょう」と話した。次の

問い（問１～６）に答えよ。（配点 １８）

問 １ 講座の�日目は，社会のあり方について考えた。先生は，自分らしい生き方

の実現を保障する仕組みの一例として，あらゆる人々の参画拡大に向けた取組

みについて話した。次のＡ～Ｃはポジティブ・アクションの手法とされている

ものである。Ｃに該当するものを，後の仮想例ア～ウからすべて選んだとき，

その組合せとして最も適当なものを，後の�～�のうちから一つ選べ。

１

名 称 内 容

Ａ クオータ制
一定の人数や割合を具体的かつ明確に
割り当てることによって実現を目指す
方式

Ｂ プラスファクター方式
能力が同等である場合に一方を優先的
に取り扱うことによって実現を目指す
方式

Ｃ 基盤整備を推進する方式
Ａ・Ｂとは異なる手法で，ある活動に
参画しやすくするための仕組みや環境
を整えることで実現を目指す方式
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ア ある大学の工学部は，入学試験において，原則受験者が獲得した得点に応
じて合否を決定するが，女性受験者と男性受験者が同一得点である場合，女
性受験者を優先的に合格させる制度を導入した。
イ ある企業は，女性の応募者数・採用者数を増やすために，企業説明会，採
用試験，採用決定のすべての段階で，入社後の女性の働きやすさを応募者が
理解できるように工夫した。
ウ ある企業は，社員個々人が抱えている事情や人生設計が多様であることを
踏まえ，例えば，育児や介護といった事情を抱えている人に対して不利に働
かないように，入社後のキャリア形成のあり方を柔軟なものへと変更した。

� アとイとウ � アとイ � アとウ � イとウ
� ア � イ � ウ
	 該当するものはない

問 ２ 続けて先生は，人々の生き方に影響するものの一つとして，家族のあり方を
取り上げた。婚姻に関して，次の記述ア～ウは，女子（女性）差別撤廃条約によ
り設置された女子（女性）差別撤廃委員会が，２０１６年に日本に対して行った婚
姻制度に関する指摘の一部である（表現は修正している）。この指摘は，国会で
婚姻制度のあり方を検討する際にも取り上げられている。指摘のなかに含まれ
る民法の規定について，その改正が行われたものを，ア～ウからすべて選んだ
とき，その組合せとして最も適当なものを，後の�～	のうちから一つ選べ。
２

ア 民法が女性の婚姻適齢を１６歳，男性の婚姻適齢を１８歳と規定しており，
女性と男性で婚姻できる年齢が異なっている。
イ 民法が依然として女性のみに離婚後の再婚を一定期間禁止することを規定
していることで，法律上女性のみ再婚が妨げられる場合がある。
ウ 民法が夫婦同姓を規定しており，夫または妻の姓を選択することになって
いるが，実際には多くの夫婦が夫の姓を選択している。

� アとイとウ � アとイ � アとウ � イとウ
� ア � イ � ウ
	 改正が行われたものはない
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問 ３ イシイさんは，先生の話のなかの，「一人暮らしの高齢者も増えており，孤
立を防ぐためには，地域の人とのつながりも大切です」という点が印象に残っ
た。そこで，６０歳以上の人を対象として行われた調査を調べ，「近所の人たち
との付き合い方」に関する国際比較の結果を見つけた。次の表から読み取るこ
とのできる記述として最も適当なものを，後の�～�のうちから一つ選べ。
３

表 「近所の人たちとの付き合い方」に関する国際比較（複数回答，％）

国 名付き合い方 日 本 アメリカ ドイツ スウェーデン

お茶や食事を一緒にする ２４．２ ２４．９ ５０．１ ３５．９

趣味をともにする １５．６ １３．５ １６．３ ９．２

相談ごとがあった時，相談したり，
相談されたりする

１８．６ ２８．３ ４８．３ ３１．２

家事やちょっとした用事をしたり，
してもらったりする

５．２ １５．２ ７．３ ３．２

病気の時に助け合う ５．９ ２７．０ ３１．９ １６．９

物をあげたりもらったりする ４１．９ １８．４ １４．３ ２４．３

外でちょっと立ち話をする程度 ６７．３ ４５．９ ３８．７ ８９．７

（注�） この表の値は，「ふだん，近所の人とは，どのようなお付き合いをなさっていますか」
という質問について，表中の�つの付き合い方に「その他」を加えた選択肢のうち，当て
はまるものをすべて選ぶことで回答された割合を示している。

（注�）「その他」「不明・無回答」の割合は少数のため省略している。
内閣府「第�回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」（平成２７年度）（内閣府Webページ）
により作成。

� �か国とも，「外でちょっと立ち話をする程度」の回答割合は，他の「付き
合い方」と比較して最も高い。
	 「物をあげたりもらったりする」の回答割合は，他の
か国と比較して，日
本が２０ポイント以上高い。

� 「相談ごとがあった時，相談したり，相談されたりする」と「病気の時に助
け合う」の回答割合はともに，他の
か国と比較して，日本は最も低い。
� �か国とも，「家事やちょっとした用事をしたり，してもらったりする」の
回答割合は，他の「付き合い方」と比較して最も低い。
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問 ４ アマノさんは，この先の暮らしを考える上では，安全・安心が確保されるこ

とも大切であると考え，プライバシーに関心をもった。日本のプライバシーの

権利に関する記述として正しいものを，次のア・イからすべて選んだとき，そ

の組合せとして最も適当なものを，後の�～�のうちから一つ選べ。 ４

ア 警察官によって自分の顔や姿をみだりに写真に撮られない自由を認めた最

高裁判所の判決が存在する。

イ 『宴のあと』事件では，裁判所は私生活をみだりに公開されない権利を法的

権利として認めなかった。

� アとイ

� ア

� イ

� 正しいものはない
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問 ５ 講座の�日目は，個人の内面から生き方について考えた。先生は受講生に，

自分の望みどおりに物事が進まず，欲求不満の状態になったときの対処法や乗

り越え方について問いかけた。欲求不満が生じたときの対処や心の働きに関す

る次の記述Ａ～Ｃと，それぞれに該当する防衛機制の種類との組合せとして最

も適当なものを，後の�～�のうちから一つ選べ。 ５

Ａ 社会への不満と自分の生き方についての悩みを，小説のなかで表現して出

版した。

Ｂ 約束を守ってくれない友人に腹を立てているのに，その友人に対して過度

に親切な対応をする。

Ｃ 本当は自分が先輩のことを苦手に感じているのに，その先輩が自分のこと

を嫌っていると思い込む。

� Ａ 昇 華 Ｂ 反動形成 Ｃ 投 射

� Ａ 昇 華 Ｂ 反動形成 Ｃ 逃 避

� Ａ 昇 華 Ｂ 合理化 Ｃ 投 射

� Ａ 昇 華 Ｂ 合理化 Ｃ 逃 避

� Ａ 同一視 Ｂ 反動形成 Ｃ 投 射

	 Ａ 同一視 Ｂ 反動形成 Ｃ 逃 避


 Ａ 同一視 Ｂ 合理化 Ｃ 投 射

� Ａ 同一視 Ｂ 合理化 Ｃ 逃 避
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問 ６ 講座の最後，先生は，「人生には，選択の場面が何度もあります。そのと
き，自分にとって大切なことや欲求に目を向け，自分自身が幸福を感じられる
人生を歩んでほしいと思います」と伝えた。受講を終えたイシイさんとアマノ
さんは，価値や欲求に基づいた生き方を，マズローの欲求階層説から考えた。
マズローの説を�段階の欲求の階層で考えた場合，次の事例Ａ～Ｅは，各欲求
が満たされた状態のいずれかに対応する。Ａ～Ｅを低次から高次までの順に並
べたとき，低次から�番目～�番目に当たる事例の組合せとして最も適当なも
のを，後の�～�のうちから一つ選べ。 ６

Ａ 大型の台風が接近しているというニュースが流れ，急いで店に行き，日用
品を普段より多く購入しました。当面の備蓄が確保できたことで，安心感を
得ることができました。
Ｂ 勤務先の会社で成果を挙げ，社員全員の前で社長から表彰を受け，皆から
お祝いされました。会社の皆から評価されたことで，仲間から認められたと
感じられ，自分にも自信がもてるようになりました。
Ｃ 家族の転勤で知らない土地に引っ越しましたが，転校先の学校でクラスメ
イトと会話することを心がけ，仲の良い友人もできました。クラスに自分の
居場所が確保できたことで，所属感をもつことができています。
Ｄ キノコ狩りに出かけた山中で遭難し，食料が尽きたとき，近くの木に実っ
ている果実を見つけました。危険を冒して木に登り，それらを採って食べる
ことで空腹を満たし，飢えをしのいで生き延びられました。
Ｅ 幼少期から郷土史が大好きでした。営業職として勤務した会社を定年退職
したのを機に，深い歴史の知識と営業で培った話術をいかして郷土史博物館
のガイドになりました。夢を実現し生きがいを感じています。

� �番目―Ａ �番目―Ｂ �番目―Ｃ
� �番目―Ａ �番目―Ｂ �番目―Ｅ
	 �番目―Ａ �番目―Ｃ �番目―Ｂ

 �番目―Ａ �番目―Ｃ �番目―Ｅ
� �番目―Ｄ �番目―Ｂ �番目―Ｃ
� �番目―Ｄ �番目―Ｂ �番目―Ｅ
 �番目―Ｄ �番目―Ｃ �番目―Ｂ
� �番目―Ｄ �番目―Ｃ �番目―Ｅ
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第２問 高校生のミヤタさんは，日本製の部品が組み込まれた外国製品が日本へと

輸入されてくることを知り，国際分業と国際貿易に関心をもった。そこでミヤタさ

んは，国際分業とその現状をノートⅠに，世界貿易機関（WTO）の設立とその後の

展開をノートⅡに整理した。ノートⅠ・Ⅱに基づいて，後の問い（問１～７）につい

て答えよ。（配点 ２１）

完成品とその原材料や部品とが生産・交換される ア 的分業は，先進国

と開発途上国の間で行われてきた国際分業のかつての潮流だった。他方，

完成品を双方向に貿易する イ 的分業は，主に先進国間で行われていた

が，近年では，先進国と工業化の進んだ開発途上国との間でも見られる。

日本国内で販売される工業製品のなかには，中国から輸入されてくるも

のも多い。中国は，多国籍企業の進出などを通じて飛躍的な経済成長を遂

げてきた。このように，多国籍企業の開発途上国への進出は，開発途上国と先

進国との格差是正に役立つと考えられている。

だが一方で，多国籍企業の海外進出が続くと，その企業の本拠地がある国の

なかでは， α という現象の発生が懸念される。この現象は「産業の空洞

化」と呼ばれている。

ノートⅠ

旧現代社会
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問 １ ノートⅠ中の ア ・ イ には次の語句Ｐ・Ｑのいずれかが，

α には後の記述Ｘ・Ｙのいずれかが入る。 ア と α に入るも

のの組合せとして最も適当なものを，後の�～�のうちから一つ選べ。

７

ア ・ イ に入る語句

Ｐ 水 平 Ｑ 垂 直

α に入る記述

Ｘ 製造業の生産能力などがその生産拠点の国外移転によって衰退する

Ｙ 第二次産業・第三次産業に対して第一次産業の比重が低下する

� ア―Ｐ α ―Ｘ � ア―Ｐ α ―Ｙ

� ア―Ｑ α ―Ｘ � ア―Ｑ α ―Ｙ

問 ２ 下線部に関する記述として最も適当なものを，次の�～�のうちから一つ

選べ。 ８

� 開発途上国の人口増加や都市集中などの人口問題について，支援を行って

いる機関として，国連人口基金がある。

� 開発途上国の経済的利益のために，新国際経済秩序の樹立に関する宣言を

採択したのは，国連開発計画である。

� 開発途上国のなかで，１９７０年前後から１９８０年代にかけて急速に工業化が

進んだところは，後発開発途上国（後発発展途上国）と言われる。

� 開発途上国において，工業化の進んだ国と進んでいない国との経済格差の

問題は，南北問題と言われる。

旧現代社会
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問 ３ 下線部に関して，ミヤタさんは，中国がどのような過程を経て経済発展を

遂げてきたのかを調べた。中国に関連する次のカードＸ・Ｙは，後の時系列の

ア ～ ウ のいずれかに入る。その組合せとして最も適当なものを，

後の�～�のうちから一つ選べ。 ９

名目国内総生産で
世界第�位になる

カードＸ WTOに加盟するカードＹ

人
民
元
が
切
り
上
げ
ら
れ
る

社
会
主
義
市
場
経
済
が
憲
法
に
明
記
さ
れ
る

ア イ ウ

2005　年1993　年

現　

在

改
革
開
放
政
策
開
始

時系列

� Ｘ―ア Ｙ―イ � Ｘ―ア Ｙ―ウ

� Ｘ―イ Ｙ―ア � Ｘ―イ Ｙ―ウ

� Ｘ―ウ Ｙ―ア � Ｘ―ウ Ｙ―イ
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問 ４ 下線部に関して，ミヤタさんは，経済成長率について先生に説明しても
らった。次の表および後の会話文中の ア には数値が，会話文中の
イ には国Ｙ・Ｚのいずれかが入る。その組合せとして最も適当なもの

を，後の�～�のうちから一つ選べ。 １０

表
名目国内総生産（百億ドル） 物価変動率（％）

２０２０年 ２０２１年 ２０２０～２０２１年

Ｘ国 ２００ ２１０ ア

Ｙ国 １００ １０８ ４．０

Ｚ国 １００ １１０ ８．０

会話文
先 生：２０２０年から２０２１年にかけての経済成長率を表の数値で考えてみま

しょう。ここでは，経済成長率を国内総生産の変化率で表しておきま
す。また，便宜上ここでは，実質経済成長率は名目経済成長率から物
価変動率を差し引いた値を使うことにします。では，Ｘ国の実質経済
成長率を求めてみてください。

ミヤタ：Ｘ国の実質経済成長率は，Ｘ国の名目経済成長率を計算して，そこか
らＸ国の物価変動率 ア ％を差し引けば求められるので，３．０％
になります。

先 生：そうですね。次に，Ｙ国とＺ国の名目経済成長率を求め，それらを
Ｘ国の名目経済成長率と比較してみましょう。名目経済成長率につい
ては，Ｙ国とＺ国は，Ｘ国よりも高いことがわかりますね。では，実
質経済成長率についてはどうでしょうか。

ミヤタ：実質経済成長率については， イ 国はＸ国よりも低くなります。
先 生：そうです。ここでの計算で得られた値は，厳密には，物価変動率が十

分に小さい等の条件が満たされる場合に成り立つものですが，経済が
実質上どの程度成長したかは，物価変動の影響を取り除くことで初め
て判断できるということがわかりましたね。

� ア―１．０ イ―Ｙ � ア―１．０ イ―Ｚ
� ア―２．０ イ―Ｙ � ア―２．０ イ―Ｚ
� ア―３．０ イ―Ｙ � ア―３．０ イ―Ｚ

旧現代社会
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WTOは，「関税及び貿易に関する一般協定（GATT）」の基本原則を継承し

つつ，設立された。

２００１年，WTOによって多国間での貿易交渉の場として ア が設けられ

た。だが，国家間の利害に折り合いがつかず， ア は暗礁に乗り上げた。

このような多国間での協議が推奨される一方で，地域経済統合の動きも

進んでいる。その動向の一つとして，環太平洋地域では，日本を含む１２の交

渉参加国のうち， イ を除く１１か国が，２０１８年に，「環太平洋パート

ナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）」（TPP１１協定とも呼ば

れる）に署名した。

ノートⅡ

問 ５ ノートⅡ中の ア には次の語句Ｐ・Ｑのいずれかが， イ には後の

国Ｓ・Ｔのいずれかが入る。その組合せとして最も適当なものを，後の�～�

のうちから一つ選べ。 １１

ア に入る語句

Ｐ ドーハ・ラウンド Ｑ ケネディ・ラウンド

イ に入る国

Ｓ アメリカ Ｔ オーストラリア

� ア―Ｐ イ―Ｓ � ア―Ｐ イ―Ｔ

� ア―Ｑ イ―Ｓ � ア―Ｑ イ―Ｔ
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問 ６ 下線部に関して，ミヤタさんは，GATT／WTOが定める無差別の原則に

ついての発表をした。次の発表１中の ア には原則 α・βのいずれかが，

イ には事例Ｘ・Ｙのいずれかが入る。その組合せとして最も適当なもの

を，後の�～�のうちから一つ選べ。 １２

次の表の原則 αは GATT第�条を，原則 β は GATT第�条を要約した

ものです。最恵国待遇の原則は原則 ア に，内国民待遇の原則は他方

に相当します。

原

則

α
加盟国は，貿易相手国に与えた最も有利な待遇を，その他すべ
ての加盟国に対しても無差別に適用しなければならない。

β

加盟国は，自国民・自国品に与えたのと同様の待遇を，他の加
盟国の国民・産品に対しても無差別に適用しなければならな
い。

これらの原則を，具体例を使って考えてみましょう。次の表で示した，

WTOに加盟する A国・B国・C国は，いずれも先進国であり，かつ互い

に地域貿易協定を結んでいないとします。

内国民待遇の原則に当てはまるのは事例 イ で，最恵国待遇の原則

に当てはまるのは他方の事例です。

事

例

Ｘ
A国は，A国のある種の国産車に対して課される自動車税を�
万円から�万円に引き下げた場合，B国や C国からの同種の
輸入車への自動車税も�万円に引き下げなければならない。

Ｙ
A国は，B国からのある種の輸入車に対して課される関税率を
�％から�％に引き下げた場合，C国からの同種の輸入車へ
の関税率も�％に引き下げなければならない。

発表１

� ア― α イ―Ｘ � ア― α イ―Ｙ

	 ア― β イ―Ｘ � ア― β イ―Ｙ

旧現代社会
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問 ７ 下線部に関して，ミヤタさんは最後に，世界各地で拡大している地域経済
統合のもたらす効果について発表した。次の発表２中の ア には後の国
Ｐ・Ｑのいずれかが， イ には後の記述Ｗ～Ｚのいずれかが入る。その組
合せとして最も適当なものを，後の�～�のうちから一つ選べ。 １３

地域経済統合のあり方を考えることは，グローバル化された世界のなか
で豊かな社会を築くために必要なことだと思います。
日本政府は，かつて，GATT／WTOの定める多角主義の原則を重視

し，自由貿易協定や経済連携協定といった地域経済統合には消極的な立場
をとっていた，と言われます。しかし，２００２年に初めて ア と経済
連携協定を締結して以降，こうした協定の締結に積極的な立場へと変わり
ました。
地域経済統合によって域内での関税等の貿易障壁が原則撤廃されると，
イ と変わります。これにより，効率の良い域外国の生産を効率の悪

い域内貿易が代替するという非効率性が生じる懸念もあります。しかし，
地域経済統合には，効率の悪い国内生産を効率の良い域内貿易が代替して
域内貿易が拡大するという貿易創出効果が期待されます。

発表２

ア に入る国
Ｐ メキシコ Ｑ シンガポール

イ に入る記述
Ｗ 輸出先が，関税が課される域内国から，関税が課されない域外国へ
Ｘ 輸出先が，関税が課されない域外国から，関税が課される域内国へ
Ｙ 輸入先が，関税が課される域外国から，関税が課されない域内国へ
Ｚ 輸入先が，関税が課されない域内国から，関税が課される域外国へ

� ア―Ｐ イ―Ｗ � ア―Ｐ イ―Ｘ
� ア―Ｐ イ―Ｙ � ア―Ｐ イ―Ｚ
� ア―Ｑ イ―Ｗ � ア―Ｑ イ―Ｘ
	 ア―Ｑ イ―Ｙ � ア―Ｑ イ―Ｚ

旧現代社会
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第３問 高校生のヒラノさんは，大学のオープンキャンパスに参加し，循環型社会

についての模擬授業を受けた。その後，ヒラノさんは高校の先生と話をした。次の

会話文を読んで，後の問い（問１～８）に答えよ。（配点 ２４）

会話文

先 生：現在の日本では，温室効果ガス排出量が少ない再生可能エネルギー発電が

急速に普及していますね。しかし，再生可能エネルギー発電施設の設

置のときに，自然が改変されることがあります。

ヒラノ：数日前のニュースで，近所の森林を伐採して複数の再生可能エネルギー発

電施設をそろえた公園を造る計画のことを知りました。森林が伐採さ

れると，自然豊かな景色が変わってしまいます。自然環境の保全と再

生可能エネルギー発電施設の設置の両立は難しいのではないでしょうか。

先 生：その問題解決には，国だけではなく，地方公共団体の取組みも不可欠

です。地方公共団体のなかには，条例の制定による規制を試みたり，

森林開発を行って再生可能エネルギー発電施設を設置する行為に歯止めを

かけるために特別な税を課そうとしたりするところもあります。

ヒラノ：再生可能エネルギー発電施設と言えば，現在使用されている太陽光パ

ネルが，いずれ大量の廃棄物となるという新聞記事を読みました。

先 生：固定価格買取制度によって，特に太陽光パネルの設置は大幅に増えました

が，２０３５年頃から廃棄量が急増すると言われています。速やかに再資

源化の仕組みを整備する必要がありますね。

旧現代社会

― １７ ― （２７１６―２１７）



問 １ 下線部に関して，ヒラノさんは，ウェブサイトを検索して，再生可能エネ

ルギー発電施設にも，騒音の発生や景観・自然環境の劣化等のデメリットがあ

ることを知った。次のメモ中のア～ウは，設置に賛否が分かれやすい施設が，

居住地域に設置されることに対する，住民の姿勢の類型である。後の住民Ｘさ

んの姿勢～Ｚさんの姿勢をア～ウに分類したとき，その組合せとして最も適当

なものを，後の�～�のうちから一つ選べ。 １４

ア：NIMBY（Not In My BackYard）は，「私の裏庭にはもってこないで」と

いう，社会的に必要な施設について，その設置の必要性は理解できる

が，身の回りに設置されては困るという姿勢である。

イ：PIMBY（Please In My BackYard）／YIMBY（Yes In My BackYard）

は，「私の裏庭にどうぞ」という，社会的に必要な施設が確保されるこ

とが重要と考え，なおかつ自らもその負担を積極的に引き受けるとい

う姿勢である。

ウ：NOPE（Not On Planet Earth）は，「地球上に不要」という，地球環境に

悪影響を及ぼす可能性のある施設の設置のすべてに反対する姿勢であ

る。

メ モ

旧現代社会

― １８ ― （２７１６―２１８）



私の住む A市は，「２０５０年温室効果ガス排出実質ゼロ表明自治体宣言」
を掲げている。私も温室効果ガス排出実質ゼロという目標に向けて，地域
ぐるみで推進することに賛成している。その達成のためにも，私は，A市
内の自らの居住地域で協議会を組織して，自らの居住地域が再生可能エネ
ルギー発電施設の設置を促進するエリアとして設定されるよう尽力してお
り，そうした施設の設置によって悪影響を受ける可能性があっても，それ
を自ら引き受ける覚悟で取り組んでいる。

Ｘさんの姿勢

私は，気候変動の危機に対応せねばならないと考えている。私の住む B
市は，年間を通じて日照量が多く，太陽光発電を実施するには適地である
ことから，施設を設置することは望ましいと思う。だが，太陽光発電施設
の設置は，景観の劣化等の問題を生じさせるおそれがある。B市は，美し
い景観をいかしたリゾート地としてブランド化している。私は，B市の美
しい景観を求めて移住してきたのであるから，景観に影響を及ぼす再生可
能エネルギー発電施設の B市における設置には反対する。

Ｙさんの姿勢

再生可能エネルギーは，自然に優しいエネルギーとは言うが，二酸化炭
素吸収源である森林を削減してまで発電施設を設置する必要があるかどう
かには疑問がある。しかも，再生可能エネルギー発電施設の設置とその廃
棄・リサイクルには，多大な温室効果ガスの発生を伴うことから，そもそ
も気候変動の危機にふさわしい対策とは言えず，設置には賛同できない。

Ｚさんの姿勢

� ア―Ｘさんの姿勢 イ―Ｙさんの姿勢 ウ―Ｚさんの姿勢
� ア―Ｘさんの姿勢 イ―Ｚさんの姿勢 ウ―Ｙさんの姿勢
� ア―Ｙさんの姿勢 イ―Ｘさんの姿勢 ウ―Ｚさんの姿勢
� ア―Ｙさんの姿勢 イ―Ｚさんの姿勢 ウ―Ｘさんの姿勢
� ア―Ｚさんの姿勢 イ―Ｘさんの姿勢 ウ―Ｙさんの姿勢
� ア―Ｚさんの姿勢 イ―Ｙさんの姿勢 ウ―Ｘさんの姿勢

旧現代社会
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問 ２ 下線部に関して，公園のような施設は，経済学では公共財に分類され，次

の財やサービスの分類におけるⅣに該当する。財やサービスの分類Ⅰ～Ⅲに

は，後の財やサービスＡ～Ｃが入る。ⅡとⅢに入るものの組合せとして最も適

当なものを，後の�～�から一つ選べ。 １５

対価を支払わない人に対し，利用
させないようにできるか

できる できない

ある人の消費が増えた
場合，他の人の消費が
その分減ってしまうか

減 る Ⅰ Ⅱ

減らない Ⅲ Ⅳ

財やサービスの分類

Ａ 無料で釣りができる池に住む食用の魚

Ｂ 公園の売店で販売されているチョコレート

Ｃ 混雑していない有料の展望台に上ってこそ堪能できる美しい景色

� Ⅱ―Ａ Ⅲ―Ｂ � Ⅱ―Ａ Ⅲ―Ｃ

� Ⅱ―Ｂ Ⅲ―Ａ � Ⅱ―Ｂ Ⅲ―Ｃ

� Ⅱ―Ｃ Ⅲ―Ａ � Ⅱ―Ｃ Ⅲ―Ｂ

旧現代社会
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問 ３ 下線部に関して，自然環境等の保全についての条約の記述として最も適当

なものを，次の�～�のうちから一つ選べ。 １６

� 絶滅のおそれのある動植物の国際取引を規制するのは，バーゼル条約であ

る。

� ユネスコの世界遺産条約が人類共通の遺産として登録・保全しているの

は，普遍的な価値をもつ自然遺産であり，文化遺産は含まれない。

� 生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用などについて規定している

のは，生物多様性条約である。

� 森林減少や過度の耕作などによる砂漠化に対処し，干ばつの影響を緩和す

るための砂漠化対処条約は，いまだ発効していない。

問 ４ 下線部に関して，日本の統治の仕組みについての記述として最も適当なも

のを，次の�～�のうちから一つ選べ。 １７

� 憲法の規定によれば，内閣は緊急集会の開催を衆議院に求めることができ

る。

� 行政活動の公正の確保と透明性の向上のために，行政手続法が制定されて

いる。

� 知的財産権に関する訴訟を専門的に扱う知的財産高等裁判所が，すべての

高等裁判所に設置された。

� 国会審議活性化法によって，閣僚に代わり官僚が答弁する政府委員制度が

導入された。

旧現代社会
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問 ５ 下線部に関して，次の説明文１は日本の X市で環境を保全するための条

例の制定等を直接請求する際の要件を説明したものである。説明文１中の

ア ～ ウ に入る語句の組合せとして最も適当なものを，後の�～�

のうちから一つ選べ。 １８

X市の有権者は，�万人である。X市で条例の制定を首長に請求するに

は，有権者 ア の有効な署名が必要である。次に，必要な署名数が集

まると，首長は条例の制定の議案を議会にかける。ただし，議会がこの議

案を否決することもある。このとき，議会の解散を請求する場合は，有権

者の イ の有効な署名が必要である。議会が解散されるためには，住

民投票で有効投票の ウ の同意が必要である。

説明文１

� ア １，２００人以上 イ �分の�以上 ウ �分の�以上

� ア １，２００人以上 イ �分の�以上 ウ 過半数

	 ア １，２００人以上 イ 過半数 ウ �分の�以上


 ア １，２００人以上 イ 過半数 ウ 過半数

� ア ３０，０００人以上 イ �分の�以上 ウ �分の�以上

� ア ３０，０００人以上 イ �分の�以上 ウ 過半数

 ア ３０，０００人以上 イ 過半数 ウ �分の�以上

� ア ３０，０００人以上 イ 過半数 ウ 過半数

旧現代社会
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問 ６ 下線部に関して，次の説明文２は日本の税について説明したものである。

説明文２中の ア には後の語句Ｐ・Ｑのいずれかが， イ には後の語

句Ｒ・Ｓのいずれかが， ウ には後の語句Ｔ・Ｕのいずれかが入る。

ア ～ ウ に当てはまるものの組合せとして最も適当なものを，後の

�～�のうちから一つ選べ。 １９

税は，直接税と間接税に分けることができる。所得税は， ア に分

類される。また，所得税には，所得が多い人ほど，税率が イ なる累

進課税制度が適用されている。これは，税負担における ウ を実現す

るものである。

説明文２

ア に入る語句

Ｐ 直接税 Ｑ 間接税

イ に入る語句

Ｒ 高 く Ｓ 低 く

ウ に入る語句

Ｔ 水平的公平 Ｕ 垂直的公平

� ア―Ｐ イ―Ｒ ウ―Ｔ

� ア―Ｐ イ―Ｒ ウ―Ｕ

� ア―Ｐ イ―Ｓ ウ―Ｔ

� ア―Ｐ イ―Ｓ ウ―Ｕ

� ア―Ｑ イ―Ｒ ウ―Ｔ

� ア―Ｑ イ―Ｒ ウ―Ｕ

	 ア―Ｑ イ―Ｓ ウ―Ｔ

� ア―Ｑ イ―Ｓ ウ―Ｕ

旧現代社会
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問 ７ 下線部に関して，ヒラノさんは太陽光パネルの大量廃棄についてウェブサ

イトを検索して，多くの課題があることを知った。次の課題ア～ウを解消する

ために想定される対策として，後のＡ～Ｃのいずれかが該当する。その組合せ

として最も適当なものを，後の�～�のうちから一つ選べ。 ２０

ア：太陽光パネルのなかには，鉛やヒ素などの有害な物質が含まれている

ものがある。しかし，廃棄しようとするパネルにどのような物質が含

有されているのかを，太陽光発電事業者が正確に把握していない場合

もあるため，適切な廃棄およびリサイクルに結びつきづらい。

イ：資金が十分でない太陽光発電事業者がいた場合，発電事業終了後に太

陽光パネルが廃棄されずに放置されるおそれがある。放置されたまま

であると，漏電が懸念されるし，台風等の災害時に鉛等の有害物質が

流出する危険がある。

ウ：太陽光パネルに含まれている希少金属（レアメタル）を回収して利活用

することが求められているのに，それらを実現するための技術が十分

には確立されていない。

課 題

Ａ 高度なリサイクル技術の確立とその普及のために，リサイクル事業者に技

術開発の支援を行うとともに，技術普及の仕組みも整える。

Ｂ 太陽光パネルの製品ごとに，含有物質の情報をデータベース化して共有す

ることにより，廃棄とリサイクルのときに活用できるようにする。

Ｃ 発電時から一定額を積み立てることと，撤去時にそこから廃棄費用を拠出

することを，太陽光発電事業者に課す具体的な仕組みを創設する。

� ア―Ａ イ―Ｂ ウ―Ｃ � ア―Ａ イ―Ｃ ウ―Ｂ

� ア―Ｂ イ―Ａ ウ―Ｃ � ア―Ｂ イ―Ｃ ウ―Ａ

� ア―Ｃ イ―Ａ ウ―Ｂ � ア―Ｃ イ―Ｂ ウ―Ａ

旧現代社会
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問 ８ 下線部に関して，日本における循環型社会についての記述として最も適当

なものを，次の�～�のうちから一つ選べ。 ２１

� 本当に必要なものだけを必要なだけ買い，環境負荷の少ない商品を選ぶよ

うな消費者を，グリーンコンシューマーと言う。

� 不要となった冷蔵庫やテレビ，洗濯機などの家庭用電化製品の回収と再資

源化を義務づける家電リサイクル法は，高度経済成長期に制定されたもので

ある。

� 循環型社会形成推進基本法では，製品や部品としての再使用（リユース）

が，原材料としての再利用（リサイクル）や廃棄物の発生抑制（リデュース）よ

りも優先されるという原則が定められている。

� 企業の活動において排出される廃棄物などをゼロにしようとする取組み

を，コージェネレーションと言う。

旧現代社会
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第４問 高校生のネモトさんは，現代社会の授業で，社会の様々なリスクの話を聞

いた。ネモトさんは授業で，リスクとは，あるハザード（危険・危険因子）によって

悪影響が発生する確率と影響の程度のことで，例えば病気や失業，自然災害や交通

事故などに遭う確率と，それによる人の生命や健康，財産などに対する望ましくな

い影響の程度であると学んだ。場面Ⅰ・Ⅱを読み，後の問い（問１～７）に答えよ。

（配点 ２１）

場面Ⅰ

ネモトさんは，高校の先輩で大学生のノナカさんに大学での勉強について相談す

ることにした。

ネモト：私は大学で，自然環境の汚染のリスクについて勉強をしたいと思って

います。１９６０年代にアメリカの生物学者レイチェル・カーソンが，殺虫

剤をはじめとした化学物質による深刻な環境汚染について，著書

『 ア 』のなかで警鐘を鳴らしたと現代社会の授業で学び，リスクの問

題に関心をもちました。ところで先輩は，どういった分野の勉強をしよう

と思って大学に進学されましたか。

ノナカ：もともとヨーロッパの経済を勉強したいと思っていたけど，今は世界

中の様々な国際問題に関心が広がっているよ。将来は経済問題や金融を扱

う国際機関で働きたいと考えているんだ。特に，経済取引で生じるリ

スクを低下させる仕組みに関心があるんだけど，やっぱり一筋縄ではいか

ないということを授業で勉強しているよ。

ネモト：大学での勉強は高校までのものとは違いますか。

ノナカ：違うところもあるけど，高校で学んだ内容がいきることも多いね。高校

で，思想家の イ が「知は力なり」と唱え，学問を通して得た知識を基

に自然を支配し，人間の思うとおりに操作できると主張したことや，この

ような思考法が再考を求められていることを学んだけど，大学で改めてそ

の大切さがわかってきたよ。こうして話してきたように，リスクの概念は

幅広いから，内容について詳しく調べてみるといいよ。

旧現代社会
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問 １ 場面Ⅰ中の ア には次の語句Ｐ・Ｑのいずれかが， イ には後の人

名Ｒ・Ｓのいずれかが入る。 ア ・ イ に当てはまるものの組合せと

して最も適当なものを，後の�～�のうちから一つ選べ。 ２２

ア に入る語句

Ｐ 野生の思考 Ｑ 沈黙の春

イ に入る人名

Ｒ ベーコン Ｓ パスカル

� ア―Ｐ イ―Ｒ � ア―Ｐ イ―Ｓ

� ア―Ｑ イ―Ｒ � ア―Ｑ イ―Ｓ

旧現代社会
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問 ２ 下線部に関して，人間にとっての自然のかけがえのなさや自然の認識につ

いての概念を説明する次の記述ａ・ｂと，それらに対応する後の語句ア～ウの

組合せとして最も適当なものを，後の�～�のうちから一つ選べ。 ２３

ａ 将来にわたって人類が閉じられた空間の中で生きることを前提とし，その

中で環境に負荷をかけ過ぎることに警鐘を鳴らすために，ボールディングが

用いた概念

ｂ 山や滝や雷などの自然物・自然現象等に霊魂・精霊が宿るとする考え方

ア 宇宙船地球号 イ アニミズム ウ 機械論的自然観

� ａ―ア ｂ―イ

� ａ―ア ｂ―ウ

� ａ―イ ｂ―ア

� ａ―イ ｂ―ウ

� ａ―ウ ｂ―ア

� ａ―ウ ｂ―イ

旧現代社会
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問 ３ 下線部に関して，ヨーロッパをめぐる出来事についての記述として最も適

当なものを，次の�～�のうちから一つ選べ。 ２４

� 欧州連合（EU）において，常任の欧州理事会議長（EU大統領）の職を創設し

たのは，マーストリヒト条約である。

� イギリスは，EUからの離脱を問う国民投票の結果，EUに残留すること

を決めた。

� ユーロ圏における共通の金融政策の運営を行っているのは，欧州経済共同

体（EEC）である。

� 第二次世界大戦後に制度化されていった欧州統合は，欧州石炭鉄鋼共同体

（ECSC）の設立から始まった。

旧現代社会
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問 ４ 下線部に関して，大規模な経済取引における金融の役割の一つは，多額の

現金を動かすリスクを回避する点にある。次の図は決済の仕組みを単純化して

示したものである。これについて解説した後の説明文中の ア ・ イ

には数値が， ウ には語句が入る。 ア ・ イ に入る数値と

ウ に入る語句の組合せとして最も適当なものを，後の�～�のうちから

一つ選べ。 ２５

120

70

50

150 50

150

100

100

230390

130190

(細い矢印)　企業間の取引

(太い矢印)　市中銀行どうしのネットワークを通じた決済による
資金の動き

(点線矢印)　企業がもつ市中銀行口座への出入金

市中銀行　Z

企業　B

市中銀行どうしの
ネットワーク

市中銀行　X

企業　A

市中銀行　Y

企業　C

図 決済の仕組み（単位：万円）

旧現代社会
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説明文

多数の企業間の取引で代金の支払いを現金で行うと，多額の現金を用意

したり保管したりしなければならず，盗難や焼失などのリスクがある。そ

こで，現実には小切手の利用や，市中の銀行口座での振込での決済が行わ

れる。銀行口座を通じた決済では，送金や受取が電子的な記録として扱わ

れるので現金のようなリスクはなくなる。

日本ではこの決済は，まず市中銀行どうしのネットワークを通じて�日

の受取・支払額がまとめて計算される。例えば，図のような三つの企業

A～C間で行われている取引を考えてみよう。細い矢印で示されるそれら

の取引をすべて合計すると， ア 万円になる。しかし実際には，企業

A～Cはそれぞれ市中銀行 X～Zにもっている口座を通じて，市中銀行ど

うしのネットワークで決済を行う。具体的には図中の太い矢印のとおり決

済が行われ，必要な貨幣額は イ 万円で済むことになる。企業 A～C

がそれぞれ市中銀行 X～Zにもっている口座には，点線矢印のとおり出入

金される。

その貨幣額は，各市中銀行が日本銀行に開設している当座預金口座で出

入金される。しかしこの仕組みでも，市中銀行が破綻すると，企業は代金

を受け取れなくなるリスクがある。そこで日本銀行が ウ を発動する

ことで，このリスクを軽減している。

� ア ３５０ イ １５０ ウ 最後の貸し手機能

� ア ３５０ イ １５０ ウ ペイオフ

� ア ３５０ イ ３００ ウ 最後の貸し手機能

� ア ３５０ イ ３００ ウ ペイオフ

� ア １１３０ イ １５０ ウ 最後の貸し手機能

� ア １１３０ イ １５０ ウ ペイオフ

	 ア １１３０ イ ３００ ウ 最後の貸し手機能


 ア １１３０ イ ３００ ウ ペイオフ

旧現代社会
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場面Ⅱ

ノナカさんの話に触発されたネモトさんは，図書館で科学技術とリスクについて

調べ，次のノートにまとめた。

ノート

◆科学技術分野でのリスクの理解や定義も多様

・最も一般的な定義は，あるハザード（危険・危険因子）によって悪影響

が発生する確率と影響の程度のことであり，科学技術分野では，二つ

の積として表されることが多い

・リスクに関する対応をリスク評価，リスク管理，リスクコミュニ

ケーションに区別する考え方がある

＊ ＊ ＊

◆ELSI（倫理的・法的・社会的課題）

・新規科学技術を研究開発し，社会で活用する際に生じうる，技術的課

題以外のあらゆる課題を検討すること

例：医療に関する自己決定のあり方や，臓器移植における家族の

承諾のあり方の検討

旧現代社会
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問 ５ 下線部に関して，次のア～ウはリスク評価，リスク管理，リスクコミュニ
ケーションの説明である。後の日本における具体例Ａ～Ｃをア～ウのいずれか
に分類したとき，その組合せとして最も適当なものを，後の�～�のうちから
一つ選べ。 ２６

名 称 内 容

ア リスク評価
あるハザードの存在によって，どのくらいの確率でどの
程度の悪影響が起きるかを，測定・評価すること

イ リスク管理
リスク評価の結果に基づいて，その他の科学的・社会的
要因等を考慮し，リスクを低減するための適切な措置
を，決定・実施すること

ウ
リスクコミュ
ニケーション

リスクやリスクに関連する要因などについて，一般市
民，行政，メディア，事業者，専門家といった関係者
が，情報や意見を交換すること

Ａ 食品安全委員会は，六価クロムという物質から健康影響が生じる耐用一日
摂取量は１．１μg/kg体重/日であり，平均的なヒトの摂取量は推定で約
０．０４μg/kg体重/日であることを実験と調査によって明らかにした。
Ｂ 食品安全委員会は，「食品に生える『かび』の基礎知識と『かび毒』の評価」に
ついて報道関係者などと意見交換会を行った。
Ｃ 厚生省（当時）は，食品安全に関するリスクを下げるため，食品等の規格基
準で，氷菓の融解水１．０ml中の細菌数が１０，０００以下でなければならず，特
定の測定方法において，大腸菌群が陰性でなければならないとした。

（注） 耐用一日摂取量とは，環境汚染物質等の非意図的に混入する物質について，ヒ
トが生涯にわたって毎日摂取し続けたとしても，健康への悪影響がないと推定さ
れる�日当たりの摂取量のことであり，ここでは「物質量/kg体重/日」のかたちで
表している。

� ア―Ａ イ―Ｂ ウ―Ｃ � ア―Ａ イ―Ｃ ウ―Ｂ
� ア―Ｂ イ―Ａ ウ―Ｃ � ア―Ｂ イ―Ｃ ウ―Ａ
� ア―Ｃ イ―Ａ ウ―Ｂ � ア―Ｃ イ―Ｂ ウ―Ａ

旧現代社会
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問 ６ 下線部に関して，自己決定についての記述として正しいものを，次のア・

イからすべて選んだとき，その組合せとして最も適当なものを，後の�～�の

うちから一つ選べ。 ２７

ア リヴィング・ウィルとは，妊娠や出産，避妊など性や生殖に関する事柄に

ついて，女性が自ら決定する権利を有すること，である。

イ リプロダクティブ・ヘルス／ライツとは，患者が将来，自身の意思を表明

できなくなったときのために，延命治療を含む死のあり方に関する意向につ

いて，事前に文書などにより意思表示しておくこと，である。

� アとイ

� ア

� イ

� 正しいものはない

旧現代社会
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問 ７ 下線部に関して，ネモトさんは２００９年の臓器移植法改正後，臓器を提供

する側のドナーについて，どのような条件があれば臓器提供が行われるのかに

関心をもち，さらに調べてみた。ドナー候補が臓器提供について書面による有

効な意思表示をしていない場合に着目し，ドナー候補の年齢と臓器提供への家

族の承諾の有無という二つの条件で分類して，次のケースＡ～Ｄを考えた。こ

のうち，脳死判定後に臓器を提供できるケースの組合せとして最も適当なもの

を，後の�～�のうちから一つ選べ。 ２８

ドナー候補の年齢
臓器提供への

家族の承諾

Ａ １５歳以上 有

Ｂ １５歳以上 無

Ｃ １５歳未満 有

Ｄ １５歳未満 無

� ＡとＢとＣとＤ � ＡとＢとＣ � ＡとＢ

� ＡとＣ � Ａ � Ｂ

	 Ｃ 
 Ｄ

� 脳死判定後に臓器を提供できるケースはない

旧現代社会
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第５問 オカノさんとウエダさんは，「インターネット利用の普及は私たちの社会

にどう影響しているのか」というテーマで探究活動をすることにした。次の問い（問

１～４）に答えよ。（配点 １６）

問 １ 二人は，インターネットに関する人々の意識について調べ，１３～２９歳の

人々の居場所に関する意識の調査結果である次の資料を見つけた。資料は，そ

れぞれの場所が自分の居場所になっているかに関する回答割合と，年齢区分別

で見た「インターネット空間」についての回答割合を示している。資料を説明し

た記述として最も適当なものを，後の�～�のうちから一つ選べ。 ２９

そう思わないどちらかといえ
ばそう思わない

どちらかとい
えばそう思うそう思う回　答

場　所

自分の部屋

家　庭

学　校

職　場

地　域

インターネット空間

58.5

37.8

13.9

8.8

13.9

19.4

26.8

37.9

34.2

26.3

39.3

37.2

8.0

14.8

27.1

27.9

25.8

24.9

6.7

9.6

24.8

37.0

20.9

18.6

年齢区分別で見た｢インターネット空間｣についての回答割合(％)

13～14　歳

15～19　歳

20～24　歳

25～29　歳

そう思わないどちらかといえ
ばそう思わない

どちらかとい
えばそう思うそう思う回　答

年齢区分

12.5

27.4

18.3

15.4

42.6

36.1

37.3

36.1

25.3

20.5

26.0

27.8

19.6

16.1

18.3

20.7

資料 「次の場所は自分の居場所になっているか」に関する回答割合（％）

旧現代社会
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（注�） 調査では，「次の場所は，今のあなたにとって居場所（ほっとできる場所，居心地の良
い場所など）になっていますか」という質問に対して，それぞれの場所ごとに「そう思
う」「どちらかといえばそう思う」「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」のう
ちから一つ選び，回答することを求めている。

（注�） それぞれの場所のうち，「家庭」は実家や親族の家，「学校」は卒業した学校，「職場」は
過去の職場も含んでいる。また，「地域」は現在住んでいる場所やそこにある施設など
のことを指している。

（注�） 回答割合の値は，小数第�位を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「子供・若者の意識に関する調査」（令和元年度）（内閣府Webページ）により作成。

� それぞれの場所が自分の居場所になっているかに関する「そう思う」と「ど

ちらかといえばそう思う」の回答割合の合計を比べると，最も少ないのは「地

域」が自分の居場所になっているかに関する回答割合の合計である。

� 「学校」が自分の居場所になっているかに関する「そう思わない」と「どちら

かといえばそう思わない」の回答割合の合計を，「インターネット空間」が自

分の居場所になっているかに関する「そう思わない」と「どちらかといえばそ

う思わない」の回答割合の合計と比べると，その差は�ポイント未満であ

る。

� 年齢区分別で，「インターネット空間」についての「そう思う」と「どちらか

といえばそう思う」の回答割合の合計を比べると，最も多いのは，「１３～１４

歳」の回答割合の合計である。

	 年齢区分別で，「インターネット空間」についての「そう思わない」と「どち

らかといえばそう思わない」の回答割合の合計を比べると，「１５～１９歳」の回

答割合の合計と「２５～２９歳」の回答割合の合計には，１０ポイント以上の差が

ある。

旧現代社会
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問 ２ インターネットが人と人のつながりにどのような影響を与えているか気に
なったウエダさんは，インターネットでの情報のやり取りには次の効果Ａ・Ｂ
があると言われていることを先生に教えてもらった。そこで，ウエダさんは情
報のやり取りについての事例を調べ，整理してみることにした。後の事例ア～
エには，効果Ａ・Ｂのどちらか一つに当てはまるものと，どちらにも当てはま
らないものがある。効果Ａ・Ｂそれぞれに当てはまる事例を，後のア～エから
すべて選んだとき，その組合せとして最も適当なものを，後の�～�のうちか
ら一つ選べ。 ３０

効 果

Ａ 面識のある人との情報伝達が容易になることで，既存のつながりを強
くすることができる。
Ｂ 面識のなかった人との情報伝達が容易になることで，新しいつながり
をつくることができる。

ア 日常的に家族の介護を行っている大学生が，身近な人には話しづらいと感
じている介護の悩みを含む経験談をブログに投稿した。似た状況にあると思
われる日本中の人からコメントをもらい，その人たちと継続的に悩みを共有
し合うようになった。
イ ゲームが趣味の大学生が，大学構内で出会ったときに挨拶や短い会話だけ
をしていた友人と，それぞれの自宅からオンラインゲームを一緒にするよう
になった。ゲームをする際に，ゲーム内の機能を使って音声でのやり取りも
しており，その友人と長時間の会話をする機会が増えた。
ウ 毎日連絡を取り合っていた会社員とその恋人が，相互の位置情報をイン
ターネット上で共有できるアプリを同意の上で使うことにした。思っていた
よりも互いの行動が筒抜けになることに嫌気がさし，気持ちのすれ違いから
連絡が途絶えて別れることになった。
エ バスの乗降時に不自由さを感じることのある会社員が，その状況を説明す
る動画を動画共有サイトに公開したところ，動画の URLが拡散された。関
心をもった人たちによって匿名オンライン掲示板の話題として取り上げら
れ，この会社員も加わって，課題や改善案などについて繰り返し議論をして
いる。

旧現代社会
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� Ａ―ア Ｂ―イとエ

� Ａ―アとイ Ｂ―ウ

� Ａ―アとウ Ｂ―エ

� Ａ―イ Ｂ―ア

� Ａ―イ Ｂ―アとエ

� Ａ―ウ Ｂ―アとエ

� Ａ―ウとエ Ｂ―イ

	 Ａ―エ Ｂ―イ


 Ａ―エ Ｂ―ウ
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問 ３「インターネットは民主主義を促進するのか」と問題提起している新聞記事を

見かけたオカノさんは，民主主義について改めて知りたいと思い，図書館で調

べたところ，民主主義的に物事を決めるための理論上の選択肢を考察している

書籍を見つけた。そこでオカノさんは，書籍を参考にして，物事の決め方の選

択肢を次の図にまとめた。図中のⅠ～Ⅲに後の事例ア～ウを当てはめたとき，

その組合せとして最も適当なものを，後の�～�のうちから一つ選べ。

３１

図 民主主義的に物事を決めるための理論上の四つの選択肢

集団の意思決定のルール

集 計 合 意

参加者がそれぞれの
意見を表明し，支持
する人の多い意見を
採用する。

参加者の意見を調整
し，全参加者が同意
した意見を採用す
る。

個
人
の
意
見
の
形
成
方
法

熟

議

議論や対話を通
じて自身の判断
を吟味してい
く。

Ⅰ Ⅱ

な
ま生
の
選
好

議論や対話を経
ずに直感的に判
断をしていく。

Ⅲ Ⅳ

ジェイムズ・S・フィシュキン（曽根泰教監修・岩木貴子訳）『人々の声が響き合うとき 熟議
空間と民主主義』（２０１１年）を参考に作成。

旧現代社会

― ４０ ― （２７１６―２４０）



ア ある国の刑事裁判では，陪審員制度が導入されており，市民から選ばれた

陪審員が被告人を有罪にするか無罪にするかを評決する際，全会一致で結論

が出るまで話合いがなされる。

イ ある国の自治体では，予算を必要とするプロジェクト案を住民が提案・検

討するワークショップを繰り返し行い，最終的に出された複数の案に住民が

投票をして，より多くの票を集めた案に予算を割り当てることになってい

る。

ウ ある国の政党は，政策案に関する党の立場を決定する必要が出た際，議題

に対する質疑応答などを行わず，党の支持者に即座に答えてもらうオンライ

ンアンケートを取り，多数になったものを党の立場として決定している。

� Ⅰ―ア Ⅱ―イ Ⅲ―ウ

� Ⅰ―ア Ⅱ―ウ Ⅲ―イ

� Ⅰ―イ Ⅱ―ア Ⅲ―ウ

� Ⅰ―イ Ⅱ―ウ Ⅲ―ア

� Ⅰ―ウ Ⅱ―ア Ⅲ―イ

� Ⅰ―ウ Ⅱ―イ Ⅲ―ア

旧現代社会

― ４１ ― （２７１６―２４１）



問 ４ 二人は探究活動の成果発表に向け，インターネットと社会の関係について，

先生も交えて議論をした。次の会話文中の Ｘ には後の記述ア・イのいず

れかが， Ｙ には後の記述ウ・エのいずれかが， Ｚ には後の記述

オ・カのいずれかが入る。 Ｘ ～ Ｚ に入る記述の組合せとして最も

適当なものを，後の�～�のうちから一つ選べ。 ３２

会話文

ウエダ：私はインターネットで動画をよく見ます。意見の対立があるテーマに

ついての動画の場合，同じような意見の動画ばかりが推薦されること

があると聞きました。

先 生：人は，同じような意見を繰り返し目にしていると，それを唯一の正し

い意見だと思うようになっていきがちです。ウエダさんが挙げたよう

な仕組みを知らずに推薦された動画を見続けた人は，世の中に多様な

意見がある可能性に Ｘ なっていきますね。

オカノ：インターネット上で，自分と異なる意見の存在を認めないような攻撃

的な言動を見かけることも多いです。そうした言動があふれて，議論

や対話が成り立たなくなっていくことが心配です。

ウエダ：私の考えは極端かもしれませんが，例えば SNS上の議論や対話の場

においては， Ｙ だと思います。

先 生：なるほど。ただ，その考えだと，国家が表現の自由を制約してしまう

おそれがあることに注意は必要ですね。

オカノ：他者を攻撃する言動に，その人自身が気づくことを重視する考え方も

大事ですよね。ウェブニュースのコメント欄などでも工夫がされてい

ると聞きました。例えば，他者を激しく攻撃する言葉が含まれている

コメントを投稿する操作が行われた場合に，投稿操作をしたユーザー

に向けて， Ｚ 工夫はこの考え方に該当すると思います。

先 生：それでも，そもそも正当な批判と攻撃的な言動を本当に区別できるの

か，という問題はありそうです。社会を良くしていくには，技術的な

ものも含めて様々な仕組みについて考えることを他人任せにはできま

せんね。

旧現代社会

― ４２ ― （２７１６―２４２）



Ｘ に入る記述

ア 気づきにくく

イ 気づきやすく

Ｙ に入る記述

ウ 人々を平等に扱うために，攻撃的なやり取りがあっても，国やその SNS

を管理している事業者は介入せず，あらゆる発言を認めるべき

エ 人々の安全を守るために，他者を攻撃している人をやり取りの場から排除

するよう，国がその SNSを管理している事業者へ命じることができる法律

を制定すべき

Ｚ に入る記述

オ 投稿が実行されたことを伝える画面を表示しつつ，ほかのユーザーが閲覧

するコメント欄ではそのコメントの内容が見えないようにする

カ その投稿が本当に適切かを問う画面を表示し，投稿操作をしたユーザーが

投稿取消操作を行うことのできる猶予時間を設定する

� Ｘ―ア Ｙ―ウ Ｚ―オ � Ｘ―ア Ｙ―ウ Ｚ―カ

� Ｘ―ア Ｙ―エ Ｚ―オ � Ｘ―ア Ｙ―エ Ｚ―カ

� Ｘ―イ Ｙ―ウ Ｚ―オ � Ｘ―イ Ｙ―ウ Ｚ―カ

� Ｘ―イ Ｙ―エ Ｚ―オ 	 Ｘ―イ Ｙ―エ Ｚ―カ

旧現代社会

― ４３ ― （２７１６―２４３）




