
第１問 次の生徒Ａと生徒Ｂの会話文を読み，後の問い（問１～４）に答えよ。

（配点 １２）

Ａ：新型コロナウイルス感染症のまん延は，ワクチン接種や副反応，重篤な患者の

受入れなど，様々な問題をもたらしたね。医学的な観点からだけではなく，倫

理的，法的，社会的な観点からの多面的な検討を要する課題もあった。

Ｂ：人工呼吸器を緊急に要する患者が多く運び込まれてきた場合に，限られた呼吸

器を誰から先に装着するか，というトリアージの問題があるね。

Ａ：功利主義の立場では，医療措置を加えれば助かる見込みが出てくる人を優先す

ることで， ア の救命を目指すやり方が考えられる。

Ｂ：装着順を決めざるを得ないときに備えて，基準を定めておく必要はあるから，

功利主義の発想は捨てきれないね。うーん，これって，「公共の福祉」という考

え方と同じなのだろうか。

Ａ：憲法上の「公共の福祉」は，社会全体の幸福を目的とする功利主義と直結すると

は必ずしも言えないかも。それに，各人が平等にもつ人権や イ を何

よりも尊重しようという義務論の立場からすると，救命に優先順位をつけるの

は難しいと感じられるかな。

Ｂ：よりよい社会の実現のためには，すぐに答えの出ない問題について，皆で考え

ていくのが大事だね。地域社会のルールや私人どうしのルールも，社会

の進展に伴って生じる課題に対応するために形成されてきたんだろうね。

問 １ 会話文中の空欄 ア ・ イ に入る語句の組合せとして最も適当なも

のを，次の�～�のうちから一つ選べ。 １

� ア 最大多数 イ 欲求 � ア 最大多数 イ 尊厳

� ア 無差別 イ 欲求 � ア 無差別 イ 尊厳

公共，政治・経済
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問 ３ 下線部に関して，生徒Ａと生徒Ｂは，都道府県や市町村には，それぞれ地

域独自のルールがあるということを学び，自分たちが住むＰ市の条例について

調べた。次の会話文中の空欄 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。 ３

Ａ：Ｐ市では，屋外広告物条例を作るために，条例案について広く住民の意見

や情報を求める ア の手続きを始めたそうだよ。

Ｂ：条例を制定する場合にも実施されることがあるんだね。どんな内容の条例

案なの？

Ａ：どうやら，屋上広告は全面的に禁止，立て看板やのぼり旗も駅前でしか認

められないみたい。うちのレストランはわかりにくい場所にあるから，あ

ちらこちらに看板や広告を出しているんだよね。それらを撤去すると，お

客さんが減ってしまうんじゃないかと心配だな。広告を規制するＰ市の条

例案は，表現の自由や イ を侵害することになるんじゃないかな。

Ｂ：Ｐ市は，良好な景観を享受する住民の利益を重視しているんだろうね。環

境権そのものは， ウ や生存権を根拠に主張されているようだけど，

大気や水などの自然環境だけでなく，景観利益の保護も含むかどうかは議

論があるね。うーん，基本的人権を保障しながら，同時に良好な景観を維

持するのは案外難しいな。

� ア パブリックコメント イ 労働基本権 ウ 幸福追求権

� ア パブリックコメント イ 労働基本権 ウ 請願権

� ア パブリックコメント イ 営業の自由 ウ 幸福追求権

� ア パブリックコメント イ 営業の自由 ウ 請願権

� ア マニフェスト イ 労働基本権 ウ 幸福追求権

� ア マニフェスト イ 労働基本権 ウ 請願権

	 ア マニフェスト イ 営業の自由 ウ 幸福追求権

� ア マニフェスト イ 営業の自由 ウ 請願権
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問 ４ 下線部に関して，生徒Ａと生徒Ｂが，先生Ｔと契約の原則や契約の解除に

関する法律上のルールについて学んでいる。次の会話文中の下線部と下線部

の発言内容の正誤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

Ａ：近いうちに買おうと思っている自転車があります。契約が成立する

と，原則として，契約を一方的にやめることはできないんですよね。だと

すれば，あるお店でいったん自転車を買った後で，同じ型の自転車をもっ

と安い値段で売っているお店を見つけた場合，そちらのお店で自転車を買

い直したくても，もとのお店に自転車を返品して返金してもらうことはで

きない，ということになりますか？

Ｔ：お店側の好意で返品に応じてくれることはあるかもしれませんが，いった

ん契約が成立した後で，契約を取り消したり解除したりするためには，法

律に規定されている取消しや解除の要件を満たす必要がありますね。

Ｂ：私は，エステティックサロンに通いたいと思っています。何か特別な法律

上のルールがありますか？

Ｔ：事業者がエステサービスを一定の期間にわたり提供し，利用者が一定の料

金を支払うことを約束する契約で，その期間が�か月を超え，かつ，総額

が�万円を超えるものは，特定商取引法が定めるクーリング・オフ制度の

対象になります。

Ｂ：たしかクーリング・オフは，一定の期間内であれば，事業者の同意を

条件に契約を解除することができるという仕組みですね。いずれにせよ，

契約を結ぶときには，契約内容をしっかり確認して，熟慮することが大事

ですね。

� ―正 ―正 � ―正 ―誤

� ―誤 ―正 � ―誤 ―誤
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第２問 地元の自治体で開催される若者議会に参加するために，生徒Ａ，生徒Ｂ，

生徒Ｃの三人が報告の準備をしている。次の問い（問１～４）に答えよ。（配点 １３）

問 １ 若者議会で三人に求められているのは，現代社会における社会保障の課題を

整理し，若い世代として，それらの課題にどのように取り組むことができるか

について提言することである。三人は，「公共」の授業内容を振り返り，若い世

代がどのように社会に参画してきたのかという点に焦点をあて，青年期におけ

る自己の在り方と社会との関わり方について考えてみた。社会的に「大人」とな

るためには，身体的な成熟だけでなく，心理的・社会的な成熟が求められてい

ることが，授業のテーマとなっていた。このテーマに関する次の記述ア～ウ

は，後の記述Ｘ・Ｙのいずれに該当するか。それぞれ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

ア 大人としての責任や社会的義務が，部分的に猶予される

イ 親や年長者の考え方や，社会的権威に反抗する

ウ 一定の儀式を経ることで，社会的な地位や社会的役割が与えられる

Ｘ 人の一生には，七五三や成人式のように，人生の節目に行われる行事があ

る

Ｙ 人の一生には，自分自身をよく知り，独自の価値観や人生観を体得し，精

神的な自立を実現する時期がある

� Ｘ―アとイ Ｙ―ウ

� Ｘ―アとウ Ｙ―イ

� Ｘ―ア Ｙ―イとウ

� Ｘ―イとウ Ｙ―ア

� Ｘ―イ Ｙ―アとウ

� Ｘ―ウ Ｙ―アとイ

公共，政治・経済
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問 ２ 三人は，若い世代の負担と老後の経済生活に対する備えについて考えるため

に，「公共」の授業ノートで紹介されていた，スウェーデン，日本，アメリカの

�か国の社会保障に関するデータを調べた。ノートには，表１の，財務省がま

とめた，国民所得（NI）に対する租税負担と社会保険料負担の合計の割合であ

る「国民負担率（対 NI比）」のデータ，及び，表２の「５０歳代までに行った老後

の生活に向けてしていたこと」をまとめたデータが紹介されていた。後の会話

文を読み，Xは�か国のうちどの国にあてはまるか，そして Xに対応する国

は，後のア～ウのどれにあたるのか，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。 ６

表１ 国民負担率（対 NI比） （％）

国 国民負担率（対 NI比）

X ３２．３

Y ５４．５

Z ４７．９

（注） 国民負担率（対 NI比）２０２０年，日本は２０２０年度データ。
（出所） 財務省Webページにより作成。

表２ ５０歳代までに行った老後の生活に向けてしていたこと （％）

国

預貯金 個人年金への加入 債券・株式の保
有，投資信託

老後も働いて収入
が得られるように
職業能力を高める

ア ５４．６ ２４．０ １３．５ １２．７

イ ４２．４ ４８．８ ３２．５ １．３

ウ ６２．７ ４５．７ ５２．２ ２７．１

（注�） 対象は各国在住の６０歳以上の男女個人（施設入所者は除く）である。
（注�） 複数回答のため，合計は１００％にはならない。
（注�） 項目は表２に示したもの以外に「不動産取得」などがあるが，省略している。
（出所） 内閣府「第�回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」（２０２０年）（内閣府

Webページ）により作成。
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Ａ：表１と表２のデータを比較してみると，国ごとの社会保障費の負担に関連

した，老後に向けての準備状況の特徴がよく見えてくる。

Ｂ：国民負担率が最も高い国では，「老後も働いて収入が得られるように職業

能力を高める」という回答の比率が，顕著に低くなっているね。

Ｃ：逆に，社会保障制度の整備状況が低い国ほど，「預貯金」などのかたちで，

自ら老後の生活に向けて準備しておくことが必要になってくるようだ。国

ごとの社会保障制度に対応するかたちで，個人の負担状況も変わるという

傾向が見えてくるね。

Ａ：たしかに，国民負担率が�か国のなかで最も低かった国では，「預貯金」

「債券・株式の保有，投資信託」と「老後も働いて収入が得られるように職

業能力を高める」という回答の比率が，最も高くなっている。

Ｂ：もっとも，単純な相関とは言えないね。�か国を比較すると，ちょうど国

民負担率が中間だった国では，「個人年金への加入」と「債券・株式の保

有，投資信託」という回答の比率が最も低くなっているからだ。

Ｃ：国民負担率と社会保障制度の国ごとの違いについて考えることは，だれが

どのように負担するか，若いうちから将来に対する準備をどのようにして

おくべきかを考える上で，重要なポイントだね。

表１の Xの国名
Xに対応する
表２が示す国の記号

� スウェーデン ア

� スウェーデン イ

� スウェーデン ウ

� 日本 ア

� 日本 イ

� 日本 ウ

	 アメリカ ア


 アメリカ イ

� アメリカ ウ
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問 ３ 三人は社会保障の在り方をさらに検討した。三人が二つの代表的な年金制度

の仕組みの特徴と社会情勢の変化によって影響を受けやすい点，及び，対応策

について検討した際の次のメモを読み，メモ中の空欄 イ ・ ウ ・

エ 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。 ７

メモ

年金制度 ア 方式 イ 方式

特徴 現役時に年金受給者が支払っ

た年金保険料を財源として，

年金受給者への支給を行う。

その時々の現役世代が負担す

る年金保険料を財源として，

年金受給者への支給を行う。

社会情勢の

変化によっ

て影響を受

けやすい点

持続的な物価の上昇によっ

て，年金給付額の実質的価値

が ウ することがある。

少子高齢化が進み世代間の人

口比率が変動することに伴

い，給付水準を維持するため

には，現役世代の年金保険料

負担を エ 必要がある。

対応策 一人ひとりが掛け金を用い

て，投資などの資産運用をし

ていくことで対応する。

年金支給開始年齢を引き上げ

ることで対応する。

� イ 賦課 ウ 減少 エ 減らす

� イ 賦課 ウ 減少 エ 増やす

� イ 賦課 ウ 増加 エ 減らす

� イ 賦課 ウ 増加 エ 増やす

� イ 積立 ウ 減少 エ 減らす

� イ 積立 ウ 減少 エ 増やす

	 イ 積立 ウ 増加 エ 減らす

� イ 積立 ウ 増加 エ 増やす
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問 ４ 三人は，これまでの検討結果を整理し，若者議会で提案する内容をまとめて

いる。次の会話文を読み，会話文中の空欄 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。 ８

Ａ：若者議会の提案をまとめていくために，強調したいポイントを出してほしい。

Ｂ：公的年金の世代間公正について検討したけど，若い世代の課題としては，親か

ら子の世代に格差や貧困が引き継がれる問題についても考える必要がある。

Ｃ：その点について考えてみると，貧困などに陥った際に生じる問題を防ぐ仕組み

や制度である ア の機能が注目される理由が見えてくる。

Ａ：その機能について，地域社会や企業の役割も大切になってくると思う。社会保

険のなかでも，事業主のみが負担する イ の意義にも気付かされた。

Ｂ：たしかに，政府や企業など多様な主体が関わる仕組みはとても重要だと思う。

Ｃ：私は，社会保障制度を持続可能なものとするために，一人ひとりが取り組む意

識を高め，社会に参画する準備を促すことを提案したい。

Ａ：若い世代が主体的に社会に参画するための方法には，何があるだろうか。

Ｂ： ウ があげられるね。授業では，阪神・淡路大震災後に大きく進展したこ

とから，１９９５年が日本における ウ の「元年」と言われたことを学んだ。

Ｃ：様々な主体が社会課題に関わる可能性を示してくれたので，さらに検討して提

案をまとめていこう。

� ア ディーセント・ワーク イ 雇用保険 ウ 公共サービス

� ア ディーセント・ワーク イ 雇用保険 ウ ボランティア

� ア ディーセント・ワーク イ 労災保険 ウ 公共サービス

� ア ディーセント・ワーク イ 労災保険 ウ ボランティア

� ア セーフティネット イ 雇用保険 ウ 公共サービス

� ア セーフティネット イ 雇用保険 ウ ボランティア

	 ア セーフティネット イ 労災保険 ウ 公共サービス

� ア セーフティネット イ 労災保険 ウ ボランティア
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第３問 生徒Ｘと生徒Ｙは，ある大学の政治経済学部のオープンキャンパスに参加

し，模擬授業を受けることにした。次に示したのは，オープンキャンパスの案内に

記された模擬授業の概要である。これに関して，後の問い（問１～６）に答えよ。

（配点 １９）

模擬授業 自由で公正な社会の実現に向けて

〇どうしたら自由で公正な社会を実現できるだろうか。法・政治分野では国民

の権利・自由を守るための近代憲法の仕組みについて，経済分野では政府の

経済活動である財政の役割について考えてみよう。

Ⅰ 近代憲法の仕組み：権利・自由の保障と権力分立 Ｊ教授

・人身の自由を保障することの意義

・国会議員が全国民の代表であることの意義

・司法権の独立

Ⅱ 財政の役割：効率と公正の視点から Ｋ准教授

・資本主義経済における政府の役割

・望ましい税制のあり方

・財政の機能が経済社会に与える影響

・持続可能な財政運営のあり方
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問 １ 生徒Ｘと生徒Ｙは，下線部について話し合っている。次の会話文中の空欄

ア ・ イ に当てはま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。 ９

Ｘ：Ｊ教授の授業はとても興味深かったね。Ｊ教授は，犯罪の内容と刑罰をあ

らかじめ法律で定める ア は，許される行為と許されない行為との境

界線を事前に示すことで，国民が刑罰を科せられる危険を事前に予測でき

るようにしている，と指摘していたね。

Ｙ：なるほどね。日本国憲法では，行為のときに犯罪と定められていなかった

のに，行為の後に制定された法律でその行為が犯罪とされ，刑罰が科せら

れないようにするために イ が定められているよ。

Ｘ：Ｊ教授は，刑事手続の場面では，告知と聴聞の機会を与えることも大切だ

と話していたけれど，どういうことかな。

Ｙ：たとえば，抑留・拘禁される人に対して直ちに理由が知らせられなけれ

ば，逮捕が正当なものかどうかを判断したり，捜査機関や裁判所に十分な

弁明をしたりすることができなくなってしまうよね。

ア に当てはまる語句

ａ 罪刑法定主義

ｂ 過失責任主義

イ に当てはまる語句

ｃ 遡及処罰の禁止

ｄ 残虐な刑罰の禁止

� ア―ａ イ―ｃ � ア―ａ イ―ｄ

� ア―ｂ イ―ｃ � ア―ｂ イ―ｄ
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問 ２ 下線部に関して，生徒Ｘと生徒Ｙは，模擬授業で配布された次の資料を参

考に，日本国憲法における国会議員と選出母体との関係について議論してい

る。後の会話文中の空欄 ア に当てはまる記述と空欄 イ に当てはま

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。

１０

全国民の代表と命令委任の禁止

〇中世ヨーロッパでは，貴族，聖職者，市民などの身分別に部会がおかれる身

分制議会が存在した。この身分制議会において，議員は選出母体の代表とさ

れ，その職務遂行に際しては選出母体からの指示に拘束され，この指示を守

らない場合には召還・解任される命令委任の関係が成立していた。

〇近代以降の議会では，議員は選出母体の代表ではなく，全国民の代表とさ

れ，命令委任は禁止されるとの考えが普及した。議員は，選出母体からの指

示ではなく，自らの信念に従い，討論を通じて全国民の福利を追求すべきだ

と考えられるようになった。

Ｘ：Ｊ教授は，日本国憲法は国会議員を全国民の代表としており，資料にある

命令委任の禁止を継承しているとする考えが有力だと言っていたね。

Ｙ：代表者の選出母体からの独立性を強調する命令委任の禁止の考えに照らし

てみれば，今の日本では ア ことがよく理解できるね。

Ｘ：Ｊ教授の説明では，日本国憲法では，国会議員が全国民の代表として活動

できるために不逮捕特権や免責特権などが認められているとのことだった

ね。

Ｙ：そのうち， イ は，議院の承認があるときなど一定の場合を除いて，

原則として会期中にのみ認められるんだね。

公共，政治・経済

―１６２― （２７０２―１６２）



ア に当てはまる記述

ａ 議院による所属議員の除名が認められている

ｂ 有権者による国会議員の解職請求が制度化されていない

イ に当てはまる語句

ｃ 不逮捕特権

ｄ 免責特権

� ア―ａ イ―ｃ � ア―ａ イ―ｄ

� ア―ｂ イ―ｃ � ア―ｂ イ―ｄ

問 ３ 生徒Ｘは，下線部について調べた。日本国憲法における司法権の独立に関

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。 １１

� 日本国憲法は，職務上の義務に著しく違反したか，職務の内外を問わず裁

判官としての威信を著しく損なう非行を行った裁判官については，内閣に罷

免権を付与している。

� 日本国憲法は，裁判官は憲法と法律にのみ拘束されると規定し，裁判官の

職権の独立を保障している。

� 日本国憲法は，行政機関が終審として裁判を行うことを認めていないが，

例外として，市場の独占や寡占等に関する訴訟については公正取引委員会が

終審となることを認めている。

� 日本国憲法は，最高裁判所の裁判官の任命について，内閣に任命権を認め

ているが，国会の同意を必要としている。

公共，政治・経済
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問 ４ 生徒Ｘは，模擬授業の内容を振り返りながら，下線部について次のメモに

まとめた。メモ中の空欄 ア ～ ウ に当てはま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。 １２

経済が発展するにつれ，資本主義経済の弊害が顕在化するようになっ

た。そのため，２０世紀になると，先進資本主義諸国では，政府が積極的

に市場介入を行い，経済政策の実施と社会保障体制の整備とにより

ア が形成されていった。

その後，１９７０年代後半から１９８０年代前半にかけて，政府の財政赤字と

経済の低成長を背景に，アメリカやイギリスを中心に，自由な経済活動を

重視し，政府の市場への介入の縮小を主張する イ が台頭することに

なった。 イ は，公企業の民営化や規制緩和を導く理念とされ，その

考え方の背景にあるのが，市場メカニズムに対する ウ である。

一方， イ に基づいた政策が雇用の不安定化や貧困率の上昇をもた

らしたとの批判があり，今日では，政府と市場との適切な役割分担が課題

となっている。

� ア 夜警国家 イ 修正資本主義 ウ 批判

� ア 夜警国家 イ 修正資本主義 ウ 信頼

� ア 夜警国家 イ 新自由主義 ウ 批判

� ア 夜警国家 イ 新自由主義 ウ 信頼

� ア 福祉国家 イ 修正資本主義 ウ 批判

� ア 福祉国家 イ 修正資本主義 ウ 信頼

	 ア 福祉国家 イ 新自由主義 ウ 批判

� ア 福祉国家 イ 新自由主義 ウ 信頼

公共，政治・経済
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問 ５ 生徒Ｘと生徒Ｙは，模擬授業後，下線部について話し合っている。次の会

話文中の空欄 ア ・ イ に当てはま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。 １３

Ｘ：Ｋ准教授は，税制を構築する上で考慮すべき原則について話していたね。

そのうち，課税が経済活動にできるだけ影響しないようにする ア の
そ

原則が気になったよ。この原則に基づけば，働く人の勤労意欲を削ぐこと

にはならないし，経済活動を大きく妨げることにもならないからいいね。

Ｙ：でも， ア の原則を満たすことは実際には難しいよ。これは，環境問

題について考えてみるとわかるね。

Ｘ：そうだね。たとえば，ある企業が生産活動で汚染物質を排出して他の経済

主体に損失を与えている場合，その損失の費用を考慮しないで生産活動を

行うと，その企業の生産量は，社会全体として望ましい生産量よりも

イ なるよ。

Ｙ：たしかにね。だから，環境税の導入によってその企業が生産量を調整し，

汚染物質の排出量が削減できれば， ア の原則には反するけれど，税

によって，企業の経済活動を社会的に望ましい方向へ導くことができると

いえるよ。

Ｘ：なるほど。それでは，税の望ましい経済効果と果たすべき役割について調

べてみよう。

� ア 公平 イ 多く

� ア 公平 イ 少なく

� ア 中立 イ 多く

� ア 中立 イ 少なく

� ア 簡素 イ 多く

� ア 簡素 イ 少なく

公共，政治・経済
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問 ６ 下線部に関心をもった生徒Ｘと生徒Ｙは，日本における所得再分配政策に

よるジニ係数の変化を示した次の模擬授業の資料をみながら話し合っている。

後の会話文中の空欄 ア ・ イ に当てはま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。 １４

当初所得の
ジニ係数

社会保障による
再分配所得の
ジニ係数

社会保障と税による
再分配所得の
ジニ係数

0.0

0.3

0.4

0.5

0.6

2002 05 08 11 14 17 21　(年)

（出所） 厚生労働省Webページにより作成。

Ｘ：再分配効果について，当初所得のジニ係数と，社会保障と税による再分配

所得のジニ係数の推移をみてみよう。２００２年よりも２０２１年の方が再分配

効果は ア ことがわかるね。それから，どの年も社会保障が中心と

なって所得再分配機能を果たしているね。

Ｙ：それに関して，模擬授業での租税負担率の国際比較では，日本は先進諸国

に比べると，個人所得課税の負担率が低いことを学習したね。もし，所得

格差を小さくするために現在の所得課税の税率の構造を変えるとしたら，

最高税率を イ と，再分配効果は高くなるね。

Ｘ：それも一案だね。高齢化が進行する中，格差が固定化しないように，所得

再分配機能のあり方を考える必要があるかもね。

� ア 大きい イ 引き上げる � ア 大きい イ 引き下げる

� ア 小さい イ 引き上げる � ア 小さい イ 引き下げる

公共，政治・経済
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第４問 「政治・経済」の授業でデジタル技術によるイノベーションについて関心を

もった生徒Ｘと生徒Ｙは，デジタル技術の活用例について調べ，次のメモを作成し

た。これに関して，後の問い（問１～６）に答えよ。（配点 １８）

デジタル技術によるイノベーション

具体的な分野の例

◆金融分野

フィンテックを通じた新たな金融取引の創出

・目的：企業の資金調達や個人の資産運用を活性化する

・活用事例：クラウドファンディングによる資金調達の効率化，小口投資ア

プリによる資産運用手段の多様化

・課題：金融に関連する情報の真偽を正しく判断し，活用する能力である金

融リテラシーの向上

◆公共交通分野

労働力不足の下での新たな公共交通の実現

・目的：デジタル技術の活用により公共交通の利便性を高める

・活用事例：キャッシュレス決済，鉄道やバスの位置情報案内，GPS（位置

情報システム）を活用した新たな輸送形態

・課題：鉄道会社やバス会社のデジタル技術の活用に対する地方公共団

体による支援

今後の学習に向けて

・デジタル技術の活用について，政府がどのような仕組みで政策を策定

し実施しているのかを調べる

・医療分野や農業分野など，ほかの分野でのデジタル技術の活用可能性を構

想する

公共，政治・経済

―１６７― （２７０２―１６７）



問 １ 授業での発表に向け，生徒Ｘと生徒Ｙは，下線部が日本の経済社会に及ぼ

す影響について話し合っている。次の会話文中の空欄 ア ・ イ に当

てはま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。 １５

Ｘ：フィンテックが経済活動を活性化させると期待されているね。

Ｙ：銀行が融資先の信用評価を行う際に AI（人工知能）を使ったり，スマート

フォンに決済機能をもたせたりすることだね。ほかにも，ブロックチェー

ンによって改ざんを防いで取引する ア が話題になっているよ。

Ｘ：そうだね。 ア は，暗号資産とも呼ばれているね。

Ｙ：インターネット上でやりとりできる利便性はあるけど，価格変動を利用し

た投機的な取引が話題になったように， ア の価値貯蔵手段の機能

は，安定していないかもね。

Ｘ：その点，日本銀行券の場合は，法定通貨として イ があり，金融政策

を通じてその価値の安定化が図られているよ。

Ｙ：たしかにね。フィンテックによる金融サービスの広がりについては，価値

の安定化を含めて，安全にサービスが利用できる仕組みをさらに考えてい

かなければならないね。

� ア 仮想通貨 イ 発行できる量の上限

� ア 仮想通貨 イ 強制的な通用力

� ア 現金通貨 イ 発行できる量の上限

� ア 現金通貨 イ 強制的な通用力

公共，政治・経済
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問 ２ 下線部に関連して，さまざまな資金調達の方法について関心をもった生徒

Ｙは，企業のバランスシート（貸借対照表）の変化を考えるために，企業のバラ

ンスシートを模式的に示した次の図を作成した。企業が銀行から３，０００万円の

資金を借り入れて設備投資を行った場合，図中のア～ウのどの欄に３，０００万円

を書き加えればよいか。当てはまるものをすべて選び，その組合せとして正し

いものを，後の�～�のうちから一つ選べ。 １６

資産

ア

負債

イ

純資産

ウ

� ア

� イ

� ウ

� アとイ

� アとウ

� イとウ

� アとイとウ

公共，政治・経済

―１６９― （２７０２―１６９）



問 ３ 下線部に関連して，生徒Ｘは，家族Ｊと家計の資産運用について話し合っ

ている。次の会話文中の空欄 ア に当てはまる記述と空欄 イ に当て

はまる金額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。 １７

Ｘ：「貯蓄から投資へ」という話を新聞で読んだよ。

Ｊ：現金や預金の形で保有されている家計の金融資産を株式や債券で運用して

はどうか，という話だね。市場の金利を引き下げる金融政策がなされてき

たことが背景にあるよ。ただ，日本では，市中銀行への預金は ア か

ら，投資に比べてリスクが小さいため，貯蓄も悪くはないよね。

Ｘ：資産運用のリスクとリターンのバランスを考える必要があるんだね。じゃ

あ，余裕資金を年間の利回り１０％で運用するケースを考えてみようよ。

株式の利回りは株価と配当金の額から計算できるけど，債券の場合はどう

かな。

Ｊ：すでに市場に出回っている債券なら，発行時に定められた利率が年１．２％

で満期が�年後の場合は，額面価格１００万円の債券を イ で購入すれ

ば，�年後には１０％の利回りが得られるよね。

ア に当てはまる記述

ａ 貸金業法によって，上限金利が定められている

ｂ 預金保険制度によって，１，０００万円までの預金元本とその利息が保証され

ている

イ に当てはまる金額

ｃ ９２万円

ｄ １０８万円

� ア―ａ イ―ｃ � ア―ａ イ―ｄ

� ア―ｂ イ―ｃ � ア―ｂ イ―ｄ

公共，政治・経済
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問 ４ 下線部に関連して，生徒Ｘと生徒Ｙは，路線バス運転者の労働力不足をめ

ぐる課題の解決策について話し合っている。次の会話文中の空欄 ア ・

イ に当てはま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。 １８

Ｘ：路線バス運転者の人手不足の問題を解決していくためには，労働条件の改

善が必要だと思うけど，デジタル技術はどのように貢献できるかな。

Ｙ：たとえば， ア ことで運転経験が少ない人の運転技能の向上を支援す

ることは，就業を希望する人の不安の解消にもつながるし，新規就業者数

の増加に効果があると思うよ。

Ｘ：ほかにも，デジタル技術を用いて運転者の労働時間を短縮する方法もある

かもね。ただし，そのような工夫をしても人手不足が続く場合には，既存

のバス路線網を廃止しないために イ ことが必要なのではないかな。

Ｙ：自動運転技術に期待したいけれど，その限界にも注意すべきだね。

ア に当てはまる記述

ａ バスの運行状況を，利用客が停留所に設置された装置やスマートフォンな

どで確認できるようにする

ｂ 急発進および急ブレーキを検知するセンサーをバスに取り付けて，そこか

ら得られた数値を記録し，運転者に AIがアドバイスする

イ に当てはまる記述

ｃ 現状の便数に加えて乗客数が最も多い時間帯のバスを増便する

ｄ 現状の便数から乗客数が一定以下の時間帯のバスを減便する

� ア―ａ イ―ｃ � ア―ａ イ―ｄ

� ア―ｂ イ―ｃ � ア―ｂ イ―ｄ

公共，政治・経済
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問 ５ 下線部について，現在の日本の地方公共団体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。 １９

� 地方公共団体の活動を監視するために，一部の地方公共団体がオンブズ

パーソン（オンブズマン）制度を設置している。

� 地方公共団体の事務処理の効率性を高めるために，一部の地方公共団体が

共同で道州制を導入している。

� 住民自治の原則を実現するために，地方公共団体の議会は，条例に基づい

て行われた住民投票の結果に法的に拘束される。

� 法律との整合性を図るために，地方公共団体の条例は，その地方公共団体

の議会での議決ののち総務大臣の認可を経て制定される。

公共，政治・経済
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問 ６ 下線部に関連して，現在の日本における行政機関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。 ２０

� 内閣府は，各省庁より上位の位置から省庁間の政策に関する総合調整を行

う機関である。

� 国家公安委員会は，政治的中立性や公平性の観点から警察行政を統括し調

整する独立行政法人である。

� 各省庁の幹部職員人事に関する一元的な管理を行うことを目的として，人

事院が設置されている。

� 各省庁の国務大臣による企画立案を補佐することを目的として，政府委員

制度が設置されている。

公共，政治・経済

―１７３― （２７０２―１７３）



第５問 生徒Ｘと生徒Ｙは，「政治・経済」の授業において，「少子高齢社会におけ

る課題と対策」というテーマについて次のように話し合っている。これに関して，

後の問い（問１～６）に答えよ。（配点 １９）

Ｘ：日本では，今後，少子高齢化と人口減少がますます進んでいくね。現役世

代の人口が減少すれば労働力不足も生じるんじゃないかな。この問題にどのよ

うに対処していけばいいんだろう。

Ｙ：いろいろな対策が考えられるけど，私は，女性の就業を促進することが重

要だと思うな。たとえば，男女にかかわらず育児休業の取得を推進するなど，

子育てと仕事の両立をもっと支援することが必要じゃないかな。日本は，ヨー

ロッパの先進国と比べて，社会支出の中で子育て世代に対する支出の割合

が小さいといわれているからね。少子化問題の対策にもなるかもしれないよ。

Ｘ：その通りだけど，女性の就業の問題は人権の観点からも考える必要があるね。

たとえば，社会におけるジェンダー平等の実現も，だれもが働きやすい環

境を整備する上で重要だと思うな。

Ｙ：少子高齢化が進めば社会保障制度を維持するのも難しくなるね。公的年金の受

給額の減額も考える必要があるのかな。

Ｘ：ただ，公的年金の受給額や介護保険サービスを抑制すると，安心して老後を過

ごせないし，生活に困る人が増えるんじゃないかな。

Ｙ：日本国憲法は生存権を保障して，社会福祉の向上と増進を国に義務づけて

いるから，その理念も踏まえて，多くの人が納得できる制度を構築する必要が

あるね。そのためにも，さまざまな世代が積極的に政治参加をする必要が

あると思うな。
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問 １ 下線部の状況について，生徒Ｘは，日本の�年ごとの人口および労働力人
口のデータを調べ，次の図を作成した。後の記述ア～ウのうち，この図に関す
る記述として正しいものはどれか。当てはまるものをすべて選び，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。 ２１

総人口

15　歳以上人口

生産年齢人口

労働力人口(65　歳以上)

労働力人口(65　歳未満)

140,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

(千人)

1980 2000 05 10 1590 9585 20　(年)

（出所） 総務省統計局Webページにより作成。

ア 総人口が減少していても，６５歳以上人口が増加している期間がある。
イ ２０００年と２０２０年の労働力人口を比べると，６５歳以上の増加分が６５歳未
満の減少分を上回っている。
ウ 生産年齢人口が減少している期間にも，６５歳未満の労働力人口は増加し
た期間がある。

� ア � イ � ウ
� アとイ � アとウ 	 イとウ
� アとイとウ

公共，政治・経済

―１７５― （２７０２―１７５）



問 ２ 下線部に関連して，生徒Ｘと生徒Ｙは，次の資料１と資料２をみながら，

女性の働き方について話し合っている。後の会話文中の空欄 ア ・

イ に当てはま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。 ２２

(％)
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〜
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〜
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〜
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〜
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1987　年
(％)
80

0

60

40

20

2017　年

正規の職員・従業員 非正規の職員・従業員 その他の就業形態

資料１ 女性の年齢階級・就業形態別就業率（１９８７年と２０１７年）

資料２ 非正規の職員・従業員として就業している女性が
現在の就業形態を選択した理由（２０１７年，複数回答）

２５～
２９歳

３０～
３４歳

３５～
３９歳

４０～
４４歳

４５～
４９歳

自分の都合のよい時間に働きたいから ４４％ ４９％ ４９％ ４９％ ５０％

家計の補助・学費等を得たいから ２１％ ３０％ ４０％ ４７％ ４９％

家事・育児・介護等と両立しやすいから ２３％ ４１％ ４７％ ４３％ ３６％

通勤時間が短いから １７％ ２１％ ２４％ ２６％ ２８％

専門的な技能等を生かせるから １３％ １３％ １３％ １３％ １２％

正規の職員・従業員の仕事がないから ２０％ １７％ １５％ １４％ １５％

その他 ２０％ １３％ ９％ ９％ ９％

（出所） 資料１，資料２ともに，総務省統計局Webページにより作成。
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Ｘ：日本では，女性の２０歳代後半から３０歳代の就業率が周辺の年代と比べて

低くなるM字カーブは解消してきているのかな。

Ｙ：資料１をみると，２０１７年にはその年代の女性の就業率も７０％に達してい

るね。

Ｘ：たしかに２０１７年にはM字カーブがある程度解消しているようにみえるけ

ど， ア 。正規雇用と非正規雇用とでは待遇に差があるから，出産や

子育てを経験しても正規の職員・従業員として働き続けることができるよ

うな政策が必要じゃないかな。

Ｙ：そうだね。だけど，資料２をみると， イ ことも重要だと思うな。

ア に当てはまる記述

ａ １９８７年に比べて上昇しているのは，非正規の職員・従業員での就業率

で，正規の職員・従業員での就業率は低下しているね

ｂ 正規の職員・従業員での就業率は，２０歳代後半で最も高くなり，それ以

降は年齢階級が上がるに従って低下しているね

イ に当てはまる記述

ｃ 女性が非正規の職員・従業員を選択した理由として最も多いのは，「正規

の職員・従業員の仕事がないから」だから，企業が，正規の職員・従業員の

雇用を拡大する

ｄ 女性が非正規の職員・従業員を選択した理由として最も多いのは，「自分

の都合のよい時間に働きたいから」だから，企業が，勤務地や勤務時間を限

定して雇用する「限定正社員制度」の導入を進める

ｅ 女性が非正規の職員・従業員を選択した理由として最も多いのは，「自分

の都合のよい時間に働きたいから」だから，企業が，高所得の専門職に労働

時間の上限規制を適用しない「高度プロフェッショナル制度」での雇用を拡大

する

� ア―ａ イ―ｃ � ア―ａ イ―ｄ

� ア―ａ イ―ｅ � ア―ｂ イ―ｃ

� ア―ｂ イ―ｄ � ア―ｂ イ―ｅ
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問 ３ 下線部に関連して，生徒Ｙは，日本の政策分野別社会支出の対 GDP（国内

総生産）比とその内訳を調べ，次の資料を作成した。資料中の空欄 ア ・

エ にはそれぞれ「保健」または「失業・積極的労働市場政策」のいずれかの

語句が，空欄 イ ・ ウ にはそれぞれ「家族」または「高齢」のいずれか

の語句が当てはまる。空欄 ア ・ ウ に当てはまるものの組合せとし

て正しいものを，後の�～�のうちから一つ選べ。 ２３

0

2020　年

2019　年

ア イ ウ エ その他

2010 30
(％)

（出所） 国立社会保障・人口問題研究所Webページにより作成。

〇社会支出のうち，「保健」は医療保険，公的負担医療費，介護保険など，「失

業・積極的労働市場政策」は求職者給付，教育訓練費，雇用調整助成金など，

「家族」は児童手当，育児・介護休業給付など，「高齢」は老齢年金などである。

〇２０２０年は新型コロナウイルスの感染拡大が影響して社会支出が増加したが，

なかでも「失業・積極的労働市場政策」の増加率が最も高かった。

� ア 保健 ウ 家族

� ア 保健 ウ 高齢

� ア 失業・積極的労働市場政策 ウ 家族

� ア 失業・積極的労働市場政策 ウ 高齢
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問 ４ 下線部に関連して，生徒Ｘと生徒Ｙは，婚姻の際の夫婦同氏制を定める民

法の規定の合憲性に関する２０１５年の最高裁判所判決についての次の資料をみ

ながら話をしている。後の会話文中の空欄 ア ・ イ に当てはまる語

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。

２４

〇最高裁判所の多数意見

「氏は，家族の呼称としての意義があるところ，現行の民法の下にお

いても，家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられ，その呼称

を一つに定めることには合理性が認められる。」

〇岡部喜代子裁判官の個別意見

「本件規定は，昭和２２年の民法改正後，社会の変化とともにその合理

性は徐々に揺らぎ，少なくとも現時点においては，夫婦が別の氏を称す

ることを認めないものである点において，個人の尊厳と両性の本質的平

等の要請に照らして合理性を欠き，国会の立法裁量の範囲を超える状態

に至っており，憲法２４条に違反するものといわざるを得ない。」

（出所） 最高裁判所民事判例集６９巻�号

Ｘ：この判決には，多数意見とは異なる岡部裁判官の個別意見がついている

よ。夫婦同氏制をめぐる争いの背景には， ア が増えて，氏の変更に

伴う不利益に直面する人々の存在があるね。具体的な不利益は何だろう。

Ｙ：たとえば，婚姻により氏を変更した場合，その婚姻中は イ の識別に

困難が生じやすくなるね。個別意見もその点に着目しているのかな。

Ｘ：この後も繰り返し訴訟が提起されているようだね。もっと調べてみよう。

� ア 婚姻後も就労する女性 イ 変更前の人物と同一人物であるか

� ア 婚姻後も就労する女性 イ 自身の婚内子（嫡出子）との親子関係

� ア 育児休業を取得する男性 イ 変更前の人物と同一人物であるか

� ア 育児休業を取得する男性 イ 自身の婚内子（嫡出子）との親子関係
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問 ５ 生徒Ｘは，下線部について調べた。生存権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。 ２５

� 朝日訴訟において，最高裁判所は，当時の生活保護基準は最低限度の生活

水準を維持できないため憲法違反であると判断した。

� 堀木訴訟において，最高裁判所は，生存権保障のための立法について国会

の裁量の余地はないと判断した。

� 日本国憲法は，健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障してお

り，この権利を具体化するものとして生活保護法が定められている。

� 日本国憲法は，健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障するた

め，この権利を具体化するものとして生活保護基準を条文で定めている。
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問 ６ 下線部に関連して，生徒Ｘと生徒Ｙは，日本の選挙について調べたとこ

ろ，投票率の低さが課題として指摘されていることがわかった。そこで，Ｘと

Ｙは，政治参加を活性化させるためにどうすればよいかについて，考察と議論

を行った。次の会話文中の空欄 ア ・ イ に当てはまる語句の組合せ

として最も適当なものを，後の�～�のうちから一つ選べ。 ２６

Ｘ：低投票率の背景には，政治的無関心があるといわれているね。有権者の政

治的関心を高めるためにはどのような手段が考えられるのかな。

Ｙ：公職選挙法で認められる選挙運動の範囲を拡大してはどうだろう。有権者

の積極的な政治参加を促すことにつながるような選挙運動が可能になるん

じゃないかな。たとえば，現在は全面的に禁止されている ア の解禁

が考えられるね。

Ｘ：ほかにも，さまざまな投票の手段があることをもっと周知する必要がある

と思うな。たとえば，投票日の前日までに，有権者として名簿に登録され

ている居住地で投票することのできる制度があるね。それ以外にも，長期

の旅行や出張で遠方に滞在していたり，居住地から離れた病院に入院して

いたりする人が，投票日の前日までに，有権者として名簿に登録されてい

る居住地以外の場所で投票することのできる イ があるね。

Ｙ：主権者である国民の政治的関心を高めるためにはどうすればいいか，もっ

と調べてみよう。

� ア 戸別訪問による選挙運動 イ 不在者投票制度

� ア 戸別訪問による選挙運動 イ 期日前投票制度

� ア インターネットを利用した選挙運動 イ 不在者投票制度

� ア インターネットを利用した選挙運動 イ 期日前投票制度
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第６問 「政治・経済」の授業で，生徒Ｕ，生徒Ｖ，生徒Ｗ，生徒Ｘ，生徒Ｙ，生徒

Ｚは，「現代国際社会の諸問題をどう解決するか」という課題を設定し，�班に分か

れて探究する学習を進めてきた。次の図は，学習の流れと役割分担，キーワードを

示したものである。これに関して，後の問い（問１～６）に答えよ。（配点 １９）

Ⅰ 現在の問題
は何か

Ⅱ 関係する変
化や背景は
何か

Ⅲ 解決に向け
何が重要か

Ⅳ 解決案は何
か

政治班
（Ｕ，Ｖ担当）

力の支配と
単独行動主義

国際社会の
特質

法の支配と
多国間主義

外交や国際法の
活用

経済班
（Ｗ，Ｘ担当）

為替相場の
変動による影響

経常収支の
変化

為替相場の
安定

国家間での
通貨協力

社会班
（Ｙ，Ｚ担当）

感染症，健康，
保健衛生の問題

グローバル化，
技術革新

社会的公正
技術革新と
社会的公正との

両立

問 １ 下線部に関連して，生徒Ｗは，自国通貨の為替相場が米ドルに対して変動

したときに起きることをまとめた。自国通貨が米ドルに対して下落したときに

起きることとして最も適当なものを，次の�～�のうちから一つ選べ。

２７

� 自国企業が保有していた他国の米ドル建ての国債が償還されて，米ドルで

受け取った元本と利子を自国通貨に換算すると，その受取額が減少する。

� 自国企業が生産拠点をアメリカに設立する場合，自国通貨でみると，より

多くの投資額が必要となる。

� 外国企業が著作権をもつコンテンツを自国企業が利用して，その利用料を

米ドルで支払っている場合，この支払額が自国通貨でみると減少する。

� 米ドル建てで自動車を輸入している自国企業が，自国通貨建てでの国内の

販売価格を据え置くと，自動車�台当たりの売上げに伴う利益が増大する。
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問 ２ 下線部に関連して，生徒Ｕと生徒Ｖは，二国間関係を念頭に軍事的緊張が

高まる原因を考えた。次のメモは，ＵとＶがグループワークをしながら模造紙
ふ せん

に付箋を左から順に重ねて貼って作成したものである。メモに基づいて考えた

とき，二国間で軍事的緊張が回避されうる場合の記述として最も適当なもの

を，後の�～�のうちから一つ選べ。 ２８

政治班(Ｕ，Ｖ)　二国間で軍事的緊張が高まるのはなぜか

〇｢世界政府のような中央集権的政府や権力が存在しない｣
　という国際社会の特質が背景にある

二国がそれぞれ
力によって
自国の安全を
追求すること
が原因である
(力の支配)

そこでは
安全保障上の
協力が難しい

[例１]
防衛を目的に
兵器数を増やす
場合

[例２]
防衛を目的に
兵器の質を
高める場合

その結果
｢攻撃的｣
と理解され
二国とも
軍拡する

一方で，相互に
コミュニケーション
をとり，
信頼醸成を
継続することで
安全保障上の協力は
可能である

なぜ協力は
難しいか？
　
自国は防衛を
目的としても
相手国からは
｢攻撃的｣
と理解される

� 一方の国が，攻撃ではなく防衛の意図をもって，迎撃ミサイルの配備数や

配備地点を増やした。

� 一方の国が，攻撃ではなく防衛の意図をもって，戦闘機を改修して速度と

航続距離を向上させた。

� 一方の国が他方の国に対し，軍事情報を相互提供する制度の創設を提案

し，二国間の相互提供が開始された。

� 一方の国が他方の国に対し，サイバーテロに備えて合同で実施してきた演

習の打切りを通告し，二国間の演習が終了した。
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問 ３ 下線部に関連して，次の図は，２００７年から２０２１年までの日本の経常収

支，貿易収支，サービス収支，第一次所得収支，第二次所得収支を示してい

る。これらのうち，貿易収支，サービス収支，第一次所得収支は，それぞれ図

中のＡ～Ｃのいずれかで表されている。

生徒Ｘは，図に示されている期間に生じた日本の対外的な経済取引に関する

変化を調べて，後のメモにまとめた。メモ中の空欄 ア ・ イ に当て

はま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。 ２９

2007

－10

0

10

20

30

40

－20

(兆円)

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

第二次所得収支 経常収支Ａ Ｂ Ｃ

21 (年)

図

（出所） 財務省「国際収支総括表」により作成。

〇Ａの２０１２年から２０１５年までの時期の変化は， ア が増加してこの金額が

計上されたことを反映している。

〇Ｂの２０１１年から２０１４年までの時期の変化は， イ が増加してこの金額が

計上されたことを反映している。

メモ
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ア に当てはまる語句

ａ 日本企業による対外直接投資額

ｂ 日本企業による対外直接投資の投資収益

イ に当てはまる語句

ｃ エネルギー資源の輸入額

ｄ 海外の証券に対する投資額

� ア―ａ イ―ｃ

� ア―ａ イ―ｄ

� ア―ｂ イ―ｃ

� ア―ｂ イ―ｄ
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問 ４ 下線部に関連して，生徒Ｗと生徒Ｘは，主要通貨間の為替相場の安定のた

めに２０世紀以降に確立した仕組みと，それをめぐる各国の対立と協調につい

て調べ，次のカードａ～ｅにまとめた。最初に起きたのがカードａの出来事で

あり，最後に起きたのがカードｅの出来事である。これら二つの出来事の間に

起きたカードｂ～ｄの出来事について，それぞれの出来事を古いものから順に

並べたものとして正しいものを，後の�～�のうちから一つ選べ。 ３０

ａ

１９２９年に始まった世界恐慌は，イギリスのポンドを中心とした国際金本
しゆうえん

位制に終焉をもたらした。恐慌が拡大すると，主要国は，それまで採用し

ていた金本位制を停止して，相次いで自国通貨の為替相場を切り下げた。

ｂ

アメリカは，主要国の通貨当局に対して，金�オンス＝３５ドルのレー

トでドルを金と交換することを保証した。アメリカ以外の主要国は，自国

通貨と米ドルとの為替相場を固定した。

ｃ

アメリカの金利が上昇してドル高が続いたため，主要国はドル高是正に

合意し，当時の西ドイツのマルクや日本の円の米ドルに対する為替相場が

上昇した。この合意はプラザ合意と呼ばれた。

ｄ
ニクソン・ショック（ドル・ショック）の後，主要国は固定為替相場制の

維持を試みたものの長続きせず，変動為替相場制に移行した。

ｅ

ドイツのマルクが，たびたび米ドルに対して上昇し，欧州の主要通貨間

の為替相場の変動が激しくなったため，EU（欧州連合）内の主な国は，相互

の為替相場を安定させた後，通貨を統合して共通通貨ユーロを導入した。

� ｂ→ｃ→ｄ � ｂ→ｄ→ｃ � ｃ→ｂ→ｄ

� ｃ→ｄ→ｂ � ｄ→ｂ→ｃ � ｄ→ｃ→ｂ
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問 ５ 下線部に関連して，生徒Ｙと生徒Ｚは，人々の健康や保健衛生をめぐる世

界的問題群である「グローバル・ヘルス」を取り上げ，調べたことを次のポス

ターにまとめた。ポスターの内容を踏まえ，ポスター中の空欄 ア に当て

はまる解決策として誤っているものを，後の�～�のうちから一つ選べ。

３１

社会班（Ｙ，Ｚ）「グローバル・ヘルス」における医薬品アクセスの問題

問題の

背景

〇技術革新が進み，新しい医薬品が開発される。
ばくだい

〇だが，新薬開発費用は莫大になる。

〇製薬会社は，新薬の特許が保護されることで，一定期間独占的

に薬を製造し販売して，開発に投じた費用を回収できる。

〇一方で，医療費は高額になり，医薬品へのアクセスに関して

も，先進国と発展途上国の間で格差が生じる。

問 題 医薬品アクセスをめぐる格差をどう解決するか。

解決策
より社会的公正を重視した取組みが必要ではないか。

たとえば，国際社会が ア

� 発展途上国に対して，医薬品に関する知的財産権の厳格な運用を義務づけ

る。

� 発展途上国に対して，医薬品を共同で購入したものを優先的に供給する仕

組みを作る。

� 発展途上国の製薬企業に特許の切れた医薬品を大量生産する技術の導入を

促して，より多くの発展途上国の人々が医薬品を入手できるようにする。

� 先進国の製薬企業の特許権を管理して，発展途上国の製薬企業が医薬品を

安価に製造・販売できるようにする。
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問 ６ 生徒たちは，後日，街の図書館で学習成果を発表した。発表後，生徒Ｙと生

徒Ｚは，発表を聞いていた街の人Ｊからの質問をきっかけに，新しい課題を発

見した。次の会話文の趣旨を踏まえて，会話文中の空欄 ア に当てはまる

記述として最も適当なものを，後の�～�のうちから一つ選べ。 ３２

Ｊ：発表内容は，先進国と発展途上国との教育格差にも応用できませんか。

Ｙ：できると思います。私たちは授業でタブレットやアプリを使いますが，発

展途上国だとそもそも機材が手に入りにくいですよね。

Ｊ：私の勤める会社では，発展途上国向けにデジタル教材を販売しています。

格差を縮めるねらいなのですが，普及はなかなか進みません。

Ｚ：ただ，社会問題に企業が積極的に取り組むことは大事だと思います。技術

革新が進んでも，多くの人にゆきわたるのは別だと思うからです。

Ｙ：Ｚさん，新しい探究課題，「先進国と発展途上国との間で教育の社会的公

正をどう実現するか」なんてどうかな。

Ｚ：いいねそれ。授業で学んだ ESG投資も解決につながるかもしれない。た

とえば ア なんか，当てはまるんじゃないかな。

Ｊ：そうですね。企業がグローバルな社会問題へ貢献することは，ますます重

要になると思います。

� 人々が発展途上国の教育改善に携わる企業の株式を積極的に購入すること

� 先進国が無償資金援助を実施してより多くの学校を建設すること

� 非営利組織が発展途上国の未就学の人々に教育を提供して社会的包摂を促

進すること

� 大学が研究を進めてより高い性能の教育機器を開発すること
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