
中学かんたん公民マスター 

現代社会 点数 日付 印刷 解答 

1 現代社会 点 / / / / 2～4 74 

2 文化と考え方 点 / / / / 5～7 75 

3 1～2のまとめ 点 / / / / 8～9 76 

日本国憲法 点数 日付 印刷 解答 

4 人権と日本国憲法 点 / / / / 10～12 77 

5 平等権・自由権 点 / / / / 13～15 78 

6 4～5のまとめ 点 / / / / 16～17 79 

7 社会権・参政権 点 / / / / 18～20 80 

8 人権保障 点 / / / / 21～23 81 

9 7～8のまとめ 点 / / / / 24～25 82 

民主政治 点数 日付 印刷 解答 

10 民主政治 点 / / / / 26～28 83 

11 国会と行政 点 / / / / 29～31 84 

12 10～11のまとめ 点 / / / / 32～33 85 

13 司法 点 / / / / 34～36 86 

14 地方自治 点 / / / / 37～39 87 

15 13～14のまとめ 点 / / / / 40～41 88 

経済 点数 日付 印刷 解答 

16 消費 点 / / / / 42～44 89 

17 生産と労働 点 / / / / 45～47 90 

18 16～17のまとめ 点 / / / / 48～49 91 

19 市場経済 点 / / / / 50～52 92 

20 金融 点 / / / / 53～55 93 

21 19～20のまとめ 点 / / / / 56～57 94 

22 財政 点 / / / / 58～60 95 

23 福祉 点 / / / / 61～63 96 

24 22～23のまとめ 点 / / / / 64～65 97 

国際社会 点数 日付 印刷 解答 

25 国際社会 点 / / / / 66～68 98 

26 国際問題 点 / / / / 69～71 99 

27 25～26のまとめ 点 / / / / 72～73 100 

 

特 

徴 

1つの項
こ う

目
も く

ごとに、「解
かい

説
せつ

」「暗
あ ん

記
き

表
ひょう

」「テスト」のページがあります。 

「解
かい

説
せつ

」を読
よ

んで内
ない

容
よ う

を理
り

解
かい

し、「暗
あ ん

記
き

表
ひょう

」でしっかり覚
おぼ

えてから、「テスト」で仕
し

上
あ

げます。 

漢
かん

字
じ

にふりがながついているので、漢
かん

字
じ

が苦
にが

手
て

な生
せい

徒
と

でも、自
じ

力
り き

で進
すす

めることができます◎ 

進 

め 

方 

① 解
かい

説
せつ

や図
ず

を見
み

て、内
ない

容
よ う

を理
り

解
かい

します。 

② 暗
あ ん

記
き

表
ひょう

の答
こ た

えを隠
か く

して答
こ た

えを思
お も

い浮
う

かべ、正
せい

解
かい

なら〇、不
ふ

正
せい

解
かい

なら×を書
か

きます。 

③ ×になったところをもう一
い ち

度
ど

隠
か く

して確
か く

認
に ん

し、正
せい

解
かい

したら〇で囲
か こ

みます。 (×が全
すべ

て〇になるまで続
つづ

けます。) 

④ テストにチャレンジし、答
こ た

え合
あ

わせをして、間
ま

違
ちが

えたところをしっかり見
み

直
なお

しましょう。 

⑤ ①～③を三
みっ

日
か

後
ご

、七
なの

日
か

後
ご

、十
と お

日
か

後
ご

にくり返
かえ

します。 



13 司法 
学習した日 

/ / / / 

じっくり読
よ

んで理
り

解
かい

しましょう。 

司法 

司
し

法
ほ う

(裁
さ い

判
ばん

)は、法
ほ う

に基
も と

づいて争
あらそ

いを解
かい

決
けつ

し、権
けん

利
り

と秩
ちつ

序
じ ょ

を守
ま も

る役
や く

割
わ り

をします。 

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

は最
さ い

高
こ う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

と下
か

級
きゅう

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

に分
わ

けられ、裁
さ い

判
ばん

官
かん

が判
はん

決
けつ

を下
く だ

します。 

下
か

級
きゅう

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

は、高
こ う

等
と う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

、地
ち

方
ほ う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

、家
か

庭
て い

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

、簡
かん

易
い

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

があります。 

第
だ い

一
いっ

審
し ん

の判
はん

決
けつ

に不
ふ

服
ふ く

なら第
だ い

二
に

審
し ん

に控
こ う

訴
そ

し、さらに不
ふ

服
ふ く

なら第
だ い

三
さ ん

審
し ん

に上
じょう

告
こ く

できます。 

一
ひ と

つの事
じ

件
けん

につき三
さ ん

回
かい

まで裁
さ い

判
ばん

を受
う

けられる仕
し

組
く

みを三
さ ん

審
し ん

制
せい

といいます。 

三
さ ん

審
し ん

制
せい

は、裁
さ い

判
ばん

を慎
し ん

重
ちょう

に行
おこな

い、人
じ ん

権
けん

を守
ま も

ることが目
も く

的
て き

です。 

 

司
し

法
ほ う

権
けん

の独
ど く

立
り つ

の原
げん

則
そ く

は、国
こ っ

会
かい

や内
ない

閣
か く

に干
かん

渉
しょう

されず公
こ う

正
せい

に裁
さ い

判
ばん

を行
おこな

う原
げん

則
そ く

です。 

裁
さ い

判
ばん

官
かん

は良
りょう

心
し ん

に従
したが

い、憲
けん

法
ぽ う

と法
ほ う

律
り つ

だけに拘
こ う

束
そ く

され、身
み

分
ぶん

を保
ほ

障
しょう

されています。 

三審制 

最
さ い

高
こ う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

(全
ぜん

国
こ く

に１か所
し ょ

) 

 

 

高
こ う

等
と う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

(全
ぜん

国
こ く

に８か所
し ょ

) 

 

 

地
ち

方
ほ う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

 家
か

庭
て い

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

 簡
かん

易
い

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

 

 

 

 

裁判の種類 

金
き ん

銭
せん

問
も ん

題
だ い

など、私
し

人
じ ん

(個
こ

人
じ ん

や企
き

業
ぎょう

)の間
あいだ

の争
あらそ

いをめぐる裁
さ い

判
ばん

を民
みん

事
じ

裁
さ い

判
ばん

といいます。 

民
みん

事
じ

裁
さ い

判
ばん

では、訴
うった

えた人
ひ と

を原
げん

告
こ く

、訴
うった

えられた人
ひ と

を被
ひ

告
こ く

と呼
よ

びます。 

 

犯
はん

罪
ざ い

行
こ う

為
い

について、有
ゆ う

罪
ざ い

か無
む

罪
ざ い

かを決
き

める裁
さ い

判
ばん

を刑
けい

事
じ

裁
さ い

判
ばん

といいます。 

事
じ

件
けん

が起
お

こると警
けい

察
さ つ

官
かん

と検
けん

察
さ つ

官
かん

が捜
そ う

査
さ

し、罪
つみ

を犯
おか

した疑
うたが

いのある被
ひ

疑
ぎ

者
し ゃ

を捜
さ が

します。 

刑
けい

事
じ

裁
さ い

判
ばん

では、検
けん

察
さ つ

官
かん

が裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

に起
き

訴
そ

し、被
ひ

告
こ く

人
に ん

が有
ゆ う

罪
ざ い

なら刑
けい

罰
ばつ

が科
か

されます 

 

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

の出
だ

す令
れい

状
じょう

がなければ、警
けい

察
さ つ

官
かん

は逮
た い

捕
ほ

や捜
そ う

索
さ く

ができません。 

被
ひ

疑
ぎ

者
し ゃ

や被
ひ

告
こ く

人
に ん

には、黙
も く

秘
ひ

権
けん

や弁
べん

護
ご

人
に ん

をたのむ権
けん

利
り

が憲
けん

法
ぽ う

で保
ほ

障
しょう

されています。 

刑事裁判の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裁判員制度 

裁
さ い

判
ばん

を利
り

用
よ う

しやすくするために、司
し

法
ほ う

制
せい

度
ど

改
かい

革
か く

が進
すす

んでいます。 

裁
さ い

判
ばん

員
いん

制
せい

度
ど

とは、国
こ く

民
みん

が裁
さ い

判
ばん

員
いん

として刑
けい

事
じ

裁
さ い

判
ばん

に参
さ ん

加
か

する制
せい

度
ど

です。 

裁
さ い

判
ばん

員
いん

は満
ま ん

２０歳
さ い

以
い

上
じょう

の国
こ く

民
みん

からくじで選
え ら

ばれ、裁
さ い

判
ばん

に国
こ く

民
みん

の視
し

点
て ん

を反
はん

映
え い

します。 

 

無
む

理
り

やりの自
じ

白
は く

が原
げん

因
いん

でえん罪
ざ い

(無
む

実
じ つ

の罪
つみ

)が生
しょう

じた例
れい

もあるので、 

えん罪
ざ い

を防
ふせ

ぐために、取
と

り調
し ら

べの可
か

視
し

化
か

が義
ぎ

務
む

付
づ

けられました。 

被
ひ

害
がい

者
し ゃ

が被
ひ

告
こ く

人
に ん

に質
し つ

問
も ん

できる被
ひ

害
がい

者
し ゃ

参
さ ん

加
か

制
せい

度
ど

は、被
ひ

害
がい

者
し ゃ

感
かん

情
じょう

に配
はい

慮
り ょ

しています。 

 

 

裁判員制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三権分立 

国
く に

の権
けん

力
りょく

を立
り っ

法
ぽ う

、行
ぎょう

政
せい

、司
し

法
ほ う

の三
さ ん

権
けん

に分
わ

けることを三
さ ん

権
けん

分
ぶん

立
り つ

といいます。 

三
さ ん

権
けん

分
ぶん

立
り つ

によって、三
さ ん

権
けん

がたがいに抑
よ く

制
せい

し合
あ

い、均
き ん

衡
こ う

を保
た も

つことができます。 

一
ひ と

つの機
き

関
かん

に権
けん

力
りょく

が集
しゅう

中
ちゅう

するのを防
ふせ

ぎ、国
こ く

民
みん

の権
けん

利
り

を守
ま も

ることができます。 

最
さ い

高
こ う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

の裁
さ い

判
ばん

官
かん

が適
て き

切
せつ

かどうかは、国
こ く

民
みん

審
し ん

査
さ

で国
こ く

民
みん

が直
ちょく

接
せつ

判
はん

断
だ ん

します。 

 

違
い

憲
けん

審
し ん

査
さ

制
せい

で、立
り っ

法
ぽ う

や行
ぎょう

政
せい

が憲
けん

法
ぽ う

に違
い

反
はん

していないかを裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

が審
し ん

査
さ

します。 

最
さ い

高
こ う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

は合
ご う

憲
けん

か違
い

憲
けん

かの決
けっ

定
て い

権
けん

を持
も

つので、「憲
けん

法
ぽ う

の番
ばん

人
に ん

」と呼
よ

ばれます。 

 

 

三権分立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

控
こ う

訴
そ

 控
こ う

訴
そ

 

上
じょう

告
こ く

 

家
か

庭
て い

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

の決
けっ

定
て い

や命
めい

令
れい

に不
ふ

服
ふ く

を訴
うった

えるのは「控
こ う

訴
そ

」ではなく「抗
こ う

告
こ く

」という。 

抗
こ う

告
こ く

 

裁判員    裁判官    裁判員  

裁
さ い

判
ばん

員
いん

６人
に ん

と裁
さ い

判
ばん

官
かん

３人
に ん

が被
ひ

告
こ く

人
に ん

の

有
ゆ う

罪
ざ い

・無
む

罪
ざ い

や刑
けい

罰
ばつ

の内
ない

容
よ う

を決
き

める。 

警
けい

察
さ つ

官
かん

と検
けん

察
さ つ

官
かん

が被
ひ

疑
ぎ

者
し ゃ

を捜
そ う

査
さ

し、 

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

の令
れい

状
じょう

を取
と

って逮
た い

捕
ほ

する。 

取
と

り調
し ら

べをして、起
き

訴
そ

するか不
ふ

起
き

訴
そ

にす

るかを検
けん

察
さ つ

官
かん

が判
はん

断
だ ん

する。 

 

裁
さ い

判
ばん

では、被
ひ

疑
ぎ

者
し ゃ

は被
ひ

告
こ く

人
に ん

と呼
よ

ばれ、 

弁
べん

護
ご

人
に ん

が被
ひ

告
こ く

人
に ん

の手
て

助
だす

けをする。 

立法権 

行政権 司法権 

国民 

選挙 

国民審査 世論 

弾劾裁判 

裁判官の任命 

違憲審査 

違憲審査 

衆議院 

の解散 

内閣不信

任の決議 

検察官                             弁護人 書記官 

被告人 

https://3.bp.blogspot.com/-IG_cuvImKjQ/WFdzUPPGW0I/AAAAAAABAeo/bb9fQUevR1g2g4QTL_pXzxsuY4BwmXOdwCLcB/s800/saiban_no_gavel.png


13 
答
こ た

えを思
お も

い浮
う

かべ、正
せい

解
かい

なら〇、不
ふ

正
せい

解
かい

なら×を書
か

きましょう。 

×になったところはもう一
い ち

度
ど

隠
か く

して確
か く

認
に ん

し、正
せい

解
かい

したら〇で囲
か こ

みます。 

学習した日 

/ / / / 

  権
けん

利
り

と秩
ちつ

序
じ ょ

を守
ま も

るために、 

法
ほ う

に基
も と

づいて争
あらそ

いを解
かい

決
けつ

することを(     )といいます。 
司
し

法
ほ う

(裁
さ い

判
ばん

) 
  

  高
こ う

等
と う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

、地
ち

方
ほ う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

、家
か

庭
て い

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

、簡
かん

易
い

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

 

の４種
し ゅ

類
る い

をまとめて、(     )裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

といいます。 
下
か

級
きゅう

 
  

  第
だ い

一
いっ

審
し ん

の判
はん

決
けつ

に不
ふ

服
ふ く

なら第
だ い

二
に

審
し ん

に控
こ う

訴
そ

し、 

さらに不
ふ

服
ふ く

なら第
だ い

三
さ ん

審
し ん

に(     )できます。 
上
じょう

告
こ く

 
  

  一
ひ と

つの事
じ

件
けん

につき三
さ ん

回
かい

まで裁
さ い

判
ばん

を受
う

けられる仕
し

組
く

みを 

(     )といいます。 
三
さ ん

審
し ん

制
せい

 
  

  国
こ っ

会
かい

や内
ない

閣
か く

に干
かん

渉
しょう

されず公
こ う

正
せい

に裁
さ い

判
ばん

を行
おこな

う原
げん

則
そ く

を 

(     )の原
げん

則
そ く

といいます。 
司
し

法
ほ う

権
けん

の独
ど く

立
り つ

 
  

  民
みん

事
じ

裁
さ い

判
ばん

では、訴
うった

えた人
ひ と

を原
げん

告
こ く

、 

訴
うった

えられた人
ひ と

を(     )と呼
よ

びます。 
被
ひ

告
こ く

 
  

  犯
はん

罪
ざ い

行
こ う

為
い

について、 

有
ゆ う

罪
ざ い

か無
む

罪
ざ い

かを決
き

める裁
さ い

判
ばん

を(     )裁
さ い

判
ばん

といいます。 
刑
けい

事
じ

 
  

  事
じ

件
けん

が起
お

こると、警
けい

察
さ つ

官
かん

と(     )官
かん

が捜
そ う

査
さ

し、 

罪
つみ

を犯
おか

した疑
うたが

いのある被
ひ

疑
ぎ

者
し ゃ

を捜
さ が

します。 
検
けん

察
さ つ

 
  

  警
けい

察
さ つ

官
かん

が逮
た い

捕
ほ

や捜
そ う

索
さ く

をするためには、 

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

の出
だ

す(     )が必
ひつ

要
よ う

です。 
令
れい

状
じょう

 
  

  裁
さ い

判
ばん

の手
て

助
だす

けをしてくれる(     )をたのむ権
けん

利
り

が、 

被
ひ

疑
ぎ

者
し ゃ

や被
ひ

告
こ く

人
に ん

に保
ほ

障
しょう

されています。 
弁
べん

護
ご

人
に ん

 
  

  人
ひ と

々
び と

が裁
さ い

判
ばん

を利
り

用
よ う

しやすくするための改
かい

革
か く

を 

(     )改
かい

革
か く

といいます。 
司
し

法
ほ う

制
せい

度
ど

 
  

  裁
さ い

判
ばん

に国
こ く

民
みん

の視
し

点
て ん

を反
はん

映
え い

するために、 

国
こ く

民
みん

が刑
けい

事
じ

裁
さ い

判
ばん

に参
さ ん

加
か

する制
せい

度
ど

を(     )といいます。 
裁
さ い

判
ばん

員
いん

制
せい

度
ど

 
  

  
裁
さ い

判
ばん

員
いん

は(     )からくじで選
え ら

ばれます。 満
ま ん

２０歳
さ い

以
い

上
じょう

の国
こ く

民
みん

 
  

  無
む

理
り

やりの自
じ

白
は く

が原
げん

因
いん

のえん罪
ざ い

を防
ふせ

ぐために、 

取
と

り調
し ら

べの(     )化
か

が義
ぎ

務
む

付
づ

けられました。 
可
か

視
し

 
  

  被
ひ

害
がい

者
し ゃ

が被
ひ

告
こ く

人
に ん

に質
し つ

問
も ん

できる(     )制
せい

度
ど

は、 

被
ひ

害
がい

者
し ゃ

感
かん

情
じょう

に配
はい

慮
り ょ

した制
せい

度
ど

です。 
被
ひ

害
がい

者
し ゃ

参
さ ん

加
か

 
  

  国
く に

の権
けん

力
りょく

を立
り っ

法
ぽ う

、行
ぎょう

政
せい

、司
し

法
ほ う

の三
さ ん

権
けん

に分
わ

けることを 

(     )といいます。 
三
さ ん

権
けん

分
ぶん

立
り つ

 
  

  三
さ ん

権
けん

分
ぶん

立
り つ

で、一
ひ と

つの機
き

関
かん

に権
けん

力
りょく

が集
しゅう

中
ちゅう

するのを防
ふせ

ぎ、 

国
こ く

民
みん

の自
じ

由
ゆ う

や(     )を守
ま も

ることができます。 
権
けん

利
り

 
  

  最
さ い

高
こ う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

の裁
さ い

判
ばん

官
かん

が適
て き

切
せつ

かどうかは、 

(     )で国
こ く

民
みん

が直
ちょく

接
せつ

判
はん

断
だ ん

します。 
国
こ く

民
みん

審
し ん

査
さ

 
  

  立
り っ

法
ぽ う

や行
ぎょう

政
せい

が憲
けん

法
ぽ う

に違
い

反
はん

していないかを 

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

が審
し ん

査
さ

する制
せい

度
ど

を(     )といいます。 
違
い

憲
けん

審
し ん

査
さ

制
せい

 
  

  最
さ い

高
こ う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

は合
ご う

憲
けん

か違
い

憲
けん

かの最
さ い

終
しゅう

決
けっ

定
て い

権
けん

を持
も

つので、 

(     )と呼
よ

ばれます。 
憲
けん

法
ぽ う

の番
ばん

人
に ん

 
  



13 
制
せい

限
げん

時
じ

間
かん

は 20分
ぷん

、合
ご う

格
か く

点
て ん

は 80点
て ん

です。 

間
ま

違
ちが

えたところは、正
た だ

しい答
こ た

えを 3回
かい

書
か

いて覚
おぼ

えましょう。 

日付 見直し 制限 

点 / / 20分 

問
も ん

題
だ い

に答
こ た

えましょう。(4点
て ん

×25問
も ん

＝100点
て ん

) 

① 権
けん

利
り

と秩
ちつ

序
じ ょ

を守
ま も

るために、法
ほ う

に基
も と

づいて争
あらそ

いを解
かい

決
けつ

することを何
なん

といいますか。  

② 日
に

本
ほん

全
ぜん

国
こ く

で東
と う

京
きょう

に１か所
し ょ

のみ設
せっ

置
ち

されている裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

を何
なん

といいますか。  

③ 高
こ う

等
と う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

は全
ぜん

国
こ く

に何
なん

か所
し ょ

ありますか。  

④ 国
こ っ

会
かい

や内
ない

閣
か く

に干
かん

渉
しょう

されず、公
こ う

正
せい

に裁
さ い

判
ばん

を行
おこな

う原
げん

則
そ く

を何
なん

といいますか。  

⑤ 犯
はん

罪
ざ い

行
こ う

為
い

について、有
ゆ う

罪
ざ い

か無
む

罪
ざ い

かを決
き

める裁
さ い

判
ばん

を何
なん

といいますか。  

⑥ 警
けい

察
さ つ

官
かん

が逮
た い

捕
ほ

や捜
そ う

索
さ く

をするために、裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

から出
だ

してもらうものは何
なん

ですか。  

⑦ 裁
さ い

判
ばん

で、被
ひ

疑
ぎ

者
し ゃ

や被
ひ

告
こ く

人
に ん

の手
て

助
だす

けをする人
ひ と

を何
なん

といいますか。  

⑧ 人
ひ と

々
び と

が裁
さ い

判
ばん

を利
り

用
よ う

しやすくするための改
かい

革
か く

を何
なん

といいますか。  

⑨ 裁
さ い

判
ばん

員
いん

制
せい

度
ど

の裁
さ い

判
ばん

員
いん

は、どのような人
ひ と

からくじで選
え ら

ばれますか。  

⑩ 被
ひ

害
がい

者
し ゃ

が被
ひ

告
こ く

人
に ん

に質
し つ

問
も ん

できるようにした制
せい

度
ど

を何
なん

といいますか。  

⑪ 

 

４種
し ゅ

類
る い

の下
か

級
きゅう

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

をすべて答
こ た

えましょう。 

 

⑫ 

 

民
みん

事
じ

裁
さ い

判
ばん

では、訴
うった

えた人
ひ と

と訴
うった

えられた人
ひ と

をそれぞれ何
なん

と呼
よ

びますか。 

 

⑬ 

 

刑
けい

事
じ

裁
さ い

判
ばん

で、起
き

訴
そ

する人
ひ と

と起
き

訴
そ

される人
ひ と

はそれぞれ誰
だれ

ですか。 

 

⑭ 

 

裁
さ い

判
ばん

員
いん

制
せい

度
ど

について、「国
こ く

民
みん

の視
し

点
て ん

」「刑
けい

事
じ

裁
さ い

判
ばん

」という言
こ と

葉
ば

を使
つか

って説
せつ

明
めい

しましょう。 

 

⑮ 

 

警
けい

察
さ つ

による取
と

り調
し ら

べの可
か

視
し

化
か

が義
ぎ

務
む

付
づ

けられたのは、何
なん

のためですか。 

 

地
ち

方
ほ う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

で第
だ い

一
いっ

審
し ん

を行
おこな

った場
ば

合
あ い

、 

判
はん

決
けつ

に不
ふ

服
ふ く

なら、⑯(       )裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

での第
だ い

二
に

審
し ん

に⑰(       )します。 

さらに不
ふ

服
ふ く

なら、⑱(       )裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

での第
だ い

三
さ ん

審
し ん

に⑲(       )できます。 

 

このように三
さ ん

回
かい

まで裁
さ い

判
ばん

を受
う

けられるのは、裁
さ い

判
ばん

を慎
し ん

重
ちょう

に行
おこな

い、人
じ ん

権
けん

を守
ま も

るためです。 

一
ひ と

つの事
じ

件
けん

につき三
さ ん

回
かい

まで裁
さ い

判
ばん

を受
う

けられる仕
し

組
く

みを⑳(       )といいます。 

 

 

 

 

( ⑳ )の仕組み 

( ⑱ )裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

 

 

 

( ⑯ )裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

 

 

 

地
ち

方
ほ う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

 家
か

庭
て い

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

 簡
かん

易
い

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

 

 

 

 

国
く に

の権
けん

力
りょく

を立
り っ

法
ぽ う

、行
ぎょう

政
せい

、司
し

法
ほ う

の三
さ ん

権
けん

に分
わ

けることを㉑(       )といい、 

三
さ ん

権
けん

がたがいに抑
よ く

制
せい

し合
あ

い、権
けん

力
りょく

が集
しゅう

中
ちゅう

するのを防
ふせ

ぎ、均
き ん

衡
こ う

を保
た も

つことができます。 

 

内
ない

閣
か く

の仕
し

事
ご と

に不
ふ

満
ま ん

がある場
ば

合
あ い

、国
こ っ

会
かい

は㉒(       )の決
けつ

議
ぎ

を行
おこな

います。 

最
さ い

高
こ う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

の裁
さ い

判
ばん

官
かん

が適
て き

切
せつ

かどうかは、㉓(       )で国
こ く

民
みん

が判
はん

断
だ ん

します。 

立
り っ

法
ぽ う

や行
ぎょう

政
せい

が合
ご う

憲
けん

か違
い

憲
けん

かを審
し ん

査
さ

する制
せい

度
ど

を、㉔(       )といいます。 

最
さ い

高
こ う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

は合
ご う

憲
けん

か違
い

憲
けん

かの決
けっ

定
て い

権
けん

を持
も

ち、㉕(       )と呼
よ

ばれます。 

 

 

( ㉑ )の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立法権 

行政権 司法権 

国民 

選挙 

( ㉓ ) 世論 

弾劾裁判 

裁判官の任命 

( ㉔ ) 

衆議院 

の解散 

( ㉒ ) 

( ⑰ )               ( ⑰ ) 

( ⑲ ) 

抗
こ う

告
こ く

 

( ㉔ ) 



16 消費 
学習した日 

/ / / / 

じっくり読
よ

んで理
り

解
かい

しましょう。 

消費 

商
しょう

品
ひん

とお金
かね

で生
せい

産
さ ん

と消
しょう

費
ひ

がつながり、生
せい

活
かつ

を豊
ゆた

かにする仕
し

組
く

みを経
けい

済
ざ い

といいます。 

衣
い

類
る い

のような形
かたち

のある商
しょう

品
ひん

を財
ざ い

、教
きょう

育
い く

のような形
かたち

のない商
しょう

品
ひん

をサービスといいます。 

「希
き

少
しょう

性
せい

がある」とは、人
ひ と

々
び と

が求
も と

める量
りょう

に対
た い

して、財
ざ い

やサービスが少
す く

ない状
じょう

態
た い

です。 

 

家
か

族
ぞ く

や個
こ

人
じ ん

が消
しょう

費
ひ

生
せい

活
かつ

を営
いとな

む単
た ん

位
い

を家
か

計
けい

といい、収
しゅう

入
にゅう

と支
し

出
しゅつ

で成
せい

立
り つ

します。 

支
し

出
しゅつ

には、財
ざ い

やサービスに対
た い

する消
しょう

費
ひ

支
し

出
しゅつ

と、税
ぜい

金
き ん

などの非
ひ

消
しょう

費
ひ

支
し

出
しゅつ

があります。 

収
しゅう

入
にゅう

から消
しょう

費
ひ

支
し

出
しゅつ

と非
ひ

消
しょう

費
ひ

支
し

出
しゅつ

を引
ひ

いた残
の こ

りが預
よ

金
き ん

や株
かぶ

式
し き

などの貯
ち ょ

蓄
ち く

となります。

商
しょう

品
ひん

を正
た だ

しく選
せん

択
た く

し、収
しゅう

入
にゅう

と支
し

出
しゅつ

のバランスを考
かんが

えて消
しょう

費
ひ

することが大
た い

切
せつ

です。 

支
し

払
は ら

い方
ほ う

法
ほ う

は、現
げん

金
き ん

、クレジットカード、電
で ん

子
し

マネー、プリペイドカードなどがあります。 

クレジットカード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約 

消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

自
じ

身
し ん

の意
い

思
し

と判
はん

断
だ ん

で商
しょう

品
ひん

を選
せん

択
た く

して購
こ う

入
にゅう

することを消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

主
し ゅ

権
けん

といいます。 

消
しょう

費
ひ

生
せい

活
かつ

は、契
けい

約
や く

(売
う

り手
て

と買
か

い手
て

の合
ご う

意
い

)によって成
せい

立
り つ

します。 

契
けい

約
や く

自
じ

由
ゆ う

の原
げん

則
そ く

により、誰
だれ

とどんな内
ない

容
よ う

と方
ほ う

法
ほ う

で契
けい

約
や く

するかは当
と う

事
じ

者
し ゃ

の自
じ

由
ゆ う

です。 

契
けい

約
や く

が成
せい

立
り つ

した場
ば

合
あ い

、一
いっ

方
ぽ う

が勝
かっ

手
て

に契
けい

約
や く

を取
と

り消
け

すことはできません。 

 

食
しょく

品
ひん

の健
けん

康
こ う

被
ひ

害
がい

や詐
さ

欺
ぎ

など、商
しょう

品
ひん

の購
こ う

入
にゅう

で起
お

こる問
も ん

題
だ い

を消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

問
も ん

題
だ い

といい、 

商
しょう

品
ひん

の情
じょう

報
ほ う

について、消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

が売
う

り手
て

よりも不
ふ

利
り

な立
た ち

場
ば

にあることで起
お

こります。 

 

 

消費者問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者の権利 

消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

を守
ま も

るためには、消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

権
けん

利
り

の保
ほ

障
しょう

が必
ひつ

要
よ う

です。 

1962年
ねん

に、アメリカのケネディ大
だ い

統
と う

領
りょう

が「消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

の四
よ っ

つの権
けん

利
り

」を提
て い

唱
しょう

しました。 

 

1968年
ねん

にできた消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

保
ほ

護
ご

基
き

本
ほん

法
ほ う

は、2004年
ねん

に消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

基
き

本
ほん

法
ほ う

に改
かい

正
せい

され、 

資
し

源
げん

や環
かん

境
きょう

に配
はい

慮
り ょ

して消
しょう

費
ひ

を行
おこな

う、自
じ

立
り つ

した消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

の権
けん

利
り

と責
せ き

任
に ん

を定
さ だ

めました。 

クーリング・オフ制
せい

度
ど

は、勧
かん

誘
ゆ う

で購
こ う

入
にゅう

した商
しょう

品
ひん

を一
いっ

定
て い

期
き

間
かん

内
ない

に返
へん

品
ぴん

できる制
せい

度
ど

です。 

製
せい

造
ぞ う

物
ぶつ

責
せ き

任
に ん

法
ほ う

(P
ピー

L
エル

法
ほ う

)は、欠
けっ

陥
かん

商
しょう

品
ひん

による被
ひ

害
がい

の企
き

業
ぎょう

の責
せ き

任
に ん

を定
さ だ

めています。 

消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

契
けい

約
や く

法
ほ う

は、消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

を契
けい

約
や く

上
じょう

のトラブルから保
ほ

護
ご

するための法
ほ う

律
り つ

です。 

2009年
ねん

には、消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

行
ぎょう

政
せい

を担
た ん

当
と う

する消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

庁
ちょう

が設
せっ

置
ち

されました。 

消費者基本法(2004年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流通 

商
しょう

品
ひん

が生
せい

産
さ ん

者
し ゃ

から消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

に届
と ど

くまでの流
なが

れを流
りゅう

通
つ う

といいます。 

商
しょう

品
ひん

を業
ぎょう

者
し ゃ

に売
う

る者
も の

を卸
おろし

売
う り

業
ぎょう

者
し ゃ

、商
しょう

品
ひん

を消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

に売
う

る者
も の

を小
こ

売
う り

業
ぎょう

者
し ゃ

といいます。 

卸
おろし

売
う り

業
ぎょう

や小
こ

売
う り

業
ぎょう

のように流
りゅう

通
つ う

にたずさわる業
ぎょう

種
し ゅ

を商
しょう

業
ぎょう

といいます。 

商
しょう

業
ぎょう

は、消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

が生
せい

産
さ ん

者
し ゃ

から直
ちょく

接
せつ

商
しょう

品
ひん

を買
か

う費
ひ

用
よ う

や手
て

間
ま

を省
はぶ

く役
や く

割
わ り

をしています。 

 

コンピュータで商
しょう

品
ひん

の販
はん

売
ばい

情
じょう

報
ほ う

を管
かん

理
り

するシステムをPOS
ポ ス

といいます。 

流
りゅう

通
つ う

の合
ご う

理
り

化
か

のため、直
ちょく

接
せつ

仕
し

入
い

れ、一
いっ

括
かつ

仕
し

入
い

れ、POSなどの工
く

夫
ふ う

がされています。 

インターネット・ショッピングでは、業
ぎょう

者
し ゃ

が商
しょう

品
ひん

を保
ほ

管
かん

する費
ひ

用
よ う

を抑
お さ

えることができます。 

 

野菜の流通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①安
あ ん

全
ぜん

の確
か く

保
ほ

 

②選
せん

択
た く

の機
き

会
かい

の確
か く

保
ほ

 

③必
ひつ

要
よ う

な情
じょう

報
ほ う

の提
て い

供
きょう

 

④教
きょう

育
い く

の機
き

会
かい

の提
て い

供
きょう

 

⑤消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

の意
い

見
けん

の反
はん

映
え い

 

⑥消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

被
ひ

害
がい

の救
きゅう

済
さ い

 

 

カードの発
はっ

行
こ う

会
がい

社
し ゃ

が一
い ち

時
じ

的
て き

に代
だ い

金
き ん

を

立
た

てかえるため、現
げん

金
き ん

がなくても商
しょう

品
ひん

を

購
こ う

入
にゅう

することができる。 

消費者 

発行会社 小売店 

商品 

代金立てかえ 

カードで

支払い 

手数料 

代金の

支払い 

代金の 

請求 

広
こ う

告
こ く

の写
し ゃ

真
し ん

と実
じ っ

際
さ い

の商
しょう

品
ひん

が異
こ と

なる。 

電
で ん

話
わ

や訪
ほ う

問
も ん

による強
ご う

引
いん

な販
はん

売
ばい

。 

代
だ い

金
き ん

を払
は ら

ったのに商
しょう

品
ひん

が届
と ど

かない。 

買
か

ったばかりの商
しょう

品
ひん

に不
ふ

具
ぐ

合
あ い

がある。 

 

生産農家  

卸売業者   流通の合理化 

せり   

仲卸業者   

小売業者  大規模小売業者  

消費者  

 



16 
答
こ た

えを思
お も

い浮
う

かべ、正
せい

解
かい

なら〇、不
ふ

正
せい

解
かい

なら×を書
か

きましょう。 

×になったところはもう一
い ち

度
ど

隠
か く

して確
か く

認
に ん

し、正
せい

解
かい

したら〇で囲
か こ

みます。 

学習した日 

/ / / / 

  商
しょう

品
ひん

とお金
かね

で生
せい

産
さ ん

と消
しょう

費
ひ

がつながり、 

生
せい

活
かつ

を豊
ゆた

かにする仕
し

組
く

みを(     )といいます。 
経
けい

済
ざ い

 
  

  衣
い

類
る い

のような形
かたち

のある商
しょう

品
ひん

を財
ざ い

、 

教
きょう

育
い く

のような形
かたち

のない商
しょう

品
ひん

を(     )といいます。 
サービス 

  

  人
ひ と

々
び と

が求
も と

める量
りょう

に対
た い

して商
しょう

品
ひん

が少
す く

ないとき、 

「(     )がある」といいます。 
希
き

少
しょう

性
せい

 
  

  家
か

族
ぞ く

や個
こ

人
じ ん

が消
しょう

費
ひ

生
せい

活
かつ

を営
いとな

む単
た ん

位
い

を(     )といい、 

収
しゅう

入
にゅう

と支
し

出
しゅつ

で成
せい

立
り つ

します。 
家
か

計
けい

 
  

  支
し

出
しゅつ

には、財
ざ い

やサービスに対
た い

する消
しょう

費
ひ

支
し

出
しゅつ

と、 

税
ぜい

金
き ん

などの(     )があります。 
非
ひ

消
しょう

費
ひ

支
し

出
しゅつ

 
  

  発
はっ

行
こ う

会
がい

社
し ゃ

が一
い ち

時
じ

的
て き

に代
だ い

金
き ん

を立
た

てかえるため、 

(     )カードがあれば、現
げん

金
き ん

なしで商
しょう

品
ひん

を買
か

えます。 
クレジット 

  

  消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

自
じ

身
し ん

の意
い

思
し

と判
はん

断
だ ん

で 

商
しょう

品
ひん

を選
せん

択
た く

して購
こ う

入
にゅう

することを(     )といいます。 
消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

主
し ゅ

権
けん

 
  

  消
しょう

費
ひ

生
せい

活
かつ

は、 

売
う

り手
て

と買
か

い手
て

の合
ご う

意
い

である(     )で成
な

り立
た

ちます。 
契
けい

約
や く

 
  

  誰
だれ

とどんな契
けい

約
や く

するかは当
と う

事
じ

者
し ゃ

の自
じ

由
ゆ う

であるという原
げん

則
そ く

を 

(     )の原
げん

則
そ く

といいます。 
契
けい

約
や く

自
じ

由
ゆ う

 
  

  食
しょく

品
ひん

の健
けん

康
こ う

被
ひ

害
がい

や詐
さ

欺
ぎ

など、 

商
しょう

品
ひん

の購
こ う

入
にゅう

で起
お

こる問
も ん

題
だ い

を(     )といいます。 
消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

問
も ん

題
だ い

 
  

  消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

を守
ま も

るため、アメリカの(     )大
だ い

統
と う

領
りょう

は、 

1962年
ねん

に、「消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

の四
よ っ

つの権
けん

利
り

」を提
て い

唱
しょう

しました。 
ケネディ 

  

  1968年
ねん

にできた消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

保
ほ

護
ご

基
き

本
ほん

法
ほ う

は、 

2004年
ねん

に(     )に改
かい

正
せい

されました。 
消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

基
き

本
ほん

法
ほ う

 
  

  勧
かん

誘
ゆ う

で購
こ う

入
にゅう

した商
しょう

品
ひん

を一
いっ

定
て い

期
き

間
かん

内
ない

に返
へん

品
ぴん

できる制
せい

度
ど

を 

(     )制
せい

度
ど

といいます。 
クーリング・オフ 

  

  消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

が欠
けっ

陥
かん

商
しょう

品
ひん

によって受
う

けた被
ひ

害
がい

について、 

企
き

業
ぎょう

が負
お

う責
せ き

任
に ん

を定
さ だ

めた法
ほ う

律
り つ

を(     )といいます。 
製
せい

造
ぞ う

物
ぶつ

責
せ き

任
に ん

法
ほ う

(P
ピー

L
エル

法
ほ う

) 
  

  消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

を契
けい

約
や く

上
じょう

のトラブルから保
ほ

護
ご

するための法
ほ う

律
り つ

を 

(     )といいます。 
消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

契
けい

約
や く

法
ほ う

 
  

  商
しょう

品
ひん

についての知
ち

識
し き

や情
じょう

報
ほ う

を広
ひ ろ

く集
あ つ

めて、 

判
はん

断
だ ん

力
りょく

のある(     )した消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

となることが必
ひつ

要
よ う

です。 
自
じ

立
り つ

 
  

  商
しょう

品
ひん

が生
せい

産
さ ん

者
し ゃ

から消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

に届
と ど

くまでの流
なが

れを 

(     )といいます。 
流
りゅう

通
つ う

 
  

  流
りゅう

通
つ う

にたずさわる業
ぎょう

種
し ゅ

を(     )といい、 

卸
おろし

売
う り

業
ぎょう

や小
こ

売
う り

業
ぎょう

などがあります。 
商
しょう

業
ぎょう

 
  

  コンピュータで商
しょう

品
ひん

の販
はん

売
ばい

情
じょう

報
ほ う

を管
かん

理
り

するシステムを 

(     )といいます。 
POS
ポ ス

 
  

  消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

へ商
しょう

品
ひん

が届
と ど

くまでの労
ろ う

力
りょく

や費
ひ

用
よ う

を省
はぶ

き、 

効
こ う

率
り つ

を高
た か

めることを(     )といいます。 
流
りゅう

通
つ う

の合
ご う

理
り

化
か

 
  



16 
制
せい

限
げん

時
じ

間
かん

は 20分
ぷん

、合
ご う

格
か く

点
て ん

は 80点
て ん

です。 

間
ま

違
ちが

えたところは、正
た だ

しい答
こ た

えを 3回
かい

書
か

いて覚
おぼ

えましょう。 

日付 見直し 制限 

点 / / 20分 

問
も ん

題
だ い

に答
こ た

えましょう。(4点
て ん

×25問
も ん

＝100点
て ん

) 

① 生
せい

産
さ ん

と消
しょう

費
ひ

によって、生
せい

活
かつ

を豊
ゆた

かにする仕
し

組
く

みを何
なん

といいますか。  

② 衣
い

類
る い

のような形
かたち

のある商
しょう

品
ひん

を何
なん

といいますか。  

③ 教
きょう

育
い く

のような形
かたち

のない商
しょう

品
ひん

を何
なん

といいますか。  

④ 消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

自
じ

身
し ん

の意
い

思
し

と判
はん

断
だ ん

で商
しょう

品
ひん

を選
せん

択
た く

して購
こ う

入
にゅう

すること何
なん

といいますか。  

⑤ 食
しょく

品
ひん

の健
けん

康
こ う

被
ひ

害
がい

や詐
さ

欺
ぎ

など、商
しょう

品
ひん

の購
こ う

入
にゅう

で起
お

こる問
も ん

題
だ い

を何
なん

といいますか。  

⑥ 1962年
ねん

に、「消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

の四
よ っ

つの権
けん

利
り

」を提
て い

唱
しょう

したアメリカの大
だ い

統
と う

領
りょう

は誰
だれ

ですか。  

⑦ 1968年
ねん

に、消
しょう

費
ひ

生
せい

活
かつ

の向
こ う

上
じょう

と安
あ ん

定
て い

のために制
せい

定
て い

された法
ほ う

律
り つ

を何
なん

といいますか。  

⑧ 2004年
ねん

に、消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

の権
けん

利
り

と行
ぎょう

政
せい

の責
せ き

務
む

を定
さ だ

めた法
ほ う

律
り つ

を何
なん

といいますか。  

⑨ 2009年
ねん

に設
せっ

置
ち

された、消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

行
ぎょう

政
せい

を担
た ん

当
と う

する省
しょう

庁
ちょう

を何
なん

といいますか。  

⑩ インターネットで売
う

り手
て

と買
か

い手
て

を直
ちょく

接
せつ

結
むす

ぶ仕
し

組
く

みを何
なん

といいますか。  

⑪ 

 

「希
き

少
しょう

性
せい

がある」とは、どのようなことですか。 

 

⑫ 

 

契
けい

約
や く

自
じ

由
ゆ う

の原
げん

則
そ く

について、「当
と う

事
じ

者
し ゃ

」という言
こ と

葉
ば

を使
つか

って説
せつ

明
めい

しましょう。 

 

⑬ 

 

クーリング・オフ制
せい

度
ど

とは、どのような制
せい

度
ど

ですか。 

 

⑭ 

 

製
せい

造
ぞ う

物
ぶつ

責
せ き

任
に ん

法
ほ う

(P
ピー

L
エル

法
ほ う

)とは、どのような法
ほ う

律
り つ

ですか。 

 

⑮ 

 

消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

契
けい

約
や く

法
ほ う

とは、どのような法
ほ う

律
り つ

ですか。 

 

⑯(       )とは、家
か

族
ぞ く

や個
こ

人
じ ん

が消
しょう

費
ひ

生
せい

活
かつ

を営
いとな

む単
た ん

位
い

です。 

税
ぜい

金
き ん

などの支
し

出
しゅつ

を⑰(       )支
し

出
しゅつ

といいます。 

収
しゅう

入
にゅう

から支
し

出
しゅつ

を引
ひ

いた残
の こ

りが預
よ

金
き ん

や株
かぶ

式
し き

などの⑱(       )となります。 

商
しょう

品
ひん

を正
た だ

しく選
せん

択
た く

し、収
しゅう

入
にゅう

と支
し

出
しゅつ

のバランスを考
かんが

えて消
しょう

費
ひ

することが大
た い

切
せつ

です。 

 

支
し

払
は ら

い方
ほ う

法
ほ う

は、現
げん

金
き ん

、電
で ん

子
し

マネー、プリペイドカードなどがあります。 

⑲(       )カードは、⑳(       )が一
い ち

時
じ

的
て き

に代
だ い

金
き ん

を立
た

てかえるため、 

現
げん

金
き ん

がなくても商
しょう

品
ひん

を購
こ う

入
にゅう

することができます。 

(  ⑲  )カード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流
りゅう

通
つ う

にたずさわる業
ぎょう

種
し ゅ

を㉑(       )といいます。 

商
しょう

品
ひん

を業
ぎょう

者
し ゃ

に売
う

る業
ぎょう

者
し ゃ

を㉒(       )といいます。 

商
しょう

品
ひん

を消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

に売
う

る業
ぎょう

者
し ゃ

を㉓(       )といいます。 

 

コンピュータで商
しょう

品
ひん

の販
はん

売
ばい

情
じょう

報
ほ う

を管
かん

理
り

するシステムを㉔(       )といいます。 

流
りゅう

通
つ う

の労
ろ う

力
りょく

や費
ひ

用
よ う

を省
はぶ

き、効
こ う

率
り つ

を高
た か

めることを㉕(       )といいます。 

 

 

 

 

野菜の流通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者 

(  ⑳  ) 小売店 

商品 

代金立てかえ 

カードで

支払い 

手数料 

代金の

支払い 

代金の 

請求 

生産農家  

(  ㉒  )    

せり   

仲卸業者   

(  ㉓  )  大規模(  ㉓  ) 

消費者  

 



20 金融 
学習した日 

/ / / / 

じっくり読
よ

んで理
り

解
かい

しましょう。 

銀行 

銀
ぎん

行
こ う

は間
かん

接
せつ

金
き ん

融
ゆ う

を担
に な

い、貯
ち ょ

蓄
ち く

を預
よ

金
き ん

として集
あ つ

め、企
き

業
ぎょう

や家
か

計
けい

に貸
か

し出
だ

します。 

借
か

りる側
がわ

は、元
がん

金
き ん

(借
か

り入
い

れた金
き ん

額
が く

)と利
り

子
し

を銀
ぎん

行
こ う

に支
し

払
は ら

います。 

利
り

子
し

の比
ひ

率
り つ

を金
き ん

利
り

といい、預
よ

金
き ん

より貸
か

し出
だ

しの金
き ん

利
り

を高
た か

くして、銀
ぎん

行
こ う

は収
しゅう

入
にゅう

を得
え

ます。 

銀
ぎん

行
こ う

降
ふ

りこみを利
り

用
よ う

して支
し

払
は ら

いをすることを為替
か わ せ

といいます。 

クレジットカードやスマートフォンの支
し

払
は ら

いは、現
げん

金
き ん

通
つ う

貨
か

ではなく預
よ

金
き ん

通
つ う

貨
か

を使
つか

います。 

現
げん

金
き ん

を使
つか

わない支
し

払
は ら

い方
ほ う

法
ほ う

をキャッシュレス決
けっ

済
さ い

といいます。 

 

 

 

銀行の収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本銀行 

日
に

本
ほん

の中
ちゅう

央
お う

銀
ぎん

行
こ う

は日
に

本
ほん

銀
ぎん

行
こ う

(日
に ち

銀
ぎん

)です。 

日
に

本
ほん

銀
ぎん

行
こ う

に口
こ う

座
ざ

を持
も

てるのは政
せい

府
ふ

と銀
ぎん

行
こ う

だけで、一
いっ

般
ぱん

の人
ひ と

や企
き

業
ぎょう

は持
も

てません。 

 

日
に

本
ほん

銀
ぎん

行
こ う

券
けん

(一
い ち

万
ま ん

円
え ん

札
さ つ

など)を発
はっ

行
こ う

するので、発
はっ

券
けん

銀
ぎん

行
こ う

とよばれます。 

政
せい

府
ふ

の資
し

金
き ん

を預
あず

かって出
だ

し入
い

れするので、政
せい

府
ふ

の銀
ぎん

行
こ う

とよばれます。 

一
いっ

般
ぱん

の銀
ぎん

行
こ う

に資
し

金
き ん

を貸
か

し出
だ

し、預
よ

金
き ん

を受
う

け入
い

れるので、銀
ぎん

行
こ う

の銀
ぎん

行
こ う

とよばれます。 

 

 

 

日本銀行の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景気 

経
けい

済
ざ い

全
ぜん

体
た い

の動
う ご

きを景
けい

気
き

といい、好
こ う

景
けい

気
き

と不
ふ

景
けい

気
き

のくり返
かえ

しを景
けい

気
き

変
へん

動
ど う

といいます。 

好
こ う

景
けい

気
き

は、商
しょう

品
ひん

が売
う

れて、企
き

業
ぎょう

の生
せい

産
さ ん

や家
か

計
けい

の収
しゅう

入
にゅう

が増
ふ

え、消
しょう

費
ひ

が拡
か く

大
だ い

します。 

不
ふ

景
けい

気
き

は、商
しょう

品
ひん

が売
う

れず、企
き

業
ぎょう

の生
せい

産
さ ん

や家
か

計
けい

の収
しゅう

入
にゅう

が減
へ

り、消
しょう

費
ひ

が縮
しゅく

小
しょう

します。 

好
こ う

景
けい

気
き

では、物
ぶっ

価
か

が上
じょう

昇
しょう

し続
つづ

けるインフレーションが起
お

こります。 

不
ふ

景
けい

気
き

では、物
ぶっ

価
か

が下
げ

落
ら く

し続
つづ

けるデフレーションが起
お

こります。 

戦
せん

後
ご

の日
に

本
ほん

は、好
こ う

景
けい

気
き

と不
ふ

景
けい

気
き

をくり返
かえ

しながら経
けい

済
ざ い

成
せい

長
ちょう

を続
つづ

けてきました。 

日
に

本
ほん

銀
ぎん

行
こ う

は、物
ぶっ

価
か

や景
けい

気
き

を安
あ ん

定
て い

させるために金
き ん

融
ゆ う

政
せい

策
さ く

を行
おこな

います。 

日
に

本
ほん

銀
ぎん

行
こ う

が国
こ く

債
さ い

などを銀
ぎん

行
こ う

と売
ばい

買
ばい

することで、銀
ぎん

行
こ う

の資
し

金
き ん

量
りょう

を増
ぞ う

減
げん

させ、 

景
けい

気
き

を調
ちょう

節
せつ

することを公
こ う

開
かい

市
し

場
じょう

操
そ う

作
さ

(オペレーション)といいます。 

戦後の日本経済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローバル経済 

輸
ゆ

出
しゅつ

額
が く

が輸
ゆ

入
にゅう

額
が く

を上
う わ

回
まわ

ることを貿
ぼ う

易
え き

黒
く ろ

字
じ

といい、下
し た

回
まわ

ることを貿
ぼ う

易
え き

赤
あ か

字
じ

といいます。 

日
に

本
ほん

は、原
げん

材
ざ い

料
りょう

を輸
ゆ

入
にゅう

し工
こ う

業
ぎょう

製
せい

品
ひん

を輸
ゆ

出
しゅつ

する加
か

工
こ う

貿
ぼ う

易
え き

で貿
ぼ う

易
え き

黒
く ろ

字
じ

が増
ふ

えました。 

市
し

場
じょう

と安
やす

い労
ろ う

働
ど う

力
りょく

を求
も と

めて、多
お お

くの企
き

業
ぎょう

が工
こ う

場
じょう

を海
かい

外
がい

に移
う つ

すようになると、 

産
さ ん

業
ぎょう

の空
く う

洞
ど う

化
か

によって国
こ く

内
ない

産
さ ん

業
ぎょう

が衰
すい

退
た い

し、貿
ぼ う

易
え き

赤
あ か

字
じ

になりました。 

異
こ と

なる国
く に

どうしの通
つ う

貨
か

と通
つ う

貨
か

を交
こ う

換
かん

する比
ひ

率
り つ

を為替
か わ せ

相
そ う

場
ば

といいます。 

円
え ん

高
だか

は外
がい

国
こ く

通
つ う

貨
か

に対
た い

して円
え ん

の価
か

値
ち

が高
た か

くなることで、輸
ゆ

入
にゅう

が有
ゆ う

利
り

になります。 

円
え ん

安
やす

は外
がい

国
こ く

通
つ う

貨
か

に対
た い

して円
え ん

の価
か

値
ち

が安
やす

くなることで、輸
ゆ

出
しゅつ

が有
ゆ う

利
り

になります。 

多
お お

くの国
く に

で事
じ

業
ぎょう

を展
て ん

開
かい

する多
た

国
こ く

籍
せ き

企
き

業
ぎょう

が成
せい

長
ちょう

して、国
こ く

際
さ い

的
て き

な金
き ん

融
ゆ う

が活
かっ

発
ぱつ

化
か

すると、 

世
せ

界
かい

経
けい

済
ざ い

への影
え い

響
きょう

が大
お お

きくなり、2008年
ねん

に世
せ

界
かい

金
き ん

融
ゆ う

危
き

機
き

が起
お

こりました。 

円高と円安 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1955年
ねん

～1973年
ねん

 

高
こ う

度
ど

経
けい

済
ざ い

成
せい

長
ちょう

期
き

で好
こ う

景
けい

気
き

に。 

1973年
ねん

～1980年
ねん

代
だ い

前
ぜん

半
はん

 

石
せ き

油
ゆ

危
き

機
き

が原
げん

因
いん

で不
ふ

景
けい

気
き

に。 

1986年
ねん

～1991年
ねん

 

バブル経
けい

済
ざ い

で好
こ う

景
けい

気
き

に。 

1991年
ねん

～2002年
ねん

 

バブル経
けい

済
ざ い

崩
ほ う

壊
かい

で平
へい

成
せい

不
ふ

況
きょう

に。 

 

預金 

貸し出し 

利子 

利子 

預
よ

金
き ん

の利
り

子
し

より貸
か

し

出
だ

しの利
り

子
し

が多
お お

い。 

日本銀行 

発券銀行 

政府の銀行 

銀行の銀行 

1000 ドルのスマホを輸
ゆ

入
にゅう

する場
ば

合
あ い

 

1 ドル 100円
え ん

だと…100000円
え ん

 

円
え ん

高
だか

で 1 ドル 80円
え ん

だと…80000円
え ん

 

円
え ん

安
やす

で 1 ドル 125円
え ん

だと…125000円
え ん

 

100万
ま ん

円
え ん

の車
くるま

を輸
ゆ

出
しゅつ

する場
ば

合
あ い

 

1 ドル 100円
え ん

だと…10000 ドル 

円
え ん

高
だか

で 1 ドル 80円
え ん

だと…12500 ドル 

円
え ん

安
やす

で 1 ドル 125円
え ん

だと…8000 ドル 

 



20 
答
こ た

えを思
お も

い浮
う

かべ、正
せい

解
かい

なら〇、不
ふ

正
せい

解
かい

なら×を書
か

きましょう。 

×になったところはもう一
い ち

度
ど

隠
か く

して確
か く

認
に ん

し、正
せい

解
かい

したら〇で囲
か こ

みます。 

学習した日 

/ / / / 

  銀
ぎん

行
こ う

は集
あ つ

めた預
よ

金
き ん

を企
き

業
ぎょう

や家
か

計
けい

に貸
か

し出
だ

し、 

借
か

りる側
がわ

は元
がん

金
き ん

と(     )を銀
ぎん

行
こ う

に支
し

払
は ら

います。 
利
り

子
し

 
  

  
元
がん

金
き ん

に対
た い

する利
り

子
し

の比
ひ

率
り つ

を(     )といいます。 金
き ん

利
り

 
  

  銀
ぎん

行
こ う

降
ふ

りこみを利
り

用
よ う

して支
し

払
は ら

いをすることを 

(     )といいます。 
為替
か わ せ

 
  

  クレジットカードやスマートフォンの支
し

払
は ら

いは、 

現
げん

金
き ん

通
つ う

貨
か

ではなく(     )通
つ う

貨
か

が利
り

用
よ う

されます。 
預
よ

金
き ん

 
  

  
現
げん

金
き ん

を使
つか

わない支
し

払
は ら

い方
ほ う

法
ほ う

を(     )決
けっ

済
さ い

といいます。 キャッシュレス 
  

  
日
に

本
ほん

の中
ちゅう

央
お う

銀
ぎん

行
こ う

は(     )です。 日
に

本
ほん

銀
ぎん

行
こ う

 
  

  日
に

本
ほん

銀
ぎん

行
こ う

に口
こ う

座
ざ

を持
も

てるのは(     )と銀
ぎん

行
こ う

だけで、 

一
いっ

般
ぱん

の人
ひ と

や企
き

業
ぎょう

は持
も

てません。 
政
せい

府
ふ

 
  

  一
い ち

万
ま ん

円
え ん

札
さ つ

などの紙
し

幣
へい

を発
はっ

行
こ う

するので、 

日
に

本
ほん

銀
ぎん

行
こ う

は(     )とよばれます。 
発
はっ

券
けん

銀
ぎん

行
こ う

 
  

  政
せい

府
ふ

の資
し

金
き ん

を預
あず

かって出
だ

し入
い

れするので、 

日
に

本
ほん

銀
ぎん

行
こ う

は(     )とよばれます。 
政
せい

府
ふ

の銀
ぎん

行
こ う

 
  

  一
いっ

般
ぱん

の銀
ぎん

行
こ う

に資
し

金
き ん

を貸
か

し出
だ

し、預
よ

金
き ん

を受
う

け入
い

れるので、 

日
に

本
ほん

銀
ぎん

行
こ う

は(     )とよばれます。 
銀
ぎん

行
こ う

の銀
ぎん

行
こ う

 
  

  好
こ う

景
けい

気
き

では、需
じ ゅ

要
よ う

量
りょう

が供
きょう

給
きゅう

量
りょう

を上
う わ

回
まわ

り、 

物
ぶっ

価
か

が上
じょう

昇
しょう

し続
つづ

ける(     )が起
お

こります。 
インフレーション 

  

  不
ふ

景
けい

気
き

では、需
じ ゅ

要
よ う

量
りょう

が供
きょう

給
きゅう

量
りょう

を下
し た

回
まわ

り、 

物
ぶっ

価
か

が下
げ

落
ら く

し続
つづ

ける(     )が起
お

こります。 
デフレーション 

  

  戦
せん

後
ご

の日
に

本
ほん

は、景
けい

気
き

変
へん

動
ど う

をくり返
かえ

しながら、 

(     )を続
つづ

けてきました。 
経
けい

済
ざ い

成
せい

長
ちょう

 
  

  物
ぶっ

価
か

や景
けい

気
き

を安
あ ん

定
て い

させるために日
に

本
ほん

銀
ぎん

行
こ う

が行
おこな

う政
せい

策
さ く

を 

(     )といいます。 
金
き ん

融
ゆ う

政
せい

策
さ く

 
  

  日
に

本
ほん

銀
ぎん

行
こ う

が景
けい

気
き

を調
ちょう

節
せつ

するために、 

国
こ く

債
さ い

などを銀
ぎん

行
こ う

と売
ばい

買
ばい

することを(     )といいます。 
公
こ う

開
かい

市
し

場
じょう

操
そ う

作
さ

(オペレーション) 
  

  企
き

業
ぎょう

が工
こ う

場
じょう

を海
かい

外
がい

に移
う つ

すことによって、 

国
こ く

内
ない

産
さ ん

業
ぎょう

が衰
すい

退
た い

することを(     )といいます。 
産
さ ん

業
ぎょう

の空
く う

洞
ど う

化
か

 
  

  異
こ と

なる国
く に

どうしの通
つ う

貨
か

と通
つ う

貨
か

を交
こ う

換
かん

する比
ひ

率
り つ

を 

(     )といいます。 
為替
か わ せ

相
そ う

場
ば

 
  

  1ドル 100円
え ん

だったのが100円
え ん

以
い

下
か

になるのは(     )で、 

輸
ゆ

入
にゅう

が有
ゆ う

利
り

になります。 
円
え ん

高
だか

 
  

  1ドル 100円
え ん

だったのが100円
え ん

以
い

上
じょう

になるのは(     )で、 

輸
ゆ

出
しゅつ

が有
ゆ う

利
り

になります。 
円
え ん

安
やす

 
  

  多
お お

くの国
く に

で事
じ

業
ぎょう

を展
て ん

開
かい

する(     )企
き

業
ぎょう

が成
せい

長
ちょう

すると、 

金
き ん

融
ゆ う

が活
かっ

発
ぱつ

化
か

し、世
せ

界
かい

経
けい

済
ざ い

への影
え い

響
きょう

が大
お お

きくなります。 
多
た

国
こ く

籍
せ き

 
  



20 
制
せい

限
げん

時
じ

間
かん

は 20分
ぷん

、合
ご う

格
か く

点
て ん

は 80点
て ん

です。 

間
ま

違
ちが

えたところは、正
た だ

しい答
こ た

えを 3回
かい

書
か

いて覚
おぼ

えましょう。 

日付 見直し 制限 

点 / / 20分 

問
も ん

題
だ い

に答
こ た

えましょう。(4点
て ん

×25問
も ん

＝100点
て ん

) 

① 元
がん

金
き ん

に対
た い

する利
り

子
し

の比
ひ

率
り つ

を何
なん

といいますか。  

② 銀
ぎん

行
こ う

降
ふ

りこみを利
り

用
よ う

して支
し

払
は ら

いをすることを何
なん

といいますか。  

③ 現
げん

金
き ん

を使
つか

わない支
し

払
は ら

い方
ほ う

法
ほ う

を何
なん

といいますか。  

④ 需
じ ゅ

要
よ う

量
りょう

が供
きょう

給
きゅう

量
りょう

を上
う わ

回
まわ

り、物
ぶっ

価
か

が上
じょう

昇
しょう

し続
つづ

けることを何
なん

といいますか。  

⑤ 需
じ ゅ

要
よ う

量
りょう

が供
きょう

給
きゅう

量
りょう

を下
し た

回
まわ

り、物
ぶっ

価
か

が下
げ

落
ら く

し続
つづ

けることを何
なん

といいますか。  

⑥ 物
ぶっ

価
か

や景
けい

気
き

を安
あ ん

定
て い

させるために日
に

本
ほん

銀
ぎん

行
こ う

が行
おこな

う政
せい

策
さ く

を何
なん

といいますか。  

⑦ 日
に

本
ほん

銀
ぎん

行
こ う

が景
けい

気
き

を調
ちょう

節
せつ

するために、国
こ く

債
さ い

などを売
ばい

買
ばい

することを何
なん

といいますか。  

⑧ 輸
ゆ

出
しゅつ

額
が く

が輸
ゆ

入
にゅう

額
が く

を上
う わ

回
まわ

ることを何
なん

といいますか。  

⑨ 原
げん

材
ざ い

料
りょう

を輸
ゆ

入
にゅう

し工
こ う

業
ぎょう

製
せい

品
ひん

を輸
ゆ

出
しゅつ

する貿
ぼ う

易
え き

を何
なん

といいますか。  

⑩ 多
お お

くの国
く に

で事
じ

業
ぎょう

を展
て ん

開
かい

する企
き

業
ぎょう

を何
なん

といいますか。  

⑪ 

 

集
あ つ

めた預
よ

金
き ん

を貸
か

し出
だ

すことで、銀
ぎん

行
こ う

はどのように利
り

益
え き

を得
え

ていますか。「利
り

子
し

」という言
こ と

葉
ば

を使
つか

って説
せつ

明
めい

しましょう。 

 

⑫ 

 

好
こ う

景
けい

気
き

とはどのような経
けい

済
ざ い

の状
じょう

態
た い

ですか。「商
しょう

品
ひん

」「家
か

計
けい

」「消
しょう

費
ひ

」という言
こ と

葉
ば

を使
つか

って説
せつ

明
めい

しましょう。 

 

⑬ 

 

不
ふ

景
けい

気
き

とはどのような経
けい

済
ざ い

の状
じょう

態
た い

ですか。「商
しょう

品
ひん

」「家
か

計
けい

」「消
しょう

費
ひ

」という言
こ と

葉
ば

を使
つか

って説
せつ

明
めい

しましょう。 

 

⑭ 

 

「バブル経
けい

済
ざ い

」、「高
こ う

度
ど

経
けい

済
ざ い

成
せい

長
ちょう

期
き

」、「平
へい

成
せい

不
ふ

況
きょう

」、「石
せ き

油
ゆ

危
き

機
き

」を年
ねん

代
だ い

の古
ふ る

い順
じゅん

に並
な ら

べましょう。 

(          ) → (          ) → (          ) → (          ) 

⑮ 

 

多
お お

くの企
き

業
ぎょう

が工
こ う

場
じょう

を海
かい

外
がい

に移
う つ

すと、どのようなことが起
お

こりますか。 

 

日
に

本
ほん

銀
ぎん

行
こ う

は日
に

本
ほん

の⑯(       )銀
ぎん

行
こ う

です。 

日
に

本
ほん

銀
ぎん

行
こ う

に口
こ う

座
ざ

を持
も

てるのは⑰(       )と銀
ぎん

行
こ う

だけです。 

 

一
い ち

万
ま ん

円
え ん

札
さ つ

などの紙
し

幣
へい

を発
はっ

行
こ う

するので、⑱(       )とよばれます。 

政
せい

府
ふ

の資
し

金
き ん

を預
あず

かって出
だ

し入
い

れするので、⑲(       )とよばれます。 

銀
ぎん

行
こ う

に資
し

金
き ん

を貸
か

し出
だ

し、預
よ

金
き ん

を受
う

け入
い

れるので、⑳(       )とよばれます。 

 

 

 

日本銀行の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異
こ と

なる国
く に

どうしの通
つ う

貨
か

と通
つ う

貨
か

を交
こ う

換
かん

する比
ひ

率
り つ

を㉑(       )といいます。 

 

1 ドル 100円
え ん

が 1 ドル 80円
え ん

になることを㉒(       )といい、 

1000 ドルのスマホを輸
ゆ

入
にゅう

する場
ば

合
あ い

、1 ドル 100円
え ん

だと 100000円
え ん

だったのが、 

1 ドル 80円
え ん

だと㉓(       )円
え ん

になるので、安
やす

く輸
ゆ

入
にゅう

することができます。 

 

1 ドル 100円
え ん

が 1 ドル 125円
え ん

になることを㉔(       )といい、 

100万
ま ん

円
え ん

の車
くるま

を輸
ゆ

出
しゅつ

する場
ば

合
あ い

、1 ドル 100円
え ん

だと 10000 ドルだったのが、 

1 ドル 125円
え ん

だと㉕(       )ドルになるので、安
やす

く輸
ゆ

出
しゅつ

することができます。 

 

円とドル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本銀行 

1000 ドルのスマホを輸
ゆ

入
にゅう

する場
ば

合
あ い

 

1 ドル 100円
え ん

だと…100000円
え ん

 

1 ドル 80円
え ん

だと…   ㉓   円
え ん

 

100万
ま ん

円
え ん

の車
くるま

を輸
ゆ

出
しゅつ

する場
ば

合
あ い

 

1 ドル 100円
え ん

だと…10000 ドル 

1 ドル 125円
え ん

だと…   ㉕   ドル 

 

(  ⑱  ) 

(  ⑲  ) 

(  ⑳  ) 



13 
制
せい

限
げん

時
じ

間
かん

は 20分
ぷん

、合
ご う

格
か く

点
て ん

は 80点
て ん

です。 

間
ま

違
ちが

えたところは、正
た だ

しい答
こ た

えを 3回
かい

書
か

いて覚
おぼ

えましょう。 

日付 見直し 制限 

点 / / 20分 

問
も ん

題
だ い

に答
こ た

えましょう。(4点
て ん

×25問
も ん

＝100点
て ん

) 

① 権
けん

利
り

と秩
ちつ

序
じ ょ

を守
ま も

るために、法
ほ う

に基
も と

づいて争
あらそ

いを解
かい

決
けつ

することを何
なん

といいますか。 司
し

法
ほ う

(裁
さ い

判
ばん

) 

② 日
に

本
ほん

全
ぜん

国
こ く

で東
と う

京
きょう

に１か所
し ょ

のみ設
せっ

置
ち

されている裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

を何
なん

といいますか。 最
さ い

高
こ う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

 

③ 高
こ う

等
と う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

は全
ぜん

国
こ く

に何
なん

か所
し ょ

ありますか。 ８か所
し ょ

 

④ 国
こ っ

会
かい

や内
ない

閣
か く

に干
かん

渉
しょう

されず、公
こ う

正
せい

に裁
さ い

判
ばん

を行
おこな

う原
げん

則
そ く

を何
なん

といいますか。 司
し

法
ほ う

権
けん

の独
ど く

立
り つ

の原
げん

則
そ く

 

⑤ 犯
はん

罪
ざ い

行
こ う

為
い

について、有
ゆ う

罪
ざ い

か無
む

罪
ざ い

かを決
き

める裁
さ い

判
ばん

を何
なん

といいますか。 刑
けい

事
じ

裁
さ い

判
ばん

 

⑥ 警
けい

察
さ つ

官
かん

が逮
た い

捕
ほ

や捜
そ う

索
さ く

をするために、裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

から出
だ

してもらうものは何
なん

ですか。 令
れい

状
じょう

 

⑦ 裁
さ い

判
ばん

で、被
ひ

疑
ぎ

者
し ゃ

や被
ひ

告
こ く

人
に ん

の手
て

助
だす

けをする人
ひ と

を何
なん

といいますか。 弁
べん

護
ご

人
に ん

 

⑧ 人
ひ と

々
び と

が裁
さ い

判
ばん

を利
り

用
よ う

しやすくするための改
かい

革
か く

を何
なん

といいますか。 司
し

法
ほ う

制
せい

度
ど

改
かい

革
か く

 

⑨ 裁
さ い

判
ばん

員
いん

制
せい

度
ど

の裁
さ い

判
ばん

員
いん

は、どのような人
ひ と

からくじで選
え ら

ばれますか。 満
ま ん

20歳
さ い

以
い

上
じょう

の国
こ く

民
みん

 

⑩ 被
ひ

害
がい

者
し ゃ

が被
ひ

告
こ く

人
に ん

に質
し つ

問
も ん

できるようにした制
せい

度
ど

を何
なん

といいますか。 被
ひ

害
がい

者
し ゃ

参
さ ん

加
か

制
せい

度
ど

 

⑪ 

 

４種
し ゅ

類
る い

の下
か

級
きゅう

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

をすべて答
こ た

えましょう。 

高
こ う

等
と う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

、地
ち

方
ほ う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

、家
か

庭
て い

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

、簡
かん

易
い

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

。 

⑫ 

 

民
みん

事
じ

裁
さ い

判
ばん

では、訴
うった

えた人
ひ と

と訴
うった

えられた人
ひ と

をそれぞれ何
なん

と呼
よ

びますか。 

訴
うった

えた人
ひ と

を原
げん

告
こ く

、訴
うった

えられた人
ひ と

を被
ひ

告
こ く

と呼
よ

ぶ。 

⑬ 

 

刑
けい

事
じ

裁
さ い

判
ばん

で、起
き

訴
そ

する人
ひ と

と起
き

訴
そ

される人
ひ と

はそれぞれ誰
だれ

ですか。 

起
き

訴
そ

する人
ひ と

は検
けん

察
さ つ

で、起
き

訴
そ

される人
ひ と

は被
ひ

告
こ く

人
に ん

。 

⑭ 

 

裁
さ い

判
ばん

員
いん

制
せい

度
ど

について、「国
こ く

民
みん

の視
し

点
て ん

」「刑
けい

事
じ

裁
さ い

判
ばん

」という言
こ と

葉
ば

を使
つか

って説
せつ

明
めい

しましょう。 

裁
さ い

判
ばん

に国
こ く

民
みん

の視
し

点
て ん

を反
はん

映
え い

するために、国
こ く

民
みん

が刑
けい

事
じ

裁
さ い

判
ばん

に参
さ ん

加
か

する制
せい

度
ど

。 

⑮ 

 

警
けい

察
さ つ

による取
と

り調
し ら

べの可
か

視
し

化
か

が義
ぎ

務
む

付
づ

けられたのは、何
なん

のためですか。 

無
む

理
り

やり自
じ

白
は く

させられることによって生
しょう

じるえん罪
ざ い

を防
ふせ

ぐため。 

地
ち

方
ほ う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

で第
だ い

一
いっ

審
し ん

を行
おこな

った場
ば

合
あ い

、 

判
はん

決
けつ

に不
ふ

服
ふ く

なら、⑯( 高
こ う

等
と う

 )裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

での第
だ い

二
に

審
し ん

に⑰( 控
こ う

訴
そ

 )します。 

さらに不
ふ

服
ふ く

なら、⑱( 最
さ い

高
こ う

 )裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

での第
だ い

三
さ ん

審
し ん

に⑲( 上
じょう

告
こ く

 )できます。 

 

このように三
さ ん

回
かい

まで裁
さ い

判
ばん

を受
う

けられるのは、裁
さ い

判
ばん

を慎
し ん

重
ちょう

に行
おこな

い、人
じ ん

権
けん

を守
ま も

るためです。 

一
ひ と

つの事
じ

件
けん

につき三
さ ん

回
かい

まで裁
さ い

判
ばん

を受
う

けられる仕
し

組
く

みを⑳( 三
さ ん

審
し ん

制
せい

 )といいます。 

 

 

 

 

( ⑳ )の仕組み 

( ⑱ )裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

 

 

 

( ⑯ )裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

 

 

 

地
ち

方
ほ う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

 家
か

庭
て い

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

 簡
かん

易
い

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

 

 

 

 

国
く に

の権
けん

力
りょく

を立
り っ

法
ぽ う

、行
ぎょう

政
せい

、司
し

法
ほ う

の三
さ ん

権
けん

に分
わ

けることを㉑( 三
さ ん

権
けん

分
ぶん

立
り つ

 )といい、 

三
さ ん

権
けん

がたがいに抑
よ く

制
せい

し合
あ

い、権
けん

力
りょく

が集
しゅう

中
ちゅう

するのを防
ふせ

ぎ、均
き ん

衡
こ う

を保
た も

つことができます。 

 

内
ない

閣
か く

の仕
し

事
ご と

に不
ふ

満
ま ん

がある場
ば

合
あ い

、国
こ っ

会
かい

は㉒( 内
ない

閣
か く

不
ふ

信
し ん

任
に ん

 )の決
けつ

議
ぎ

を行
おこな

います。 

最
さ い

高
こ う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

の裁
さ い

判
ばん

官
かん

が適
て き

切
せつ

かどうかは、㉓( 国
こ く

民
みん

審
し ん

査
さ

 )で国
こ く

民
みん

が判
はん

断
だ ん

します。 

立
り っ

法
ぽ う

や行
ぎょう

政
せい

が合
ご う

憲
けん

か違
い

憲
けん

かを審
し ん

査
さ

する制
せい

度
ど

を、㉔( 違
い

憲
けん

審
し ん

査
さ

制
せい

 )といいます。 

最
さ い

高
こ う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

は合
ご う

憲
けん

か違
い

憲
けん

かの決
けっ

定
て い

権
けん

を持
も

ち、㉕( 憲
けん

法
ぽ う

の番
ばん

人
に ん

 )と呼
よ

ばれます。 

 

 

( ㉑ )の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立法権 

行政権 司法権 

国民 

選挙 

( ㉓ ) 世論 

弾劾裁判 

裁判官の任命 

( ㉔ ) 

衆議院 

の解散 

( ㉒ ) 

( ⑰ )               ( ⑰ ) 

( ⑲ ) 

抗
こ う

告
こ く

 

( ㉔ ) 



16 
制
せい

限
げん

時
じ

間
かん

は 20分
ぷん

、合
ご う

格
か く

点
て ん

は 80点
て ん

です。 

間
ま

違
ちが

えたところは、正
た だ

しい答
こ た

えを 3回
かい

書
か

いて覚
おぼ

えましょう。 

日付 見直し 制限 

点 / / 20分 

問
も ん

題
だ い

に答
こ た

えましょう。(4点
て ん

×25問
も ん

＝100点
て ん

) 

① 生
せい

産
さ ん

と消
しょう

費
ひ

によって、生
せい

活
かつ

を豊
ゆた

かにする仕
し

組
く

みを何
なん

といいますか。 経
けい

済
ざ い

 

② 衣
い

類
る い

のような形
かたち

のある商
しょう

品
ひん

を何
なん

といいますか。 財
ざ い

 

③ 教
きょう

育
い く

のような形
かたち

のない商
しょう

品
ひん

を何
なん

といいますか。 サービス 

④ 消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

自
じ

身
し ん

の意
い

思
し

と判
はん

断
だ ん

で商
しょう

品
ひん

を選
せん

択
た く

して購
こ う

入
にゅう

すること何
なん

といいますか。 消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

主
し ゅ

権
けん

 

⑤ 食
しょく

品
ひん

の健
けん

康
こ う

被
ひ

害
がい

や詐
さ

欺
ぎ

など、商
しょう

品
ひん

の購
こ う

入
にゅう

で起
お

こる問
も ん

題
だ い

を何
なん

といいますか。 消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

問
も ん

題
だ い

 

⑥ 1962年
ねん

に、「消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

の四
よ っ

つの権
けん

利
り

」を提
て い

唱
しょう

したアメリカの大
だ い

統
と う

領
りょう

は誰
だれ

ですか。 ケネディ 

⑦ 1968年
ねん

に、消
しょう

費
ひ

生
せい

活
かつ

の向
こ う

上
じょう

と安
あ ん

定
て い

のために制
せい

定
て い

された法
ほ う

律
り つ

を何
なん

といいますか。 消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

保
ほ

護
ご

基
き

本
ほん

法
ほ う

 

⑧ 2004年
ねん

に、消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

の権
けん

利
り

と行
ぎょう

政
せい

の責
せ き

務
む

を定
さ だ

めた法
ほ う

律
り つ

を何
なん

といいますか。 消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

基
き

本
ほん

法
ほ う

 

⑨ 2009年
ねん

に設
せっ

置
ち

された、消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

行
ぎょう

政
せい

を担
た ん

当
と う

する省
しょう

庁
ちょう

を何
なん

といいますか。 消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

庁
ちょう

 

⑩ インターネットで売
う

り手
て

と買
か

い手
て

を直
ちょく

接
せつ

結
むす

ぶ仕
し

組
く

みを何
なん

といいますか。 インターネットショッピング 

⑪ 

 

「希
き

少
しょう

性
せい

がある」とは、どのようなことですか。 

人
ひ と

々
び と

が求
も と

める量
りょう

に対
た い

して商
しょう

品
ひん

が少
す く

ないこと。 

⑫ 

 

契
けい

約
や く

自
じ

由
ゆ う

の原
げん

則
そ く

について、「当
と う

事
じ

者
し ゃ

」という言
こ と

葉
ば

を使
つか

って説
せつ

明
めい

しましょう。 

誰
だれ

と、どんな内
ない

容
よ う

と方
ほ う

法
ほ う

で契
けい

約
や く

を結
むす

ぶかは、当
と う

事
じ

者
し ゃ

の自
じ

由
ゆ う

であるという原
げん

則
そ く

。 

⑬ 

 

クーリング・オフ制
せい

度
ど

とは、どのような制
せい

度
ど

ですか。 

勧
かん

誘
ゆ う

で購
こ う

入
にゅう

した商
しょう

品
ひん

を一
いっ

定
て い

期
き

間
かん

内
ない

に返
へん

品
ぴん

できる制
せい

度
ど

。 

⑭ 

 

製
せい

造
ぞ う

物
ぶつ

責
せ き

任
に ん

法
ほ う

(P
ピー

L
エル

法
ほ う

)とは、どのような法
ほ う

律
り つ

ですか。 

消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

が欠
けっ

陥
かん

商
しょう

品
ひん

によって受
う

けた被
ひ

害
がい

について、企
き

業
ぎょう

が負
お

う責
せ き

任
に ん

を定
さ だ

めた法
ほ う

律
り つ

。 

⑮ 

 

消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

契
けい

約
や く

法
ほ う

とは、どのような法
ほ う

律
り つ

ですか。 

消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

を契
けい

約
や く

上
じょう

のトラブルから保
ほ

護
ご

するための法
ほ う

律
り つ

。 

⑯( 家
か

計
けい

 )とは、家
か

族
ぞ く

や個
こ

人
じ ん

が消
しょう

費
ひ

生
せい

活
かつ

を営
いとな

む単
た ん

位
い

です。 

税
ぜい

金
き ん

などの支
し

出
しゅつ

を⑰( 非
ひ

消
しょう

費
ひ

 )支
し

出
しゅつ

といいます。 

収
しゅう

入
にゅう

から支
し

出
しゅつ

を引
ひ

いた残
の こ

りが預
よ

金
き ん

や株
かぶ

式
し き

などの⑱( 貯
ち ょ

蓄
ち く

 )となります。 

商
しょう

品
ひん

を正
た だ

しく選
せん

択
た く

し、収
しゅう

入
にゅう

と支
し

出
しゅつ

のバランスを考
かんが

えて消
しょう

費
ひ

することが大
た い

切
せつ

です。 

 

支
し

払
は ら

い方
ほ う

法
ほ う

は、現
げん

金
き ん

、電
で ん

子
し

マネー、プリペイドカードなどがあります。 

⑲( クレジット )カードは、⑳( 発
はっ

行
こ う

会
がい

社
し ゃ

 )が一
い ち

時
じ

的
て き

に代
だ い

金
き ん

を立
た

てかえるため、 

現
げん

金
き ん

がなくても商
しょう

品
ひん

を購
こ う

入
にゅう

することができます。 

(  ⑲  )カード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流
りゅう

通
つ う

にたずさわる業
ぎょう

種
し ゅ

を㉑( 商
しょう

業
ぎょう

 )といいます。 

商
しょう

品
ひん

を業
ぎょう

者
し ゃ

に売
う

る業
ぎょう

者
し ゃ

を㉒( 卸
おろし

売
う り

業
ぎょう

者
し ゃ

 )といいます。 

商
しょう

品
ひん

を消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

に売
う

る業
ぎょう

者
し ゃ

を㉓( 小
こ

売
う り

業
ぎょう

者
し ゃ

 )といいます。 

 

コンピュータで商
しょう

品
ひん

の販
はん

売
ばい

情
じょう

報
ほ う

を管
かん

理
り

するシステムを㉔( POS
ポ ス

 )といいます。 

流
りゅう

通
つ う

の労
ろ う

力
りょく

や費
ひ

用
よ う

を省
はぶ

き、効
こ う

率
り つ

を高
た か

めることを㉕( 流
りゅう

通
つ う

の合
ご う

理
り

化
か

 )といいます。 

 

 

 

 

野菜の流通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者 

(  ⑳  ) 小売店 

商品 

代金立てかえ 

カードで

支払い 

手数料 

代金の

支払い 

代金の 

請求 

生産農家  

(  ㉒  )    

せり   

仲卸業者   

(  ㉓  )  大規模(  ㉓  ) 

消費者  

 



20 
制
せい

限
げん

時
じ

間
かん

は 20分
ぷん

、合
ご う

格
か く

点
て ん

は 80点
て ん

です。 

間
ま

違
ちが

えたところは、正
た だ

しい答
こ た

えを 3回
かい

書
か

いて覚
おぼ

えましょう。 

日付 見直し 制限 

点 / / 20分 

問
も ん

題
だ い

に答
こ た

えましょう。(4点
て ん

×25問
も ん

＝100点
て ん

) 

① 元
がん

金
き ん

に対
た い

する利
り

子
し

の比
ひ

率
り つ

を何
なん

といいますか。 金
き ん

利
り

 

② 銀
ぎん

行
こ う

降
ふ

りこみを利
り

用
よ う

して支
し

払
は ら

いをすることを何
なん

といいますか。 為替
か わ せ

 

③ 現
げん

金
き ん

を使
つか

わない支
し

払
は ら

い方
ほ う

法
ほ う

を何
なん

といいますか。 キャッシュレス決
けっ

済
さ い

 

④ 需
じ ゅ

要
よ う

量
りょう

が供
きょう

給
きゅう

量
りょう

を上
う わ

回
まわ

り、物
ぶっ

価
か

が上
じょう

昇
しょう

し続
つづ

けることを何
なん

といいますか。 インフレーション 

⑤ 需
じ ゅ

要
よ う

量
りょう

が供
きょう

給
きゅう

量
りょう

を下
し た

回
まわ

り、物
ぶっ

価
か

が下
げ

落
ら く

し続
つづ

けることを何
なん

といいますか。 デフレーション 

⑥ 物
ぶっ

価
か

や景
けい

気
き

を安
あ ん

定
て い

させるために日
に

本
ほん

銀
ぎん

行
こ う

が行
おこな

う政
せい

策
さ く

を何
なん

といいますか。 金
き ん

融
ゆ う

政
せい

策
さ く

 

⑦ 日
に

本
ほん

銀
ぎん

行
こ う

が景
けい

気
き

を調
ちょう

節
せつ

するために、国
こ く

債
さ い

などを売
ばい

買
ばい

することを何
なん

といいますか。 公
こ う

開
かい

市
し

場
じょう

操
そ う

作
さ

(オペレーション) 

⑧ 輸
ゆ

出
しゅつ

額
が く

が輸
ゆ

入
にゅう

額
が く

を上
う わ

回
まわ

ることを何
なん

といいますか。 貿
ぼ う

易
え き

黒
く ろ

字
じ

 

⑨ 原
げん

材
ざ い

料
りょう

を輸
ゆ

入
にゅう

し工
こ う

業
ぎょう

製
せい

品
ひん

を輸
ゆ

出
しゅつ

する貿
ぼ う

易
え き

を何
なん

といいますか。 加
か

工
こ う

貿
ぼ う

易
え き

 

⑩ 多
お お

くの国
く に

で事
じ

業
ぎょう

を展
て ん

開
かい

する企
き

業
ぎょう

を何
なん

といいますか。 多
た

国
こ く

籍
せ き

企
き

業
ぎょう

 

⑪ 

 

集
あ つ

めた預
よ

金
き ん

を貸
か

し出
だ

すことで、銀
ぎん

行
こ う

はどのように利
り

益
え き

を得
え

ていますか。「利
り

子
し

」という言
こ と

葉
ば

を使
つか

って説
せつ

明
めい

しましょう。 

預
よ

金
き ん

に支
し

払
は ら

う利
り

子
し

より、貸
か

し出
だ

しで受
う

け取
と

る利
り

子
し

を多
お お

くして利
り

益
え き

を得
え

ている。 

⑫ 

 

好
こ う

景
けい

気
き

とはどのような経
けい

済
ざ い

の状
じょう

態
た い

ですか。「商
しょう

品
ひん

」「家
か

計
けい

」「消
しょう

費
ひ

」という言
こ と

葉
ば

を使
つか

って説
せつ

明
めい

しましょう。 

商
しょう

品
ひん

が売
う

れて企
き

業
ぎょう

の生
せい

産
さ ん

が増
ふ

え、家
か

計
けい

の収
しゅう

入
にゅう

も増
ふ

えて、消
しょう

費
ひ

が拡
か く

大
だ い

する状
じょう

態
た い

。 

⑬ 

 

不
ふ

景
けい

気
き

とはどのような経
けい

済
ざ い

の状
じょう

態
た い

ですか。「商
しょう

品
ひん

」「家
か

計
けい

」「消
しょう

費
ひ

」という言
こ と

葉
ば

を使
つか

って説
せつ

明
めい

しましょう。 

商
しょう

品
ひん

が売
う

れず企
き

業
ぎょう

の生
せい

産
さ ん

が減
へ

り、家
か

計
けい

の収
しゅう

入
にゅう

も減
へ

って、消
しょう

費
ひ

が縮
しゅく

小
しょう

する状
じょう

態
た い

。 

⑭ 

 

「バブル経
けい

済
ざ い

」、「高
こ う

度
ど

経
けい

済
ざ い

成
せい

長
ちょう

期
き

」、「平
へい

成
せい

不
ふ

況
きょう

」、「石
せ き

油
ゆ

危
き

機
き

」を年
ねん

代
だ い

の古
ふ る

い順
じゅん

に並
な ら

べましょう。 

( 高
こ う

度
ど

経
けい

済
ざ い

成
せい

長
ちょう

期
き

 ) → ( 石
せ き

油
ゆ

危
き

機
き

 ) → ( バブル経
けい

済
ざ い

 ) → ( 平
へい

成
せい

不
ふ

況
きょう

 ) 

⑮ 

 

多
お お

くの企
き

業
ぎょう

が工
こ う

場
じょう

を海
かい

外
がい

に移
う つ

すと、どのようなことが起
お

こりますか。 

国
こ く

内
ない

産
さ ん

業
ぎょう

が衰
すい

退
た い

し、産
さ ん

業
ぎょう

の空
く う

洞
ど う

化
か

が起
お

こる。 

日
に

本
ほん

銀
ぎん

行
こ う

は日
に

本
ほん

の⑯( 中
ちゅう

央
お う

 )銀
ぎん

行
こ う

です。 

日
に

本
ほん

銀
ぎん

行
こ う

に口
こ う

座
ざ

を持
も

てるのは⑰( 政
せい

府
ふ

 )と銀
ぎん

行
こ う

だけです。 

 

一
い ち

万
ま ん

円
え ん

札
さ つ

などの紙
し

幣
へい

を発
はっ

行
こ う

するので、⑱( 発
はっ

券
けん

銀
ぎん

行
こ う

 )とよばれます。 

政
せい

府
ふ

の資
し

金
き ん

を預
あず

かって出
だ

し入
い

れするので、⑲( 政
せい

府
ふ

の銀
ぎん

行
こ う

 )とよばれます。 

銀
ぎん

行
こ う

に資
し

金
き ん

を貸
か

し出
だ

し、預
よ

金
き ん

を受
う

け入
い

れるので、⑳( 銀
ぎん

行
こ う

の銀
ぎん

行
こ う

 )とよばれます。 

 

 

 

日本銀行の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異
こ と

なる国
く に

どうしの通
つ う

貨
か

と通
つ う

貨
か

を交
こ う

換
かん

する比
ひ

率
り つ

を㉑( 為替
か わ せ

相
そ う

場
ば

 )といいます。 

 

1 ドル 100円
え ん

が 1 ドル 80円
え ん

になることを㉒( 円
え ん

高
だか

 )といい、 

1000 ドルのスマホを輸
ゆ

入
にゅう

する場
ば

合
あ い

、1 ドル 100円
え ん

だと 100000円
え ん

だったのが、 

1 ドル 80円
え ん

だと㉓( 80000 )円
え ん

になるので、安
やす

く輸
ゆ

入
にゅう

することができます。 

 

1 ドル 100円
え ん

が 1 ドル 125円
え ん

になることを㉔( 円
え ん

安
やす

 )といい、 

100万
ま ん

円
え ん

の車
くるま

を輸
ゆ

出
しゅつ

する場
ば

合
あ い

、1 ドル 100円
え ん

だと 10000 ドルだったのが、 

1 ドル 125円
え ん

だと㉕( 8000 )ドルになるので、安
やす

く輸
ゆ

出
しゅつ

することができます。 

 

円とドル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本銀行 

1000 ドルのスマホを輸
ゆ

入
にゅう

する場
ば

合
あ い

 

1 ドル 100円
え ん

だと…100000円
え ん

 

1 ドル 80円
え ん

だと…   ㉓   円
え ん

 

100万
ま ん

円
え ん

の車
くるま

を輸
ゆ

出
しゅつ

する場
ば

合
あ い

 

1 ドル 100円
え ん

だと…10000 ドル 

1 ドル 125円
え ん

だと…   ㉕   ドル 

 

(  ⑱  ) 

(  ⑲  ) 

(  ⑳  ) 



 


