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教 養 試 験 問 題 
 

― 注 意 事 項 ― 

 

１ 指示があるまで開かないでください。 

２ 解答には、必ずＨＢの鉛筆又はＨＢのシャープペンシルを使用してください。 

３ 各問題には、１から５までの選択肢がありますが、この中から正答を１つ選び、次の要領で記

入してください。なお、２つ以上印をつけた解答は誤りとします。 

 

（例） 

［№ 1］ 日本の首都として、正しいのはどれか。 

 １ 札 幌 

 ２ 東 京         

 ３ 大 阪      問１  1  2  3  4  5      

 ４ 京 都 

 ５ 北九州 

 

 答えは２の「東京」ですから、上のように記入してください。 

 

４ 解答マークの記入は、枠内に丁寧に記入してください。枠外にはみ出したり、著しく記入例と

異なるものは採点できない場合があります。 

５ 記入を間違えたときは、消しゴムで丁寧に消し、消しゴムのかすを完全に払ってください。汚れが残

っていると採点できない場合があります。 

６ 問題は４５問で、解答時間は１２０分です。 

７ この問題は持ち帰ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



［№ 1］次の文章を読んで、以下の問に答えなさい。 
 

 僕は有機農業を、「生き物の仕組みを生かす農業」と定義しています。最近では植物工場のよう

に、生き物の仕組みに頼らないタイプの農業技術も開発されていますが、有機農業では自然の仕組

みにできるだけ逆らわず、生き物、特に土の微生物の力を生かすことを重視します。このような考

え方は、ヨーロッパではビオ農法などと呼ばれています（アメリカではオーガニックという言葉を

使う）。日本語では生物学的農法と訳されていますが、「有機」よりもビオ（ｂｉｏ＝「生」「生命」）

という言葉の方が僕の言っている「生き物の仕組みを生かす」を率直に表現していてしっくりきま

す。 

「有機」という言葉は、もともとは漢書の中の「天地有機（天地に機あり）」という言葉から付

けられた、と言われています。「機」とは英語で言うシステムやメカニズム、日本語ではからくり、

装置という意味です。天地、つまり宇宙にはからくり＝法則があり、それを理解し、尊重する農業

を標榜しよう、という意味です。素晴らしい考え方だと思います。 

ここで言う「機」の一つが、今で言う循環型農業の事です。健康で肥沃な土が健康な作物を育み、

それが健康な動物を育み、その死骸や糞が微生物によってまた健康な土へと返っていく。この自然

のサイクルに可能な限り沿う農業が有機農業です。 

生き物は単独では生きられません。動物と植物、植物同士、植物と土の中の微生物はそれぞれ互

いに影響し合い、共生しています。たとえば土壌微生物の中には、植物の根に棲
す

み付き、根から炭

水化物をもらいながら、土壌から養分を取り込んで根に供給しているものがいます。弱肉強食の単

純な力関係だけが自然の摂理ではありません。無数の生き物が相互に作用しながら、複雑なネット

ワークを形成して生態系全体を強く豊かにしているのです。それぞれの生き物が持つ機能、それが

全体で回るシステム、これらを積極的に生かそうというのが有機農業の考え方です。 

土と植物の関係はまだ分かっていない事も多いのですが、知れば知るほどそれがいかに上手
う ま

くで

きているかに感心します。そのシステムの、単純なようで複雑、脆
もろ

いようで強いさまに驚かされま

す。そうした生き物のしたたかさを利用しない手はない、というのが有機農業の基本的な考え方で

す。 

（キレイゴトぬきの農
の う

業
ぎょう

論
ろ ん

 久松達央 著） 

 

問 この文章の要旨として、最も妥当なのはどれか。 

 

１．単純な弱肉強食の力関係だけではなく、無数の生き物が相互に助け合っているのが自然の摂理

である。 

２．有機農業とは、それぞれの生き物の機能と、生き物が相互に作用しあうネットワークを利用す

る農業である。 

３．生態系は大変複雑で脆いシステムでもあるので、有機農業でそれを使う際には十分に注意しな

くてはならない。 

４．有機農業は「生き物の仕組みを生かす農業」であるから、農薬や化学肥料を使うことは決して

ない。 

５．これからの日本には、自然の仕組みにできるだけ逆らわず、生物の力を生かすことを重視した

有機農業が必要になる。  

※ この問題は、著作権の関係により、掲示できません。 



［№ 2］次の文章を読んで、以下の問に答えなさい。 
 

意見とはある問題に対する解決である。しかし、それは単なる「感じ」や「心情」の表明ではな

い。根拠を伴って、その内容が客観的に正しいのだ、ということを相手に強制する構造をしている。

たとえば、「私はこう思う。なぜなら～からだ」と言うとき、「なぜなら～からだ」の部分を聞いて、

「なるほど」と思ったら、その前の「こう思う」の部分も承認しなければならない。それが、議論

というゲームのルールなのである。 

相手が自分の根拠を認めれば、相手に自分の意見を押しつけることができる。逆に自分が相手の

根拠を認めれば、自分の意見を捨てて相手に従わねばならなくなる。つまり議論とは、支配と屈従

という権力関係を暗黙のうちに含むシビアなゲームなのである。議論に負けると、何だか悔しい感

じになるのは、そういうことなのだ。 

しかし、これが「勝ち負け」に終わらないのは、双方が「真理の探求」という共通の目標を持っ

ているからだ。議論してどちらが正しいかを決定するのは、勝ち負けを決めることが主なる目的で

はない。よりよい解決を求めるためである。だから、議論に負けても、それは相手に負けたことに

はならない。真理に負けた、いや従っているのである。悔しがるより、自分がより真理に近づいた

と満足すべきなのだ。 

議論に参加する者は、まずこの「真理への献身」を共有しなければならない。根拠の承認を迫る

形式に則って発言することは、いわば、この暗黙の献身を表しているのである。 

しかし、「私はこう思うけれど、人それぞれ、いろいろな考えがあると思うし、それでいい」は、

このルールを無化することをねらっている。根拠を聞いて「なるほど」と思っても同意しなくてい

いし、私も他人が何を言っても自分の意見を変えるつもりはない、とはじめから言っているに等し

いからだ。 

この「やさしさ」は、議論で相手や自分が人間的に傷つくことが自分にとっての一番の関心事だ

し、あなたもそうだろうと言っている。一方が他方の根拠に賛同して、その意見に従わねばならな

くなるくらいなら、真理の探求という大前提がうやむやになってもいいと主張しているのだ。しか

も、それはあなたも同じだ、と決めつける。その証拠に「いや、私は何が正しいか、もっと議論を

したい」と言う相手に対しては、「でも、やっぱりそれも『人それぞれ』でしょう」と言い返すこ

とになる。つまり、議論を勝ち負けの次元でしか受け取っておらず、それ以上の姿勢を他人と共有

するつもりがないと表明しているのである。 

（だまされない＜議
ぎ

論
ろ ん

力
りょく

＞ 吉岡友治 著） 

 

問 この文章の要旨として、最も妥当なのはどれか。 
 

１．議論とは自分の意見を相手に強制するシビアなゲームであるから、議論に負けて悔しいのは当

然である。 

２．議論に参加する者は、「真理の探求」という共通の目標を持ち、「真理への献身」を共有しなけ

ればならない。 

３．議論を単なる勝ち負けにしないためには、人それぞれ違う考えがあってよい、という「やさし

さ」がなくてはならない。 

４．議論において「やさしさ」は不要であり、真理の探求のためには自分の意見の正しさを一方的

に押しつける強さが必要である。 

５．真理の探求こそ議論の目的であり、議論中に相手を人間的に傷つけるような意見は決して述べ

てはならない。  

※ この問題は、著作権の関係により、掲示できません。 



［№ 3］次の文章を読んで、以下の問に答えなさい。 
 

エジプトのミイラはリサイクル資源として使われていたそうだ。 

世に「ミイラとりがミイラになる」という言葉がある。捜索者が逆に遭難者になってしまう、あ

るいは説得しに行った人が逆に説得されて意見を変えてしまうなどの意味に使われる言葉である。

ところで「ミイラとり」とは何かをご存じだろうか。おそらくは熱心な考古学者たちのことだろう

とお考えの方も多いはずだが、こんな話がある。 

エジプトのミイラは考古学資料ではなく埋蔵資源として随分と盗掘にあったそうだ。目当てはミ

イラを巻いてある「亜麻布」。これは洋麻（ケナフ）を原料とした紙を世に出した農学博士の原啓

志さんにお聞きした話である。ミイラが盗掘にあった十九世紀半ばのヨーロッパでは紙の原料と言

えばコットンか亜麻布のボロ。使い古した布をたたきほぐし、繊維を水に分散させて漉
す

きあげて紙

にした。しかし紙の需要が増すにつれて原料が足らなくなる。そこで目をつけられたのが亜麻布を

巻いて大量に眠っているミイラ。嘘のような話だがこれらは盗掘されて包帯をはぎ取られた。さら

に信じがたいことにその多くはエジプト国内の機関車を走らせる「燃料」として薪
まき

がわりに用いら

れた。博士が文献で調べたところ、エジプト鉄道には十九世紀の半ばに約十年間ミイラで機関車を

走らせた記録がある。ミイラとりというのはリサイクル資源としてのミイラの調達者たちだったの

だ。 

異文化に対する不敬も極まったような話だが、僕らはこれを批判してばかりはいられない。リサ

イクルという考え方はこれからの時代、とても重要になるが、それだけにその扱いには要注意。 

もちろん、合理的なリサイクルは望ましい。例えば日本の新聞紙は現在はほとんど再生紙になり、

ボール紙や緩衝材など適材適所への古紙利用は優れた事例である。しかし紙をすべてリサイクルの

対象と考えるのは行き過ぎだ。紙は幾種類もの植物繊維の配合が多様な表情を生み出す超繊細な製

品なのだ。繊維なら何でもいいという風潮は抄紙
しょうし

文化を破壊する。また「白い紙」を市中の古紙で

作ると薬品を投与して漂白する際に大量の汚水を処理しなければならず、紙の生産コストも押し上

げる。これでは本末転倒。 

紙の原料を供給する北米などの森林が計画伐採に進みつつある現状では、資源利用の最適バラン

スを考えることが重要だ。環境を考えて逆に自然や文化を損なっては意味がない。それではミイラ

とりがミイラになる。 

（デザインのめざめ 原研哉 著） 

 

問 この文章の要旨として、最も妥当なのはどれか。 

 

１．エジプトのミイラがリサイクル資源として使われていたように、あらゆるものをリサイクルす

るような仕組みをつくることが重要である。 

２．超繊細な製品である紙をリサイクルの対象とするのは、逆に自然や文化を破壊することになる

ので、望ましくない。 

３．リサイクルは重要ではあるが、その最適なバランスを考えなくては逆効果になることもあるの

で注意しなくてはならない。 

４．「ミイラとりがミイラになる」のミイラとりとは、実はリサイクル資源としてミイラを調達す

る者たちのことである。 

５．リサイクルにコストをかけるのは本末転倒であり、ミイラとりがミイラになるとはこのことで

ある。  

※ この問題は、著作権の関係により、掲示できません。 



［№ 4］次の文章を読んで、以下の問に答えなさい。 
 

〈紙の本〉以前にも、歴史的に見れば紀元前四千年紀のメソポタミアの〈粘土の本〉にはじまり、

古代インドの〈木の葉の本〉、エジプトやギリシャの〈パピルスの本〉、中国の〈竹の本〉や〈絹の

本〉、中東やヨーロッパの〈獣皮の本〉など、さまざまな形態の本が存在した。したがって正しく

は、それらのすべてをひっくるめて、―さまざまな時代、さまざまな土地の人びとが、身近な

自然物の平たい表面に、テキストや画像をノミや尖筆や墨その他のインキで物理的に定着
、、

させ、そ

れを巻いたり綴じたりしたもの。 

それが、というか、それこそが人類にとっての本だったのです。そしてその流れのはてに、おそ

らくは八世紀ごろの中国で植物性の紙をもちいた〈紙の本〉が出現する。『源氏物語』（手写)から

『好色一代男』(木版)や『学問のすゝめ』(木版＋活版)や円本(活版)をへて現在まで、そのすべて

がこの〈紙の本〉時代の産物だったことはことわるまでもないでしょう。 

そして、これら多様な本のすべてに共通して、読む者の信頼をささえてきたのが〈定着〉という

特性です。すなわちテキストや画像を長期にわたって、ちょっとやそっとでは消せないものとして

保存しつづけること―。 

このようなものとしての本を読む時代が五千年以上もつづいたのち、二十一世紀の冒頭にそれと

はまったく異質な本が、とつぜん大量販売用の商品としてのすがたをあらわした。手写や印刷では

なく、テキストを明滅する光の点として携帯可能な小型コンピュータの画面に表示する本。表示す

るだけですよ。定着はしないし、できない。それが電子本なのです。 

そうである以上、こんな頼りない本に〈紙の本〉の読書に親しんだ人びとがたやすく心身をゆだ

ねてしまえるわけがない。とはいうものの、いったん出現してしまったからには、まったくないも

のと見なすこともできない。はてさて、このやっかいな事態を私たちはいったいどう理解したらい

いのか。 

この問いへのとりあえず確実といいうる答えはひとつしかありません。 

―本というメディアが歴史上はじめて、私たちの目のまえで〈物質の本＝その最高形態とし

ての紙の本〉と〈物質ではない本＝電子の本〉というふたつの方向に分岐しはじめた。いま私たち

はその歴史的な分岐の場に立ち合っている。 

これがその答えです。 

（読書と日本人 津野海太郎 著） 

 

問 この文章の要旨として、最も妥当なのはどれか。 

 

１．〈紙の本〉以前にも、〈木の葉の本〉や〈パピルスの本〉、〈竹の本〉などさまざまな形態の本が

存在していた。 

２．二十一世紀の冒頭にとつぜんすがたをあらわした電子本により、紙の本が消滅してしまうかも

しれないという岐路に、私たちは立たされている。 

３．〈物質ではない本＝電子の本〉は、表示するだけで情報を定着できない頼りないものである 

が、読みやすさという点で〈物質の本＝紙の本〉より優れている。 

４．人類にとっての本とは、テキストや画像を長期にわたって、ちょっとやそっとでは消せないも

のとして保存しつづけることができるものである。 

５．私たちはいま、本というメディアが、物質の本、物質ではない本というふたつの方向に分岐し

はじめるという歴史的な場に立ち合っている。  

※ この問題は、著作権の関係により、掲示できません。 



［№ 5］次の文章を読んで、以下の問に答えなさい。 

 

人間が現象を認識しそれを記述するに際しては、ヒトの脳に固有のクセが反映される。ほとんど

の人にとっては、自分のクセはクセではなく当たり前なので、そう認識されることはない。多くの

人が、ありのままの現象やありのままの自然を記述できると信じ込む理由は恐らくここにある。 

今は亡きカール・ポパーは、反証可能性の有無によって科学と非科学を区分けした。たとえば、

「カラスは黒い」という命題は反証可能ゆえに科学的命題である。一羽でも白いカラスが観察され

れば、この命題は反証されるからである。それに対し、「明日は雨が降るか降らないかのどちらか

である」といった命題や「世界は神が創った」といった命題は反証不能であり、科学的命題ではな

い。そうポパーは主張した。前者は観察事実とは無関係に常に正しく、後者はどんな観察事実によ

っても反証されないからである。 

ポパーの考えは「記述」の後の段階においては正しいと私も思う。しかし、問題はそこにはなく、

現象から記述を導く所にあるのだ。ポパーは帰納というものは成立しないと述べた。なぜなら観察

した百羽のカラスが黒くても、「カラスは黒い」という一般命題は成立しないからである。百一羽

目のカラスは白いかも知れないではないか。この議論は一見帰納の不可能性を証明しているように

思われるが、実は帰納を前提としている。 

屁理屈のように聞こえるかも知れないが、百一羽のカラスはなぜカラスとわかったのだろう。ラ

イプニッツは「すべての個物は異なる」と述べた。百一羽のカラスはそれぞれ少しずつ異なってい

たはずだ。それをすべてカラスだと記述したということは、記述者が個別から一般を帰納したから

に他ならない。個別のカラスの中からカラスという同一性を抽象したのである。カラスという同一

性が、あらかじめあるという保証は実はどこにもないにもかかわらず、我々はカラスという同一性

を措定してしまうらしいのである。我々の脳はそういうクセを持っているのであろう。 

（やぶにらみ科学論 池田清彦 著） 

 

問 この文章の要旨として、最も妥当なのはどれか。 

 

１．「カラスは黒い」という命題を科学的に証明するには、できるだけたくさんのカラスを観察 

し、すべてのカラスが黒かったということを示さなくてはならない。 

２．我々が黒い鳥を見た時にそれがカラスであると認識するのは、個別から一般を抽象するという

ヒトの脳が持つ固有のクセが反映されるからである。 

３．ヒトの脳は、たとえばいろいろなカラスを観察した際、これらはすべてカラスであると認める

というような、固有のクセを持っている。 

４．カール・ポパーは、「カラスは黒い」という一般命題は証明可能であると述べたが、白いカラ

スがいる可能性がある限り、それは不可能である。 

５．ヒトの脳には、百羽のカラスの中から個別の一羽のカラスを見つけ出すことができるといった、

独特の能力がある。 

 

  

※ この問題は、著作権の関係により、掲示できません。 



［№ 6］次の会話文のうち、      に当てはまる正しい英文のみを、すべて選んだものとして、

最も妥当なのはどれか。 

 

A：I had a quarrel with Tom. Will you telephone Tom for me? I need you to tell him I’m sorry. 

B：When you ask someone to do something for you, you should ask politely. 

A：All right. Would you mind telephoning Tom for me? 

B：         You are such a nuisance, you know, Ann. 

A：That’s kind of you. 

 

ア：Certainly not. 

イ：Yes, I do mind. 

ウ：I’d rather you didn’t. 

エ：Not at all. 

 

１．ア 

２．イ 

３．ア、エ 

４．イ、ウ 

５．ウ、エ 

 

 

  



［№ 7］次の会話文のうち、      に当てはまる正しい英文のみを、すべて選んだものとして、

最も妥当なのはどれか。 

 

A：You look tired. Are you all right? 

B：I have a bad cold. 

A：That’s too bad.  

B：Thank you. 

A：Take care. 

 

ア：Can I see doctor? 

イ：What’s wrong? 

ウ：I’m feeling much better. 

エ：Get well soon. 

 

１．ウ 

２．エ 

３．ア、イ 

４．ア、エ 

５．イ、ウ 

 

 

  



［№ 8］「ボブは歌手というよりはむしろ俳優である」という意味を表す正しい英文として、最も妥

当なのはどれか。 

 

１．Bob is more a singer than an actor.   

２．Bob is not only an actor but also a singer. 

３．Bob is a singer rather than an actor.  

４．Bob is less an actor than a singer. 

５．Bob is not so much a singer as an actor.  

 

 

  



［№ 9］語学の検定試験を受験した A～D の 4 人の結果について、次のア～エのことがわかってい

るとき、確実にいえることとして、最も妥当なのはどれか。 

 

ア A～D のうち、少なくとも 2 人が合格している。 

イ A と B が合格していたら、D も合格している。 

ウ A と C は同じ結果だった。 

エ C が合格していたら、B と D の少なくとも一方は合格している。 

 

１．3 人が合格している。 

２．A は合格している。 

３．B は合格している。 

４．C は合格している。 

５．D は合格している。 

 

 

 

 

 

［№ 10］ある日、A～D の 4 人が、借りていた本を返却するために徒歩、自転車、自動車、バスの

いずれか異なる手段を使って図書館を訪れた。次のア～キのことがわかっているとき、確実にいえ

ることとして、最も妥当なのはどれか。 

 

 ア 4 人は絵本、小説、参考書、詩集のいずれか異なる本を 1 人 1 冊ずつ借りていた。 

 イ 同じ時間帯に訪れた人はおらず、4 番目に訪れた人が返却した本は絵本ではなかった。 

 ウ 絵本を返却した人は自転車を使わなかった。 

 エ Ｃより先に小説を返却した人がいる。 

オ 参考書を返却した人は自動車を使わなかった。 

カ 詩集が返却されたすぐ後に、自転車で訪れた人が本を返却し、そのすぐ後に A が訪れた。 

キ Dは 1番目ではなく、また、Dのすぐ後にバスで訪れた人が返却した本は参考書ではなかっ

た。 

 

１．A は、3 番目にバスで訪れ、小説を返却した。 

２．B は、1 番目に自動車で訪れ、詩集を返却した。 

３．C は、2 番目に自動車で訪れ、詩集を返却した。 

４．D は、2 番目に自転車で訪れ、参考書を返却した。 

５．D は、3 番目に自転車で訪れ、詩集を返却した。 

 

  



［№ 11］大きさ、形、色が全く同じコインが 90 枚ある。その中の 89 枚は本物で重さはすべて同

じだが、1 枚だけ偽物が混じっており、偽物は本物のコインよりも軽い。天秤ばかり 1 台を使って

この偽物 1枚を確実に見つけ出すとき、天秤ばかりを使用する最少の回数として、最も妥当なのは

どれか。ただし、偶然わかった場合は最少の回数としないものとする。 

     

１．3 回 

２．4 回 

３．5 回 

４．6 回 

５．7 回 

 

 

 

 

 

［№ 12］公園にいる親子連れ 120 人に、夏と冬が好きか嫌いかについてアンケートをとったとこ

ろ、夏が好きと答えた人が 80人、冬が好きと答えた人が 48人だった。また、夏が好きで冬が好き

でないと答えた人数は、夏と冬の両方が好きと答えた人数の 3倍だった。このとき、夏も冬も好き

でないと答えた人の人数として、最も妥当なのはどれか。ただし、アンケートの回答は好きか嫌い

かだけで、どちらでもないという回答は無かったものとする。 

 

１．10 人 

２．12 人 

３．18 人 

４．20 人 

５．22 人 

 

 

  



［№ 13］下の図は、球に直円錐が内接したものである。この立体を平面で切断したときの断面とし

て、最も妥当なのはどれか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．            ２．            ３．           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．            ５． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



P 

［№ 14］点 P からすべての交点を 1 回ずつ通って再び点 P に戻る経路が存在しないものとして、

最も妥当なのはどれか。 

 

１．            ２．            ３． 

 

 

 

 

 

４．            ５． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P 

P P P 



［№ 15］一周が 1,400m の池の周りを A と B が同じ地点から、A は時計回りに分速 80m で歩き始

め、B は反時計回りに分速 120mの自転車で出発した。二人がすれ違うたびに B だけがその場で 5

分休むものとすると、A と B が最初の出発点を同時に出発して 3 回目のすれ違いが起こるまでに

要する時間として、最も妥当なのはどれか。ただし、A と B が動いているときの速さは一定とす

る。 

 

１．17 分 

２．22 分 

３．27 分 

４．32 分 

５．37 分 

 

 

 

 

 

［№ 16］5進法で表すと 4ab となる数は 6進法で表すと b5aとなる。この数を 8進法で表したもの

として、最も妥当なのはどれか。 

 

１．124 

２．126 

３．144 

４．146 

５．164 

 

 

  



［№ 17］1 から 300 までの整数のうち、3 で割ると 1 余り、4 で割ると割り切れ、5 で割ると 2 余

る整数をすべて足し合わせた値として、最も妥当なのはどれか。 

 

１．800 

２．820 

３．840 

４．860 

５．880 

 

 

 

 

 

［№ 18］ある広場の草刈りをするのに大人 4 人では 3 時間、子供 6 人では 8 時間がかかる。大人 3

人と子供 4人でこの広場の草刈りをしたとき、すべての作業が終了するまでに要する時間として、

最も妥当なのはどれか。 

 

１．3 時間 

２．4 時間 

３．5 時間 

４．6 時間 

５．7 時間 

 

 

  



［№ 19］下の資料は、2010 年～2020 年の世界各国の人口及び人口増加率をまとめたものである。

この資料から判断できることとして、最も妥当なのはどれか。ただし、資料中の2010年～2015年

の人口増加率は、2010年の人口に対する 2015年の人口の増加率を表し、2015年～2020年の人口

増加率は、2015 年の人口に対する 2020 年の人口の増加率を表している。 

 

 
人口（百万人） 人口増加率（%） 

2010 年 2010 年～2015 年 2015 年～2020 年 

中 国 1,369 2.8 2.3 

イ ン ド 1,234 6.1 5.3 

ア メ リ カ 309 3.8 3.2 

イ ン ド ネ シ ア 242 6.8 5.9 

ブ ラ ジ ル 196 4.5 4.0 

パ キ ス タ ン 179 11.1 10.8 

ナ イ ジ ェ リ ア 159 14.3 13.8 

バングラデシュ 148 5.9 5.4 

ロ シ ア 143 1.0 0.7 

メ キ シ コ 114 6.8 5.8 

世 界 6,957 6.1 5.6 

 

１．世界の人口は、2015 年時点で 75 億人を超え、2020 年時点では 80 億人を超えている。 

２．2010 年に比べて 2020 年の世界の人口に占める中国の人口割合は、増加している。 

３．2010 年に比べて 2020 年の人口が最も増えた国はインドである。 

４．2015年の世界の人口に占める中国とインドの2か国を合わせた人口割合は、45%を超えている。 

５．2010 年のブラジルの人口を 100 としたとき、2015 年のブラジルの人口は 104.5、2020 年の

ブラジルの人口は 104 で、2010 年のアメリカの人口は 150 を超えていない。 

 

 

  



［№ 20］下の資料は、消防団員数及び女性消防団員の割合の推移と消防団員の年齢構成比率の推移

をまとめたものである。この資料から判断できることとして、最も妥当なのはどれか。ただし、資

料中の数値は小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、100%とならない場合がある。 

 

 

 

１．消防団員数は年々減り続け、令和 2 年は昭和 40 年の半分以下の人数になった。 

２．女性消防団員数は年々増え続け、令和 2 年は平成 12 年より 20,000 人以上増えた。 

３．昭和 40 年に比べて昭和 60 年の消防団員数が最も減った年齢は 20～29 歳であり、昭和 60 年

と令和 2 年を比べても消防団員数が最も減った年齢は同じである。 

４．令和 2 年の 30～49 歳の女性消防団員数は、15,000 人を超えている。 

５．令和2年の29歳以下の消防団員数は、昭和40年の29歳以下の消防団員数に比べると450,000

人以上減った。 
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［№ 21］下の資料は、ある地域における、昭和 60 年から平成 27 年までの人口及び世帯数の推移

を 5年ごとに調査した資料である。この資料から判断できるア～ウの記述の正誤の組合せとして、

最も妥当なのはどれか。 

 

世帯数の推移 

 昭和 60 年 平成 2 年 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

世帯数 6,551 6,608 6,717 6,935 6,784 6,468 6,250 

（単位：世帯） 

 

ア 世帯人数（1 世帯当たりの人数）は、平成 17 年以降ずっと 2 人を下回っている。 

イ 総人口に占める 65 歳以上の割合は、調査年のたびに増加している。 

ウ 総人口に占める 15 歳未満の割合は、調査年のたびに減少している。 

 

ア イ ウ 

１．正 正 誤 

２．正 誤 正 

３．誤 誤 正 

４．誤 正 正 

５．誤 正 誤 

 

 

  

4,111 3,630 3,082 2,606 2,192 1,790 1,693 

11,900 
11,361 

10,647 
10,308 

9,434 
8,465 

7,247 

3,664 
4,099 

4,638 
5,122 

5,276 

5,262 

5,564 

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

人口の推移

15歳未満 15～64歳 65歳以上 （単位：人） 



［№ 22］下の資料は、勤労者世帯の収支の推移をまとめたものである。この資料から判断できるこ

ととして、最も妥当なのはどれか。 

 

勤労者世帯の収支の推移（月平均） 

 世帯人員 
（人） 

実収入 
（千円） 

可処分所得 
（千円） 

消費支出 
（千円） 

金融資産純増 
（千円） 

2013 年 3.4 523.6 426.1 319.2 74.8 

2014 年 3.4 519.8 423.5 318.8 78.1 

2015 年 3.4 525.7 427.3 315.4 85.1 

2016 年 3.4 527.0 428.7 309.6 92.4 

2017 年 3.4 533.8 434.4 313.1 97.9 

2018 年 3.3 558.7 455.1 315.3 123.0 

 

１．可処分所得を 100 としたときの金融資産純増の値では、2013 年の方が 2014 年より小さい。 

２．2018 年の世帯一人当たりの可処分所得は、14 万円を上回っている。 

３．2013年から2018年までの期間で、黒字額（可処分所得－消費支出）が最も小さいのは2017年

である。 

４．2013 年から 2018 年までの期間における金融資産純増の平均額は、9 万円を下回っている。 

５．2013年から2018年までの期間で、実収入から可処分所得を引いた値は、毎年増加している。 

 

 

  



［№ 23］下の資料は、全国の野生鳥獣による本年度の農作物の被害状況をまとめたものである。こ

の資料から判断できることとして、最も妥当なのはどれか。 

 

全国の野生鳥獣による農作物の被害状況 

 被害面積 
（千 ha） 

対前年度比 
被害量 
（千 t） 

対前年度比 
被害金額 
（百万円） 

対前年度比 

カラス 2.3 88.5% 16.9 80.5% 1,329 93.3% 

カモ 0.4 80.0% 1.8 138.5% 450 116.6% 

ヒヨドリ 0.8 80.0% 3.4 188.9% 602 196.6% 

シカ 33.8 106.0% 360.7 92.0% 5,304 98.0% 

イノシシ 5.5 91.7% 31.6 100.3% 4,619 97.6% 

サル 1.0 100.0% 4.9 106.5% 860 104.5% 

クマ 0.8 114.3% 20.1 100.5% 404 105.6% 

 

１．カモの前年度の被害金額は、ヒヨドリの前年度の被害金額より小さい。 

２．本年度のシカの被害量あたりの被害金額は、前年度より減少している。 

３．本年度の被害面積あたりの被害金額が最も大きいのは、カモである。 

４．本年度の被害量の合計は、前年度より増大している。 

５．前年度の被害量あたりの被害金額は、カラスがカモを上回っている。 

 

 

  



［№ 24］日本国憲法が定める基本的人権の保障に関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

１．思想・良心の自由も他の人権と同様に、内心にとどまる場合であっても、公共の福祉による制

限を受ける。 

２．憲法は政教分離原則を採用していることから、国家と宗教は完全に分離しなければならず、一

切のかかわりを排除している。 

３．学問の自由の内容は、学問研究の自由、研究発表の自由、義務教育の無償であり、学問的活動

や成果の発表などが公権力から干渉されないように保障されている。 

４．憲法は、国籍離脱の自由を認めているが、無国籍者になる自由までは認めておらず、国籍法は、

外国籍の取得を日本国籍離脱の要件としている。 

５．選挙権の基本原則のうち、普通選挙の原則は、財力を選挙権の要件としないことであり、平等

選挙の原則は、性別を選挙権の要件としないことである。 

 

 

 

 

 

［№ 25］日本の国会に関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

１．国会の権限として、法律の議決権や条約の締結、憲法改正の発議権などを有する。 

２．衆議院が解散中に緊急の事態が生じた場合、参議院は緊急集会の開催を請求できる。 

３．会期には、毎年 1 回召集される常会、臨時の必要に応じて召集される特別会などがある。 

４．予算の審議は衆議院が先議であり、内閣不信任決議権は衆議院のみ認められる。 

５．国会議員には、国会の会期中に逮捕されないという免責特権が認められている。 

 

 

  



［№ 26］基本的人権の保障に関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

１．19 世紀以前は、労働者の権利の保障や貧困などの救済を国家に求める社会権が中心であった

が、20 世紀に入り、個人の自由、平等を保障する自由権が保障されるようになった。 

２．アメリカの独立宣言には、「権力の分立が規定されないすべての社会は、憲法をもつものでは

ない」とする記述があり、アメリカの政治体制が厳格な三権分立になる基礎となった。 

３．フランス人権宣言には、「すべての人は平等に造られ、造物主によって、一定の奪いがたい天

賦の権利を付与され」とする記述があり、世界ではじめて自然権思想を明記した。 

４．人間たるに値する生活を保障する生存権や労働者の団結権などの社会権に分類される権利 

は、ドイツのワイマール憲法において世界ではじめて規定された。 

５．国連において採択された国際人権規約は、国連のすべての加盟国に対して法的拘束力を持つも

のであるため、我が国も規約のすべてを批准している。 

 

 

 

 

 

［№ 27］日本の租税に関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

１．課税に関しては、国民を代表する国会のみがその権限を持ち、法律の定めが必要である租税法

律主義をとっている。 

２．租税は、納税者と税負担者が同一である直接税と、両者が異なる間接税に分類され、所得税や

法人税は間接税に分類される。 

３．第二次世界大戦前の日本は直接税の比重が高かったが、戦後のシャウプ勧告を受けて税制を改

革し、間接税中心主義に改められた。 

４．経済成長率が低下し税収が伸び悩むとともに、少子高齢化が進行し始めたために安定的な福祉

財源を確保する目的として、2000 年代に消費税が導入された。 

５．租税の基本原則として、中立であること、公平であること、簡素であることがあげられるが、

中立の原則とは、所得が同じであれば租税負担も同じでなければならないということである。 

 

 

  



［№ 28］2021 年に改正された災害対策基本法に関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

１．逃げ遅れを防ぐため、「避難勧告・指示」が一本化され、従来の「避難指示」の段階から「避

難勧告」を行うこととした。 

２．警戒レベル 2は気象庁が発表する「大雨・洪水・高潮注意報」に該当し、避難に時間のかかる

高齢者等の要配慮者は立退き避難しなければならない。 

３．警戒レベル 1は気象庁が発表する「早期注意情報」であり、居住者は防災気象情報等の最新情

報に注意するなどして、災害への心構えを高めなければならない。 

４．「緊急安全確保」になっている警戒レベル 5 の発令と同時に、危険な場所から全員退避しなけ

ればならない。 

５．警戒レベル 3は「災害のおそれあり」という状況で発令され、居住者は自らの避難行動を確認

しなければならない。 

 

 

 

 

 

［№ 29］主要 7 か国首脳会議（G7 サミット）に関する次の記述で、 A ～ D に当てはまる

語句の組合せとして、最も妥当なのはどれか。 

 

 2021 年、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大以後、初めて対面で主要 7 か国首脳会議（G7

サミット）がイギリスの A で開催された。同国 B 首相を議長とし、新型コロナウイルス感

染症対策、気候変動・自然、開かれた社会などについて議論が行われた。一部には、オーストラリ

ア、南アフリカ共和国、 C が招待国として対面で参加した。また、首脳宣言の中で「 D 」

を初めて明記し、中国の覇権主義的な行動をけん制した。 

 

 A B C D 

１． コーンウォール ジョンソン 韓国 台湾 

２． ビアリッツ ジョンソン インド 香港 

３． ビアリッツ メルケル 韓国 香港 

４． コーンウォール ジョンソン インド 台湾 

５． ビアリッツ メルケル インド 香港 

 

 

  



［№ 30］2021 年に発生した政変に関する記述と国名の組合せとして、最も妥当なのはどれか。 

 

Ａ 2021 年 2 月に軍事クーデターが発生し、政権を率いていたアウン・サン・スー・チー国家

顧問兼外務大臣などが拘束された。 

Ｂ 2021 年 7 月、首都ポルトープランスでジョブネル・モイーズ大統領が暗殺されると、国全

土に戒厳令が発令された。 

Ｃ 2021 年 8 月、駐留していた米軍が撤収を進める中でイスラム原理主義勢力タリバンが支配

を拡大し、首都カブールを制圧した。 

 

   A B C 

１． ミャンマー キューバ アフガニスタン 

２． タイ キューバ パキスタン 

３． ミャンマー ハイチ アフガニスタン 

４． ミャンマー キューバ パキスタン 

５． タイ ハイチ アフガニスタン 

 

 

  



［№ 31］漢の時代に関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

１．官吏の登用法として、地方での評判をもとに地方長官に官吏候補者を推薦させる科挙が用いら

れ、勢力をのばした豪族が科挙を通じて国の政治にも参加するようになった。  

２．武帝は、困窮した国家財政を立て直すために、塩・鉄・酒の専売や、物価を調整しながら利益

を得る均輸・平準などの諸政策を実施した。 

３．高祖は、郡県制と封建制を併用する郡国制を採用したが、前 154 年におきた黄巾の乱鎮圧後

は、実質的に郡県制と変わらない中央集権体制を成立させた。 

４．武帝の治世では、大規模な対外戦争が行われ、東方では衛氏朝鮮を滅ぼして朝鮮北部に南越な

どの 4 郡をおき、南方では楽浪を滅ぼしてベトナムの一部まで勢力下においた。  

５．秦の滅亡後、楚の名門の出である劉邦と庶民の出である項羽が激しく争い、項羽が劉邦に勝利

して中国を統一し、漢王朝をたてた。 

 

 

 

 

 

［№ 32］太平洋戦争後の日本に関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

１．1945年 12月、労働者の団結権・団体交渉権・争議権を保障する労働基準法が制定され、翌年

には、労働委員会による調停などを定めた労働関係調整法が制定された。 

２．敗戦後の日本の統治は、トルーマンを最高司令官とする連合国軍最高司令官総司令部が、日本

政府に指令・勧告する間接統治の方法がとられた。 

３．GHQ は、軍国主義の経済的基盤となった三井・三菱・住友・安田などの財閥の解体を命じ、

1947 年に独占禁止法や過度経済力集中排除法を制定した。 

４．朝鮮戦争の勃発により、在日アメリカ軍が国連軍の主力として朝鮮に出動した。在日アメリカ

軍が朝鮮へ出動すると、治安維持のために自衛隊が創設された。 

５．1946 年 4 月に戦後初の総選挙が行われ、日本自由党が第一党となったが、吉田茂が公職追放

で組閣できず、かわりに同党の鳩山一郎が 5 月に第 1 次鳩山内閣を組閣した。 

 

 

  



［№ 33］世界の民族問題に関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

１．カナダのケベック州では、イタリア語を話す住民が多数を占め、分離独立を求める運動が起き

た。 

２．イギリスの北アイルランドでは、カトリック系住民とプロテスタント系住民の対立が起きた。 

３．コソボでは、セルビア人とクロアチア人、ムスリム人の三者間の対立から内戦がおこり、数多

くの犠牲者を出した。 

４．ロシア連邦のカレリア共和国では、イスラーム教徒による独立運動が起き、政府軍との間に激

しい抗争が起きた。 

５．スペインのクルド地方は、民族や言語の相違などからスペイン政府との対立が起きた。 

 

 

  



［№ 34］次の三字熟語とその意味の組合せとして、最も妥当なのはどれか。 

 

１．一隻眼 ― 偽りのないありのままの状態 

２．不如意 ― 思い通りにならないこと 

３．射幸心 ― 物事の本当のおもしろさ 

４．下馬評 ― 本格的な活動の前にする手始めの行動 

５．半可通 ― 物事の筋道を通さないこと 

 

 

 

 

 

［№ 35］「人の実力や権威を疑って軽視すること」の意味を表す故事成語として、最も妥当なのは

どれか。 

 

１．中原に鹿を逐う  

２．杯中の蛇影  

３．愚公山を移す  

４．李下に冠を正さず  

５．鼎の軽重を問う  

 

 

  



［№ 36］A = 𝑥2 − 2𝑥 + 3、B = 𝑥2 + 𝑥 + 1のとき、2A − 3Bの計算結果として、最も妥当なのはど

れか。 

 

１．−𝑥2 − 7𝑥 + 7 

２．−𝑥2 − 7𝑥 + 3 

３．−𝑥2 − 7𝑥 + 1 

４．−𝑥2 − 3𝑥 + 7 

５．−𝑥2 − 3𝑥 + 3 

 

 

 

 

 

［№ 37］放物線𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐(𝑎 ≠ 0)の頂点の𝑦座標として、最も妥当なのはどれか。 

 

１．
𝑏2 − 4𝑎𝑐

𝑎
 

２．
𝑏2 + 4𝑎𝑐

2𝑎
 

３．
𝑏2 − 4𝑎𝑐

4𝑎
 

４．−
𝑏2 + 4𝑎𝑐

2𝑎
 

５．−
𝑏2 − 4𝑎𝑐

4𝑎
 

 

 

  



［№ 38］0° ≦ θ ≦ 180°とする。cosθ = −
1

3
のとき、sinθ、tanθの値として、最も妥当なのはどれか。 

 

１．sinθ = −
2

3
、tanθ = −2 

２．sinθ = −
2√2

3
、tanθ = −2√2 

３．sinθ =
2

3
、tanθ = 2√2 

４．sinθ =
2√2

3
、tanθ = −2√2 

５．sinθ =
2√6

3
、tanθ = 2√6 

 

 

 

 

 

［№ 39］対象の 100 人に、2 つの提案 a、b ヘの賛否を調べたところ、a に賛成の人は 61 人、b に

賛成の人は 54 人、a にも b にも賛成の人は 49 人いた。a にも b にも賛成でない人の数として、最

も妥当なのはどれか。 

 

１．30 人 

２．32 人 

３．34 人 

４．36 人 

５．38 人 

 

 

  



［№ 40］滑らかな平面上を東向きに速さ 5[m/s]で進む質量 6[kg]の物体がある。この物体に西向

きに力を加えたところ、物体の運動は西向きに速さ 7[m/s]進む運動になった。加えた力積の大き

さとして、最も妥当なのはどれか。 

 

１．64[N ∙ s] 

２．68[N ∙ s] 

３．72[N ∙ s] 

４．76[N ∙ s] 

５．80[N ∙ s] 

 

 

 

 

 

［№ 41］下の図のように、xy 平面上の 2 点 O、A にそれぞれ+5.0 × 10−9[C]、−5.0 × 10−9[C]の電

荷を置いた。OA 間の距離は 0.60[m]である。図の点 B における電場の強さとして、最も妥当なの

はどれか。ただし、クーロンの法則の比例定数𝑘を9.0 × 109 [N ∙ m2 C2]⁄ 、√2 = 1.41とする。 

 

 

 

 

 

 

 

１．3.2 × 102[N C⁄ ] 

２．3.5 × 102[N C⁄ ] 

３．3.8 × 102[N C⁄ ] 

４．4.1 × 102[N C⁄ ] 

５．4.4 × 102[N C⁄ ] 

 

 

  



［№ 42］27[℃]で容積 5.0[L]の容器に窒素N2 0.30[mol]と酸素O2 0.10[mol]を入れた。混合気

体中の窒素の分圧𝑃N2
と酸素の分圧𝑃O2

として、最も妥当なのはどれか。ただし、気体定数を𝑅 =

8.3 × 103[Pa ∙ L (K ∙ mol)⁄ ]とする。 

 

１．𝑃N2
= 3.0 × 104[Pa]、𝑃O2

= 1.0 × 104[Pa] 

２．𝑃N2
= 6.0 × 104[Pa]、𝑃O2

= 2.0 × 104[Pa] 

３．𝑃N2
= 9.0 × 104[Pa]、𝑃O2

= 3.0 × 104[Pa] 

４．𝑃N2
= 1.2 × 105[Pa]、𝑃O2

= 4.0 × 104[Pa] 

５．𝑃N2
= 1.5 × 105[Pa]、𝑃O2

= 5.0 × 104[Pa] 

 

 

 

 

［№ 43］アルミニウムの単体は面心立方格子（単位格子の頂点と各面に 1つずつ原子が存在する）

の結晶構造をとる。アルミニウムの結晶の密度として、最も妥当なのはどれか。ただし、単位格子

の 1 辺の長さは4.06 × 10−8[cm]、アルミニウムの原子量は 27、アボガドロ定数は6.0 × 1023 mol⁄ 、

4.063 = 66.8とする。 

 

１．2.3[g cm3⁄ ] 

２．2.5[g cm3⁄ ] 

３．2.7[g cm3⁄ ] 

４．2.9[g cm3⁄ ] 

５．3.1[g cm3⁄ ] 

 

 

  



［№ 44］生体膜と物質の出入りに関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

１．細胞膜はリン脂質の二重層からなり、リン脂質分子は親水性部分を層の内側に、疎水性部分を

層の外側に向けるようにして並んでいる。 

２．細胞膜にモザイク状に存在する膜タンパク質は、その位置を予め固定されているため、膜上を

自由に動くことはできない。 

３．隣接した細胞間には、中空の膜貫通タンパク質によって密着結合が形成され、この孔を通って

低分子の物質や無機イオンが直接移動できる。 

４．アクアポリンは、腎臓の集合管上皮などの細胞の細胞膜に存在する、水分子を通すチャネルで

ある。 

５．動物の細胞内は、Na+濃度が高く、K+濃度が低く維持されているが、このイオン濃度の調整を

担っているのはナトリウム-カリウム ATP アーゼである。 

 

 

 

 

 

［№ 45］刺激を受けていないニューロンの部位（静止部位）で膜の内外に生じる電位差を静止電位

という。膜外を基準（0[mV]）とするとき、静止電位の値として、最も妥当なのはどれか。 

 

１．-500〜-900[mV] 

２．-50〜-90[mV] 

３．0[mV] 

４．50〜90[mV] 

５．500〜900[mV] 

 

 

  



 

  



 

 


