
 

〔１〕次の文章を読み、あとの問いに答えなさい。 

 

 テレビをつけると必ず目にするのが食品の①コマーシャルだ．カレーや②みそ汁，カップラーメン，調味料，くだも

の，菓子，酒類，ソフトドリンク…，和食もあれば洋食や中華，さらに③エスニック料理もある．とにかくいろいろな

食品が登場する．その種類の多さたるや，世界でこれほど多彩な食品をテレビで流す国はほかにないのでは，と思われ

るほどである． 

 コマーシャルにはだいたい食べるシーンが出てくる．カップルだったり，家族同士や年配の女性だったり，場所も家

庭や学校，④職場，屋外とさまざまだ．しかし，いずれのコマーシャルにも共通していることがある．それは登場人物

がみな笑顔なこと．誰もがうれしそうに食べている． 

 実際，食べることは心地よさとつながっている．おなか一杯になれば満足感が高まり，親しい人との食事は盛り上が

る．あるいは，悲しい時でも何かを口にすれば気持ちがいくらか落ち着くし，苦しい思いをしていても気分が和らぐ． 

 もっとも，人はそもそも食べなければ生きていけないわけで，栄養を取るために，われわれはコマーシャルに出てく

るような食品を含めて，手に入るものを食べている．そこには日本固有の食品もあれば，外国由来のものもある．また，

交通の発達によって食品の大量輸送が可能になり，多くの輸入食品も出まわっている．今や世界各地の食品が流通し，

⑤他の地域と共通する食べ物もかなり増えている．この点で食は着実にグローバル化をたどっているといえるだろう． 

 にもかかわらず，食は依然として地域によって異なり，世界各地で多様な料理が食べられているのも事実である．地

域固有の⑥宗教や価値観など，その理由はさまざまであるが，根本的な理由を突き詰めれば，地域ごとに⑦自然環境に

適した作物がつくられ，食料とされてきたからということに行き着く．人はつねに生きてゆくための食料を，住んでい

る土地で調達してきた．つまり，自然環境が違えば手に入る食料は異なるから，おのずと食べるものも違ってくるわけ

である．…（中略）… 

 このように，⑧熱帯地域では植物から炭水化物を得て⑨エネルギーを確保する傾向が強くなり，寒帯地域や乾燥地域

では植物に変わって動物から脂肪を得てエネルギーを確保するようになる．植物主体と動物主体の食文化は，基本的に

こうした環境の違いで説明できる．あとは，気温や降水量，日照量の違いから栽培する作物や飼育する⑩家畜の種類は

異なってくることになる．こうして地域固有の食は，地域で得られる食料によって長期にわたって育まれてきた． 

（加賀美雅弘『食で読み解くヨーロッパ －地理研究の現場から－』） 

 

問１ 下線部①に関連して、コマーシャルを作成する広告業は第三次産業に分類されます。次のグラフは、群馬県、広

島県、宮崎県、沖縄県における産業別人口の割合を表したものです。群馬県にあてはまるグラフを、ア～エのうち

から選びなさい。 
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（その １） 

（『データでみる県勢』による、統計年次は 2017 年） 



問２ 下線部②に関連して、みその原料の一つである大豆の生産量が最も多い都道府県は北海道です。左下の人口ピラ

ミッドＡ・Ｂは北海道の札幌市と夕張市のいずれかであり、右下のグラフ中のＣ・Ｄは北海道の転入数と転出数の

いずれかです。札幌市と北海道の転入数の組み合わせとして正しいものを、あとのア～エのうちから選びなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ 下線部③は、民族独自の料理のことで、ベトナム料理もこれにあたります。次の左下の表はベトナムにおける

1995 年と 2019 年の上位の輸出品目とその割合を表したものであり、右下のグラフは日本企業のベトナムへの進出

数を表したものです。これらの図表を見て、ベトナムにおいて「1995 年と 2019 年で輸出品目がどのように変化し

たか」と「その理由」を 50～75 字で説明しなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 下線部④に関連して、多くの人々の職場となる会社

は都心部に立地していることが多くなっています。次

の図は東京周辺の人口分布を１㎞四方ごとに表したも

のです。この図を見ると、人口の分布は東京都心部を

中心に同心円状になっていますが、図中の丸囲みに示

したように一部の地域では大都市圏の外側に拡大して

います。なぜこのようになるのか簡潔に説明しなさ

い。 

 

 

 

 

 

 

 ア イ ウ エ 

札幌市 Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

北海道の転入数 Ｃ Ｄ Ｃ Ｄ 

 1995 年 2019 年 

１位 原油 19.7% 機械類 41.7% 

２位 手工業品と軽工業品 19.6% 衣類 11.7% 

３位 魚介類 11.9% 履物 7.2% 

４位 コーヒー豆 10.9% 繊維と織物 3.4% 

輸出総額 52 億ドル 2642 億ドル 

（その ２） 

（総務省「住民基本台帳人口移動報告年報」による） 

 

（総務省「国勢調査」をもとに作成、統計年次は 2020 年） 

（『データブック オブ・ザ・ワールド』による） 

（経済産業省「海外事業活動基本調査」をもとに作成） 

（総務省「国勢調査」による、統計年次は 2020 年） 

 



問５ 下線部⑤に関連して、現在世界では多くの国や地域の間で統合が進んでいます。地域統合に関する次の問い

(1)・(2)に答えなさい。 

(1) ヨーロッパの多くの国はヨーロッパ連合（ＥＵ）に加盟しています。ＥＵについて述べた文Ａ・Ｂの正誤の組み

合わせとして正しいものを、次のア～エのうちから選びなさい。 

 Ａ．ＥＵは域内全体として食料自給率を上げるため、個々の農家や地域に補助金を出して保護する政策をとっており、

近年では農薬の使用を抑えた環境重視の農業に対して補助金を増やしている。 

 Ｂ．ＥＵ域内での移動が自由になった結果、西ヨーロッパから近年日系企業の進出が多い東ヨーロッパの国々へ働き

に行く労働者が増えており、西ヨーロッパでは労働者不足が深刻になっている。 

  ア．Ａ－正 Ｂ－正   イ．Ａ－正 Ｂ－誤   ウ．Ａ－誤 Ｂ－正   エ．Ａ－誤 Ｂ－誤 

(2) 北アメリカ州の３カ国の間で 2020 年に発効した貿易協定を何というか、アルファベットで答えなさい。 

問６ 下線部⑥に関連して述べた次の文中の【 Ａ 】に適する語句を答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

問７ 下線部⑦に関連して、日本では多くの自然災害の発生が警戒されています。次の図はある都道府県における洪水

による浸水、高潮による浸水、土石流の発生が警戒されている区域をそれぞれ表したものです。その組み合わせと

して正しいものを、あとのア～カのうちから選びなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア イ ウ エ オ カ 

洪水による浸水 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ 

高潮による浸水 Ｂ Ｃ Ａ Ｃ Ａ Ｂ 

土石流の発生 Ｃ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ 

 

問８ 下線部⑧に関連して、熱帯が広がるブラジルのアマゾン川流域では大規模な森林伐採が進んでいます。これにつ

いて述べた次の文中の下線部Ａ～Ｃの正誤の組み合わせとして正しいものを、あとのア～クのうちから選びなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア イ ウ エ オ カ キ ク 

Ａ 正 正 正 正 誤 誤 誤 誤 

Ｂ 正 正 誤 誤 正 正 誤 誤 

Ｃ 正 誤 正 誤 正 誤 正 誤 

（その ３） 

（国土交通省「国土数値情報」をもとに作成、 

統計年次は 2020 年または 2021 年） 

 第二次世界大戦後、ブラジルは国家の計画として、

アマゾン川流域の開発を進め、アマゾン横断道路を建

設し、大企業による木材資源の開発も進みました。開

発の目的の一つは、Ａアマゾンに住む貧しい農民を

都市部へ移住させることでした。 

この開発などのために広大な熱帯雨林が伐採され、

その様子は右の衛星画像にみられるように、Ｂ道路

から外側に向かって線状に伐採されています。 

熱帯雨林の伐採により、植物の光合成による二酸化

炭素の吸収量が少なくなり、Ｃオゾン層の破壊が進

むと考えられているため、現在では開発が規制されて

います。 

世界で多くの人に信仰されている宗教であるイスラーム（イスラム教）は、禁止されている行いや食物がありま

す。その一方、イスラームの教えの上で行って良いことや食べることが許されている食材や料理を【 Ａ 】とい

い、信者が安心して食事できるようにイスラームの基準が守られている食品には【 Ａ 】マークが付けられてい

ます。 



問９ 下線部⑨に関連して、人間は石油や石炭などの鉱産資源を電力などのエネルギーにしています。次の図は日本、

アメリカ合衆国、フランスにおける、2010 年および 2019 年の発電量の内訳を表したものです。次の図中Ａ～Ｃに

は国名、Ｘ・Ｙには年号があてはまります。アメリカ合衆国と 2019 年の組み合わせとして正しいものを、あとの

ア～カのうちから選びなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10 下線部⑩について、左下の表中Ａ・Ｂには牛肉およびバターのいずれかがあてはまり、表中Ｘ・Ｙにはどちらも

オセアニア州の国があてはまります。また右下の雨温図Ｃ・Ｄは、左下の表中のＸ・Ｙのいずれかの国の都市であ

る、クライストチャーチとブリズベンのものです。牛肉およびＸの国の都市の雨温図の組み合わせとして正しいも

のを、あとのア～エのうちから選びなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア イ ウ エ オ カ 

アメリカ合衆国 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ 

2019 年 Ｘ Ｙ Ｘ Ｙ Ｘ Ｙ 

 Ａの輸出量の割合 

（2019 年） 

Ｂの輸出量の割合 

（2018 年） 

１位 ブラジル 16.7% Ｙ 24.5% 

２位 Ｘ 13.9% オランダ 15.7% 

３位 アメリカ合衆国 10.3% アイルランド 11.8% 

４位 アルゼンチン 6.0% ベルギー 6.4% 

 ア イ ウ エ 

牛肉 Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

Ｘの国の都市の雨温図 Ｃ Ｄ Ｃ Ｄ 

（その ４） 

（『世界国勢図会』による） 

（気象庁ホームページによる） 

（『データブック オブ・ザ・ワールド』による） 



〔２〕次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。 

 

  旅は、いつから「楽しい」ものになったのだろうか。 

  タビとは古語である。万葉集には旅を詠
よ

んだ歌がたくさんあるが、それらを見るかぎり、古代の旅は決して楽しい

ものではない。…（中略）… 

ひとたび家を離れれば、十分な食べ物も、体を休める場所も約束されない。古代の旅は、場合によっては死と隣り

合わせの危うさに満ちていた。 

  民俗学者の①柳田国男は、タビの語源はトウベ（「給え」の口語形）であるといった…（中略）…。食べ物を「給

え（ください）」と求めながら移動することが、旅の原点であるというのだ。こうした語源については諸説あるけれ

ども、人間の生存という根源的な問題に直結させたところで、柳田の説には説得力がある。たしかに、旅とは、食を

得ながら移動する行為に他ならないからである。 翻
ひるがえ

ってみれば、数百万年も前にアフリカの地で誕生したとされる

②人類の祖先もまた、食を求めて旅を繰り返し、やがて地球上の各地へと散らばっていった。そもそも旅は、人間が

生きるために身につけた基本的な行動様式のひとつなのである。 

  その旅が楽しいものとなったのは、食を得ることへの不安が払拭
ふっしょく

されたことと無関係ではない。 

  日本の場合、それは江戸時代の初期にさかのぼる。③関ヶ原の戦いの翌慶長六（一六〇一）年、④東海道の宿場が

定められ、各宿場に伝馬三六疋
ひき

を常備することが規定された。以後、概ね⑤幕藩体制が安定する⑥寛永年間（一六二

四～四四）ごろにかけて、主要⑦街道と宿場の諸制度、すなわち旅人に寝食を提供するシステムが、ハードとソフト

の両面で整えられる。 

  もっとも、これはあくまで制度上のことであって、実態としては少し前の⑧戦国時代にはすでに、旅に不可欠なイ

ンフラが整備されていたという指摘もある。たとえば、永禄六（一五六三）年、⑨京都から⑩北陸を経て、新潟、会

津、相馬（福島県）あたりまで足を伸ばした⑪醍醐寺の僧侶の記録がある。旅の支出簿のようなもので、「四十八文 

ハタコ（旅籠）銭 五日夕 六日朝」などとあって、一泊二食付きで料金設定された旅宿を利用しながら、遠路はる

ばる旅をしている。道のりこそ後年の江戸時代の街道とは異なるものの、⑫馬を使い、船渡りをし、昼の休憩時には

しばしば酒も飲むといった旅程からは、すでにここを多くの旅人が行き交い、その応対を専業とする商売が沿道各地

に成り立っていたことを確信させる。 

  こうした前史もあってのことだろう。江戸時代の初期には、五街道を中心として、一定の距離ごとに宿場や立場

（休憩所）が置かれ、そこに旅宿や茶店、荷
に

継
つぎ

を担う問屋もでき、徒歩を基本としながらも馬や駕籠
か ご

といった乗り物

が完備され、旅の安全と安心を保障するしくみが確立した。…（中略）… 

大名行列が「楽しい旅」といえるかどうかは別として、すでに四〇〇年以上も前から、数百人規模の大人数が群れ

となって、長い距離を移動することを可能とするシステムが、この国にはできあがっていた。そして、このシステム

を享受して旅をする庶民の群れが、同じころに誕生した。いくつかの条件はあるものの、身分や性別、年齢を問わず、

誰もが旅をすることができるという「⑬大衆化」は、日本の場合、この江戸時代の街道から始まった。旅は、楽しく

なったのである。…（中略）… 

  どの時代にあっても、人は旅を必要とし、旅から多くのことを学び、旅を育てるとともに、旅に育てられてきた。

そのあゆみの先に、今があり、未来がある。    

（山本志乃『団体旅行の文化史－旅の大衆化とその系譜』） 

 

問１ 下線部①について、柳田国男は民俗学者として有名ですが、官僚（役人）として明治政府においても活躍してい

ます。明治の政府に関連して述べた次の文ａ～ｄを、年代の古いものから順に並べかえなさい。 

  ａ．最初の衆議院議員総選挙が行われた。 

  ｂ．政府は藩主から領地と人民を天皇に返還させた。 

  ｃ．警察や地方自治、殖産興業をになう内務省が設置された。 

  ｄ．内閣制度が始まり、伊藤博文が初代の内閣総理大臣となった。 

問２ 下線部②について、日本列島の人類は大陸からわたってきたと考えられています。人類が日本列島にあらわれた

頃の社会について述べた文として正しいものを、次のア～エのうちから一つ選びなさい。 

ア．打製石器の矢じりをつけた弓矢を使って鹿やイノシシなどを狩った。 

イ．磨製石器を付けた槍
やり

を使って集団でオオツノジカなどを狩った。 

ウ．狩りをした動物は、ナイフ形の石器で解体されて食料となった。 

エ．竪穴住居に住み、防寒のために炉を設けて暖をとり、毛皮でつくった衣服を着ていた。 

 

（その ５） 



問３ 下線部③について、関ヶ原の近くにある東山道の不破
ふ わ

関は、東海道の鈴鹿関、北陸道の愛発
あ ら ち

関とともに古代の三

つの関所（三関
さんげん

）のひとつでした。三関から東は、東国または関東と呼ばれ、壬申の乱の後から約 100 年間、朝廷

は三関で畿内と東国との間の通行を厳重に監視しました。非常事態が発生すると、朝廷は関所を閉じて通行を禁じ

ました。東国は馬や兵士の供給地であり朝廷の軍事力を支えていたことを踏まえて、反乱が起きたなどの非常事態

に、なぜ朝廷が三関を閉じたのか、あなたの考えを述べなさい。 

問４ 下線部④について、東海道に関する次の問い(1)・(2)に答えなさい。 

(1) 東海道は、古代においては行政区画でもありました。行政区画の東海道に含まれる国を、下のア～ケのうちから

二つ選びなさい。 

  ア．淡路    イ．伊賀    ウ．伊勢    エ．越前    オ．近江 

  カ．紀伊    キ．丹波    ク．播磨    ケ．若狭  

(2) 東海道の名は、鉄道の路線名にも使用され、1964 年には東海道新幹線が開通しました。東海道新幹線が開通した

1960 年代の日本や世界のようすについて述べた文として正しいものを、次のア～エのうちから一つ選びなさい。 

ア．佐藤栄作内閣が所得倍増計画を打ち出し、日本経済は成長をつづけた。 

イ．石油危機によって世界的に不況となり、日本の高度経済成長は終わった。 

ウ．沖縄は日本に返還されたが、広大なアメリカ軍基地は残された。 

エ．ソ連がキューバでのミサイル基地建設に着手したことで、アメリカとソ連の間で緊張が高まった。 

問５ 下線部⑤について、江戸時代には体制を安定させるために、人々がキリシタンではないことを寺院に証明させま

した。これを何といいますか。 

問６ 下線部⑥の「寛永年間」、もしくはそれに最も近い出来事を述べた文を、次のア～エのうちから一つ選びなさい。 

ア．スペインの無敵艦隊がイギリスに敗れた。 

イ．イギリスが東インド会社を設立した。 

ウ．フランスで平民を中心に新たに国民議会がつくられた。 

エ．反乱軍に北京を占領され、明が滅亡した。 

問７ 下線部⑦に関連して、古代国家ローマでは、国内に街道を建設して整備し、今でもその遺産をみることができま

す。帝政となったローマは、その後東西に分裂し、西ローマ帝国は５世紀に滅亡しましたが、東ローマ帝国は 15世

紀まで続きました。15 世紀まで続いた東ローマ帝国の当時の首都名を答えなさい。 

問８ 下線部⑧について、戦国時代の始まりとされる応仁の乱に関連して述べた文として正しいものを、次のア～エの

うちから一つ選びなさい。 

ア．三管領の斯波氏と畠山氏のそれぞれの家での権力争いが原因の一つである。 

イ．８代将軍のあとつぎをめぐって、足利義政の弟の義尚と子の義視が対立した。 

ウ．下の図Ａは、応仁の乱において動員された悪党と呼ばれた者たちの乱暴が描かれている。 

エ．下の図Ｂは、応仁の乱で中断したが町衆によって復興した天神祭のようすが描かれている。 

図Ａ                        図Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９ 下線部⑨について、京都に建てられた建物について述べた次の文ａ～ｄを、年代の古いものから順に並べかえな 

さい。 

  ａ．平安京の南の正門にあたる羅城門が建てられた。 

  ｂ．キリシタンが増加し、宣教師たちによって教会（南蛮寺）が建てられた。 

  ｃ．勘合貿易で得た資金をもとに、北山に金閣が建てられた。 

  ｄ．書院造の書院がある慈照寺東求堂同仁斎が建てられた。 

（その ６） （その ６） 



問 10 下線部⑩について、江戸時代、東北から大坂を結ぶ航路が整備され、北陸の港には、多数の船が出入りしていま 

した。東北から大坂を結ぶ航路を整備した江戸の商人は誰か、答えなさい。 

問 11 下線部⑪について、醍醐寺は空海の孫弟子にあたる僧侶が開山した寺院です。空海は中国にわたって学び帰国し 

た後に新しい教えを広めました。中国で学び帰国して活躍した４名の僧侶に関連して述べた文として誤っているも 

のを、次のア～エのうちから一つ選びなさい。 

ア．最澄は、比叡山で修行したのち宋にわたり、帰国後に天台宗を開いて延暦寺を建てた。 

イ．栄西の開いた臨済宗は、厳しい修行が武士の気風に合い、幕府に保護された。 

ウ．道元は、ただひたすら座禅を行うことで さとり に至ると説いた。 

エ．雪舟は、明で水墨画を学び、帰国後には日本の風景を描いて独自の様式を確立した。 

問 12 下線部⑫について、日本の中世には馬の背に荷物を積んで運ぶ馬借という運送業者がいました。次の史料は、馬 

借から始まったとされる事件の史料ですが、この史料の事件がおきたときの元号を漢字二字で答えなさい。 

 

 九月 日。一天下の土民が蜂起した。徳政といって、酒屋・土倉・寺院などを破壊し、質に入っていたものなど

を勝手に奪い、借金の証文などをすべて破り捨てた。管領がこれを鎮めた。国がほろぶ原因として、これ以上の事

件はない。日本が始まって以来、土民たちが蜂起したのは、これが初めてのことである。 

 

問13 下線部⑬について、文化が大衆化したのは大正時代であるといわれています。大正時代の文化について述べた文

として正しいものを、次のア～エのうちから一つ選びなさい。 

ア．本格的な西洋音楽が導入されはじめ、滝廉太郎は「荒城の月」や「花」などを作曲した。 

イ．娯楽雑誌が急激に部数を伸ばし、子ども向け雑誌としては『赤い鳥』が創刊された。 

ウ．テレビ放送が始まって全国に普及し、歌謡曲やプロ野球中継などが人気を集めた。 

エ．東洋と西洋の哲学の融合を目指した志賀潔や、民芸運動を起こした柳宗悦など独創的な研究者が現れた。 

 

 

〔３〕以下の会話文を読み、あとの問いに答えなさい。 

 

生徒Ａ：昨年から成人年齢が 18 歳に引き下げられたよね。 

生徒Ｂ：そうだね、あまり何か変わった感じがしないけど、実際のところどうなんだろうね。 

生徒Ａ：お兄ちゃんが高校３年生で 18 歳になったんだけど、これと言って大人になったという感じはしないね。 

①選挙には行ってたから、そういう意味では国民の義務は果たしてるのかな。 

生徒Ｂ：義務だったかな。僕たちもあと２年で 18 歳だけど、どこの②政党がどんなマニフェストを掲げているかなん

てそんなに注目してニュースを見てないよね。 

生徒Ａ：③経済は良くなって欲しいけど、そもそもお金に関して細かいことはまだわからないしね。そういったことも

あるけど、国政選挙となると規模が大きすぎて一票の価値に実感が持てないよね。 

先 生：④政府の政策から選挙の話まで休憩時間も熱心ですね。わからないのは一票の価値ですか。 

生徒Ａ：先生も休憩時間まで生徒としゃべるなんて仕事熱心ですね。選挙に行くことは⑤民主主義の根幹を支えるもの

として大切であることは分かるのですが、やはり一票の価値については実感がないですね。 

先 生：投票参加の研究では、有権者が投票に参加することには次の二つの要因があると考えられています。一つ目は、

投票に行くことの「コスト」と「利益」の関係です。二つ目は、自分が応援している党が「勝った場合」と「負

けた場合」の間にどれほど差があるかです。つまり投票で利益を得られると思っていない場合、またどの党が勝

ったところでそんなに⑥日々の生活に変化はないだろうと思っている場合は、投票に行かなくなってしまう可能

性があるということですね。 

生徒Ａ：なんとなく自分の実感がないという感覚と似ている気がします。 

先 生：ただ皆さんの⑦世代が大人になった頃には、⑧少子高齢化問題や⑨貧困と格差の問題などがより大きな問題に

なっているかもしれません。その時に同世代の人たちと投票を通して自分たちの意見を社会に表明していかない

といけません。 

生徒Ｂ：個人の範疇
はんちゅう

を超えた事物に関しては、政治的解決を求めるしかないですからね。 

先 生：皆さんが自由に⑩幸福を追求できる社会を存続させることができるように、私たちも頑張らないといけません

ね。 

 

（その ７） 



問１ 下線部①に関連して、2016 年から選挙権年齢が 20 歳以上から 18 歳以上に引き下げられた目的として考えられる

ことを簡潔に説明しなさい。 

問２ 下線部②に関連して、日本の政党や政党政治について述べた文として正しいものを、次のア～エのうちから一つ

選びなさい。 

ア．日本では二つの大きな政党が競い合う二大政党制となっている。 

イ．日本は多党制となっているが、二つ以上の政党が協力して過半数の議席を確保する連立政権がつくられたこと

はない。 

ウ．政党やその政治資金団体に対する資金提供にはさまざまな規制がある代わりに、申請のあった政党に対しては、

国庫から政党交付金が提供されている。 

エ．政治に大きな影響力をもつ企業や労働組合などは利益団体と呼ばれるが、違法な方法で政治に影響を与えよう

とする団体は圧力団体として規制されている。 

問３ 下線部③に関連して、経済を動かすうえで中心的役割を果たしているのが企業です。企業について述べた文とし

て誤っているものを、次のア～エのうちから一つ選びなさい。 

ア．資本金１円でも株式会社を設立することができる。 

イ．株主の議決権は、原則として持株の数に応じて与えられる。 

ウ．合同会社は有限責任の株主と無限責任の経営者で構成される。 

エ．法定代理人がいれば未成年でも起業することができる。 

問４ 下線部④に関連して、行政をつかさどる「内閣」について述べた文として誤っているものを、次のア～エのうち

から一つ選びなさい。 

ア．天皇の国事行為に対して助言と承認を行う。 

イ．法律および政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、総理大臣も連署することが必要である。 

ウ．条約の締結は内閣の権限であるが、事前または事後に国会の承認が必要である。 

エ．心身の故障のため職務を執ることができないと罷免の訴追を受けた裁判官の弾劾裁判を行う。 

問５ 下線部⑤に関連して、基本的人権の尊重は民主主義国家において最も大切なことの一つです。世界では第二次世

界大戦後、国連総会において世界人権宣言が採択されました。しかしながら、現在でも様々な問題が残っています。

国際社会における人権問題について述べた文として正しいものを、次のア～エのうちから一つ選びなさい。 

ア．キング牧師らの尽力によってアメリカにおける黒人差別問題は緩和されたものの、いまだ公民権は認められて

いない。 

イ．南アフリカ共和国では黒人のネルソン=マンデラが大統領に選出され、アパルトヘイト撤廃に尽力したが、い

まだ廃止には至っていない。 

ウ．日本は難民条約を批准しており、これまでもアジアからの難民を積極的に受け入れてきた。 

エ．子どもの強制徴兵に関する国際的な取り決めはあるものの、世界の紛争地域によっては少年少女が兵士として

最前線に送られている。 

問６ 下線部⑥に関連して、私たちは日々の生活の中で様々な財やサービスを消費しています。消費者の権利について

述べた文として誤っているものを、次のア～エのうちから一つ選びなさい。 

ア．商品が環境に配慮して製造されたものかどうかを生産者に聞くことができる。 

イ．一度結んだ契約でも、ネット通販やオンラインゲームへの課金の場合いつでもクーリング・オフできる。 

ウ．消費者にとって不利益な事実を伝えずに交わされた契約は、消費者契約法により無効にすることができる。 

エ．商品の欠陥によってケガをした場合、ＰＬ法によりその損害賠償を生産者に求めることができる。 

問７ 下線部⑦に関連して、現代世代が未来世代にできることについて、以下の文章中の空欄【 Ａ 】にあてはまる

最も適切な語をカタカナ四字で答えなさい。 

ＳＤＧｓでは、「持続可能な未来」を目指す目標として「つくる責任つかう責任」を設定している。そこか

ら、誰もがすぐに始められる社会貢献活動として、例えばフェアトレードの商品や有機栽培の野菜を購入す

るといった【 Ａ 】消費への注目が高まっている。 

問８ 下線部⑧に関連して、日本の少子高齢社会について述べた文として誤っているものを、次のア～エのうちから一

つ選びなさい。 

ア．出生数は 1950 年代の半ばからずっと減り続けており、少子高齢社会になっている。 

イ．少子化の原因としては、結婚年齢が高くなったことや育児・教育コストの増大などがあげられる。 

ウ．高齢化によって、医療や年金などの社会保障に使われるお金は年々増加傾向にある。 

エ．すでに超高齢社会に達しており、世界で最も高齢化率が高い国のひとつとなっている。 

（その ８） 



問９ 下線部⑨について、次の問い(1)・(2)に答えなさい。 

(1) 貧困や経済格差を示す国際的な指標として、「ジニ係数＊」と「相対的貧困率」という指標がある。下の図Ａは各

国の「ジニ係数」の比較である。図Ｂは「全体の相対的貧困率」と「ひとり親世帯の相対的貧困率」と「子どもの

相対的貧困率」の比較である。図から読み取れる内容として正しいものを、次のア～エのうちから一つ選びなさい。 

〔図Ａ〕                                  〔図Ｂ〕 

 

＊ジニ係数とは、社会における不平等さを測る指標であ

り、０から１で表され、格差がない状態が０、１人がすべ

ての所得を独占している状態を１とする。 

(図Ａ・ＢともにＯＥＣＤ資料による、統計年次は 2018 年) 

ア．日本の子どもの相対的貧困率は各国と比較して低い数値だが、ひとり親世帯の相対的貧困率は各国より高い数

値であることがわかる。 

イ．ドイツはすべての指標において、イギリスとコスタリカよりも低い数値であることがわかる。 

ウ．日本はイギリスと韓国よりもジニ係数は低い数値だが、相対的貧困率はイギリスと韓国よりもすべての指標で

高い数値であることがわかる。 

エ．日本はすべての指標においてフィンランドと比較して高い数値だが、コスタリカと比較するとすべての指標に

おいて低い数値である。 

(2) 貧困や格差の問題といった、市場だけでは十分に解決できない問題に対して政府が行う経済活動を「財政」と呼

びますが、財政について述べた文として誤っているものを、次のア～エのうちから一つ選びなさい。 

ア．警察や消防のような個人や企業にまかせることができない事業を行う。 

イ．労働組合に支出することで労使関係の安定に寄与する。 

ウ．累進課税制度や社会保障制度などで、所得の多い人と少ない人の経済格差を是正する。 

エ．国債などを発行して資金を調達し、大規模なインフラ整備を行う。 

問 10 下線部⑩に関連して、幸福追求権は日本国憲法に規定されている国民の権利です。日本国憲法に明示されてはい

ないものの、幸福追求権などを理由に新たに憲法上の人権として主張されているものは「新しい人権」と呼ばれて

います。日本における「新しい人権」について述べた文として誤っているものを、次のア～エのうちから一つ選び

なさい。 

ア．国民の参政権を保障するため、国や地方の政治に関する情報にアクセスするための権利である「知る権利」が

提唱された。 

イ．高度成長期には急速な工業化や都市への人口集中が進み、大気汚染や日当たりの悪化など生活環境の破壊が問

題になった結果、良好な生活環境を求める「環境権」が提唱された。 

ウ．情報化の進展により個人情報が、オンライン上に流出してしまう問題が増えた結果、流出したデータの削除を

国に求めることができる「プライバシーの権利」がはじめて提唱された。 

エ．「自己決定権」を尊重する考え方として、医療機関において自分の病状に十分な説明を受けたうえで治療法を

選択するインフォームド・コンセントがある。 

 

（その ９） （その ９） 
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