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問１ 日本国憲法の定める表現の自由に関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

（１） 表現の自由を支える価値として、言論活動によって国民が政治的意思決定に関与

するという、民主政に資する社会的価値を自己実現の価値という。 

（２） 憲法第 21 条第１項は、集会、結社及び言論、出版その他の一切の表現の自由を保

障しているが、他人の名誉やプライバシーとの調整が必要であり、同条同項において

公共の福祉による制約を明文で規定している。 

（３） 最高裁判所は、教科書検定は憲法第 21 条第２項で禁止する検問にあたるが、検定

で合格しなくても一般図書として発売することはできるので、例外的に合憲である

と判示した。 

（４） 憲法第21条第２項は、通信の秘密は、これを侵してはならないと規定しているが、

ここにいう通信とは、はがきや手紙と知った郵便物に限定される。 

（５） 最高裁判所は、報道機関の報道は国民の「知る権利」に奉仕するものであり、報道

のための取材の自由も、憲法第 21 条の精神に照らし、十分尊重に値するとした。 

 

 

問２ 我が国の国会議員の特権に関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

（１） 不逮捕特権は、憲法第 50 条が保障するものであり、国会議員は国会の会期中、い

かなる場合も逮捕されることはない。 

（２） 国会の会期前に逮捕された議員は、国会の会期中に保釈されるため、議院の要求は

不要である。 

（３） 免責特権は、憲法第 51 条が保障するものであり、両議院の議員は、議院で行った

演説、討論又は表決について、例外なく責任を問われないと規定している。 

（４） 免責特権における「責任」の例として、民事・刑事の責任があるが、政党が党員た

る議員の発言。表決について、除名等の責任を問うことは差しつかえない。 

（５） 最高裁判所は、たとえ議員が職務と無関係に違法または不当な目的をもって事実

を摘示し、あるいは、あえて虚偽の事実を摘示して、国民の名誉を毀損したとしても、

免責特権の趣旨より、国の賠償を求めることは一切できないと判示した。 

 

  



 

 

問３ 我が国の情報公開制度に関する記述として、最も妥当なのはどれか。ただし、文中の

「情報公開法」とは、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」のことである。 

 

（１） 我が国では、先に中央官庁などに行政文書の原則公開を義務付ける国の情報公開

法が成立した後、地方公共団体でも情報公開条例が制定されるようになった。 

（２） 情報公開法には、情報公開が国民の知る権利を実現するための制度であることは

明記されていない。 

（３） 情報公開法に基づく情報公開請求に対して非公開となった場合、開示請求者は行

政不服審査法に基づき、審査請求ができるが、裁判所に提訴することはできない。 

（４） 情報公開法は、請求権者の範囲につき有権者たる日本国民に限定しており、法人は

請求者として認めない。 

（５） 情報公開法において、国の行政機関は原則として情報公開の対象となるが、独立性

の高い会計検査院や、防衛・外交・犯罪捜査に関わる情報は除外されている。 

 

 

問４ 次の人物に関する記述のうち、最も妥当なのはどれか。 

 

（１） ドイツの社会学者マックス＝ウェーバーは、「非合法的支配・カリスマ的支配・社

会的支配」という支配の形式の３類型を示した。 

（２） アメリカ大統領ワシントンは、国民主権を「人民の、人民による、人民のための政

治」という言葉で簡潔かつ明確に表現した。 

（３） ドイツの社会主義者ラッサ―ルは、当時の国家が最低限の治安維持しかしないと

して、「夜警国家」という言葉を用いて批判した。 

（４） アメリカ大統領フランクリン＝ローズヴェルトは、「言論・表現の自由」「信仰の自

由」「思想・良心の自由」「経済の自由」からなる「４つの自由」を提唱した。 

（５） アメリカ大統領トルーマンは、演説の中で「鉄のカーテン」という言葉を用いて、

東西両陣営を隔てる対決の境界線があることを表明した。 

  



 

 

問５ 国民の経済の指標に関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

（１） 一国の経済力を表す指標の概念として、国内総生産に代表される一定期間の経済

活動を示すフローと、国富に代表される一時点での蓄積された資産を示すストックとがあ

る。 

（２） GNI（国民総所得）は、国内の外国人が生産した付加価値を含むが、国外にいる自

国民の生産は含まない。 

（３） GDP（国内総生産）は、一国内で新たに生産された付加価値の総計を意味する指標

であり、これから海外からの順要素所得を控除するとＧＮＩ（国民総所得）になる。 

（４） ＧＤＰは、余暇や家事労働、自然環境などの豊かさや幸福の概念をはかる指標とし

ても機能している。 

（５） 生産されたものが誰かに需要された結果、必ず何らかの形となって供給されるこ

とから、国民所得は、生産面、需要面、供給面において等しくなる。 

 

 

問６ 我が国の社会保障に関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

（１） 我が国の社会保障制度は、租税と社会保険料の両方を財源にしており、社会保険、

公的扶助、社会福祉の３つの種類にわけられる。 

（２） すべての国民が、何らかの健康保険と年金保険に加入していることを国民皆保険・

国民皆年金というが、我が国では、いまだ実現できていない。 

（３） 社会保険は、医療、年金、雇用、労災、介護の５種類からなり、費用は、被保険者

と事業主のみが負担する。 

（４） 公的扶助は、生活に困窮している国民に対し、国が責任をもって健康で文化的な最

低限度の生活を保障するもので、費用は税金でまかなわれる。 

（５） 社会福祉とは、国民の健康の維持・増進を図ることを目的に、感染症予防、母子保

健、公害対策など幅広い範囲にわたり、保健所を中心に組織的な取組を行うものである。 

 

  



 

 

問７ 次に記述中の空所Ａ～Ｅ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。 

 

 本年４月、東京証券取引所は、これまでの５つの市場を３つの新たな市場に再編した。

新たな市場は、グローバルな投資家と建設的な対話を中心に捉えた企業向けの（ Ａ ）

市場、航海された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備え

た企業向けの（ Ｂ ）市場、高い成長可能性を有する企業向けの（ Ｃ ）市場に分

けられた。 

 新規上場基準と上場維持基準は原則として共通になり、主な基準は、流通株式時価総

額が（ Ａ ）市場では、（ Ｄ ）以上、（ Ｂ ）市場では（ Ｅ ）以上、（ Ｃ ）

市場では５億円以上となった。 

 

Ａ       Ｂ       Ｃ      Ｄ     Ｅ 

（１） グロース    スタンダード  プライム    50 億円   25 億円 

（２） グロース    プライム    スタンダード  100 億円   25 億円 

（３） スタンダード  プライム    グロース    50 億円   10 億円 

（４） プライム    グロース    スタンダード  50 億円   10 億円 

（５） プライム    スタンダード  グロース    100 億円   10 億円 

 

 

問８ 本年４月に改正された法制等に関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

（１） 「改正育児・介護休業法」では、本人または配偶者が妊娠または出産した旨の申し

出をした従業員に、育児休業制度等について提示することを企業に義務づけられた

が、個別に休業取得についての意向確認を行うことまでは義務づけられていない。 

（２） 「年金制度改正法」では、66 歳から 70 歳までとなっていた老齢年金の繰下げ需

給について、需給の上限年齢が 75 歳まで繰り下げられるようになった。 

（３） 「賃上げ促進税制」では、中小企業において雇用者全体の給与支給増加額に対して

最大 25％の税額控除だったものが、最大 30％に引き上げられた。 

（４） 「改正女性活躍推進法」では、労働者 301 人以上の事業主に女性が活躍するため

の行動計画を策定・公表するように義務づけられたが、労働者 101 人以上 300 人以

下の事業主には義務づけられていない。 

（５） 「プラスチック資源循環法」では、指定された使い捨てプラスチック製品を無償で

配布している小売店や飲食店などに提供する量の削減を求め、削減対策として指定

された使い捨てプラスチック製品をすべて有償で提供することを義務づけられた。 

  



 

 

問９ 次の記述に当てはまる語句として、最も妥当なのはどれか。 

 

 昨年 11 月、南アフリカから世界保健機関（WHO）に報告された新型コロナウイル

スの変異株で、「懸念される変異株（VOC）」に指定された。ウイルス表面から突き出た

スパイクたんぱく質の変異がこれまでで最も多く、感染力の強さが特徴である。 

 

（１） オミクロン株 

（２） アルファ株 

（３） ベータ株 

（４） ガンマ株 

（５） デルタ株 

 

 

問 10 室町時代に関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

（１） 鎌倉幕府の管領にかわり、室町幕府では執権が将軍を補佐する中心的な職として、

侍所や政所などの統轄や、諸国の守護に将軍の命令を伝達する役割などを担った。 

（２） 幕府の財政は、将軍の直轄領である御料所からの収入のほかに、京都の土倉や酒屋

に課した土倉役・酒屋役、関所を設けて徴収した関銭・津料などでまかなわれた。 

（３） 源平の争乱以降の歴史を公家の立場から記した歴史書の『太平記』や、南北朝の動

乱を描いた軍記物語の『増鏡』がつくられた。 

（４） 1333 年に鎌倉幕府が滅亡すると、光厳天皇は後醍醐天皇を退位させ、翌 1334 年

に年号を建武と改め、天皇自らが政治を行う建武の新政を始めた。 

（５） 日朝貿易は、朝鮮側が倭寇の本拠地とされる対馬を襲撃した元寇によって一時中

断されたが、1510 年の三浦の乱がおこるまでは活発に行われていた。 

 

 

  



 

 

問 11 19 世紀後半の日本における国家と政治に関する記述として、最も妥当なのはどれ

か。 

 

（１） 大日本帝国憲法の公布と同時に制定された天皇典範は、皇位の継承や皇室にかか

わることを定め、議会は関与できないとされた。 

（２） 帝国議会は、国民が選挙で選んだ議員からなる衆議院と、皇族・華族、勅任の議員

や多額納税者議員からなる参議院の二院制をとった。 

（３） 1889 年２月に発布された大日本帝国憲法は、天皇が定めて国民に与える欽定憲法

であり、主権在民・平和主義・基本的人権の尊重の原則を明らかにしたものである。 

（４） 民権派の流れをくむ立憲自由党や立憲改進党などの反政府野党は吏党と呼ばれ、

政府支持党は民党と呼ばれた。第１回帝国議会では立憲自由党ら吏党が衆議院の過

半数を占めた。 

（５） 政府は 1885 年に内閣制度を廃止して太政官制を導入し、総理大臣を中心に各省

の大臣が協調して政務を行うことにした。 

 

 

問 12 中世ヨーロッパの文化や芸術に関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

（１） 11 世紀に、ピサ大聖堂などのゴシック様式の建築が誕生し、12 世紀には、シャト

ル大聖堂などのロマネスク様式の建築が誕生した。 

（２） 普遍論争は実在論と唯名論との間でおこった議論あり、代表的な論者は、実在論が

ウィリアム＝オブ＝オッカムであり、唯名論はアンセルムスである。 

（３） スコラ学はアリストテレス哲学の影響をうけて発展し、『神学大全』の著者である

ロジャー＝ベーコンによって大成され、教皇権の論理的な支柱となった。 

（４） カール大帝の宮廷では、アルクインら学者を多く招き、12 世紀ルネサンスと呼ば

れるラテン語と古典文化の復興がおこった。 

（５） 12 世紀頃から大学が誕生し、最古の大学といわれるボローニャ大学は法学、パリ

大学は神学、サレルノ大学は医学でそれぞれ有名であった。 

 

 

  



 

 

問 13 初期のイスラームに関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

（１） ムハンマドは神の啓示を受け預言者であることを自覚し、これまで崇拝されてい

た多神教にかわり、厳格な一神教で偶像を崇拝するイスラーム教を説いた。 

（２） 当初ムハンマドはメディナで布教をしていたが、有力者たちがムハンマドを迫害

したことから、622 年にメッカに移住した。 

（３） イスラーム教の教義の中心は神への絶対的服従であり、正しい信仰は講師によっ

て実践されるべきものと考えられ、六信五行が義務とされた。 

（４） 正統カリフとは、ムハンマドの死後にウンマの合意を得て就任した、アブーバルク

からムアーウィヤまでのカリフを指す。 

（５） ウマイヤ朝の国家財政の基礎は、征服地の先住民に課せられたジズヤと呼ばれる

地租と、ハラージュと呼ばれる人頭税であった。 

 

 

問 14 世界の工業に関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

（１） アジア NIES（ニーズ）とは、アジアで 1970 年代以降、輸出指向型の工業化が進

んだ韓国、タイ、マレーシア、シンガポールのことをいう。 

（２） 経済発展が著しい BRICS（ブリックス）の５カ国は、ユーラシア大陸に分布する。 

（３） アメリカ合衆国の大西洋岸沿いにあるシリコンバレーは、エレクトロニクス産業

がさかんであり、IT 産業の拠点となっている。 

（４） コンテンツとは、音声・文字・映像を用いて創作されるものをいい、アニメやゲー

ムなどの生産・販売に関わるコンテンツ産業は大都市に集積されやすい。 

（５） 水平分業とは、発展途上国が原料や燃料を輸出し、先進国がそれらの原燃料から工

業製品をつくって輸出することで相互に補完する国際分業の形態をいう。 

 

  



 

 

問 15 世界の都市に関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

（１） ワシントンＤ．Ｃ．はアメリカ合衆国の首都であり、ワシントン州の州都でもある

が、同国で最大の人口を有する都市はニューヨークである。 

（２） オタワはカナダの首都で、かつ同国最大の任用を有する都市であり、五大湖の１つ

であるオンタリオ湖岸に位置する。 

（３） シドニーはオーストラリアで最大の人口を有する都市であるが、同国の首都はメ

ルボルンである。 

（４） ブラジリアはブラジルの建国以来の首都であるが、同国で最大の人口を有する都

市はサンパウロである。 

（５） ヤンゴンはミャンマーで最大の人口を有する都市であるが、同国の首都はネーピ

ードーである。 

 

 

問 16 次の記述に該当する人物として、最も妥当なのはどれか。 

 

 オーストリアの精神医学者で、第二次世界大戦の時にアウシュビッツ強制収容所に

入れられ、その時の極限状況の体験をもとに『夜と霧』を出版し、人間が生きる意味を

追求した。 

 

（１） アドラー 

（２） エリクソン 

（３） フランクル 

（４） フロイト 

（５） ユング 

 

 

  



 

 

問 17 次の作品を書いた江戸時代の戯作者として、最も妥当なのはどれか。 

 

江戸時代の庶民の社交場ともいうべき銭湯を舞台に、そこに登場する様々な職業の

老若男女の話や動きを生き生きと描いた、滑稽本の代表作である。 

 

（１） 恋川春町 

（２） 式亭三馬 

（３） 十返舎一九 

（４） 為永春水 

（５） 柳亭種彦 

 

 

問 18 次の各慣用句とその意味の組合せとして、最も妥当なのはどれか。 

 

（１） 虫も殺さぬ   ―  非常に温厚であること 

（２） 腰を据える   ―  訪問して長居をすること 

（３） 高をくくる   ―  知らぬふりをして放っておくこと 

（４） しのぎを削る  ―  相手の急所をおさえること 

（５） 泡を食う    ―  損な立場に立たされること 

 

 

問 19 次の外来語とその言い換え語の組合せとして、最も妥当なのはどれか。 

 

（１） アセスメント  ―  破局 

（２） ロゴス     ―  情熱 

（３） ニヒリズム   ―  叙情主義 

（４） アレゴリー   ―  寓意 

（５） ディテール   ―  規範 

  



 

 

問 20 摩擦のある鉛直な壁に、長さ L、質量ｍの一様な棒 AB を押し当て、右端 B と壁の

間を糸で結び、棒を水平にする。このとき張力 T、棒が壁から受ける垂直抗力 N の組み合

わせとして、最も妥当なのはどれか。ただし、糸と棒の間の角度をθ、重力加速度の大きさ

をｇとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

問 21 分子間力と液体の沸点に関する記述中の空所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。 

 

液体が蒸発して気体になるためには、分子は隣接する分子との間に働く力に打ち勝

って、液体表面から飛び出すだけの熱エネルギーを持たなければならない。したがって、

分子間力が（ Ａ ）液体ほど蒸発しにくく、沸点が高くなる。14 族元素の水素化合

物は、いずれも（ Ｂ ）の構造であり、構造が似た分子では、分子量が（ Ｃ ）ほ

ど、沸点が高い。また、分子量が同じ程度の水素化合物の沸点を比較すると、14 族に

比べて 15、16、17 族が高くなっている。これは、15、16、17 族の水素化合物が 14

族の水素化合物と違って（ Ｄ ）分子からなっているためである。 

   

     Ａ     Ｂ     Ｃ     Ｄ 

（１） 小さい   正四面体  小さい   極性 

（２） 小さい   正方形   大きい   無極性 

（３） 大きい   正四面体  小さい   無極性 

（４） 大きい   正四面体  大きい   極性 

（５） 大きい   正方形   大きい   極性 

  



 

 

問 22 エネルギーと代謝に関する記述として、最も妥当なのはどれか。 

 

（１） ATP の高エネルギーリン酸結合が切れ、ADP とリン酸に分解されるとき、エネル

ギーが放出される。 

（２） 複雑な物質を単純な物質に分解し、エネルギーを取り出す過程を同化といい、その

例として、光合成における糖の合成があげられる。 

（３） 全ての酵素は温度が上がれば上がるほど、また中性に近ければ近いほど、反応速度

は大きくなる。 

（４） 多くの酵素は細胞内ではたらき、細胞内の特定の場所に存在しているのではなく、

一様に分布している。 

（５） 酵素は気質と結合し、酵素一基質複合体が作られると、反応が完了して生成物がで

き、同時に分解されて、酵素としての性質を失う。 

 

 

問 23 災害に関する次のア～ウの記述のうち、正しい記述のみをすべて選んだものとして、

最も妥当なのはどれか。 

 

ア 海域で発生する地震がしばしば津波を伴うのは、改訂の動きに合わせて上下する

海面が戻ろうとする力によって波が生まれるからである。 

イ 揺れは震源に近いほど大きいが、地盤によっても異なる。埋め立て地や低湿地など

の特に地盤の悪い地域では激しい揺れと共に液状化現象が起こる。 

ウ 火山ガスは一般に 95％以上が硫化水素や二酸化硫黄、塩化水素といった強い毒性

を持つ重いガスであり、大量に吸い込むと中毒死事故に繋がる。 

 

（１） ア 

（２） イ 

（３） ウ 

（４） ア，イ 

（５） イ，ウ 

 

 

  



 

 

問 24 次の英文の（   ）に当てはまるものとして、最も妥当なのはどれか。 

 

What is the Shinkansen（   ）from Nagoya to Tokyo? 

 

（１） Bill 

（２） Fee 

（３）  Fare 

（４）  Tax 

（５）  Fine 

 

 

問 25 次の英文が文法的に正しく、意味の通る文になるように[  ]内の単語を並び替え

たとき、２番目と４番目にくる単語の組合せとして、最も妥当なのはどれか。 

 

He should [ than / talk / better / with / know / to ] his mouth full. 

 

２番目  ４番目 

（１） better   than 

（２） to     than 

（３）  than       to 

（４）  to         know 

（５）  better      to 

  



 

 

問 26 次の英文の内容と合致するものとして、最も妥当なのはどれか。 

 

There was a time when a kid just home from school would pick up a baseball and 

bat from his bedroom floor, make a team from around the neighborhood, and start 

a game, just for fun. No longer. These days, there are many kinds of organized 

activities leaving little time to play. 

  According to research carried out over the last decade, many children have 

stopped plying team sports in neighborhood groups, but at the same time parents 

often push their children into team sports in organized programs. This means that 

there are fewer children playing team sports in general, but more children playing 

in organized teams in clubs or at school. 

 For example, statistics show that the number baseball players has declined 26% 

over the past 10 years, while the number of children that play frequently has risen 

slightly. To take another example, participation in soccer has increased 11% over 

the past 10 years, while play on high school teams has risen 65%. That’s quite a 

difference. Team sports today are more organized and more serious than they used 

to be, and often require youngsters to schedule their school and home activities 

around their sports. Furthermore, more and more children are specializing in a 

single sport at an early age. The result is fewer multisport athletes, not only in high 

school but in youth leagues as well. 

 Parents do not seem to be worried that the relaxed pleasures of their youth have 

been replaced by competitive teams sports. The great majority of parents agree 

that participation in organized youth sports is important for personal growth, 

improved physical fitness, good moral behavior, and healthier eating habits. Not all 

children respond to competitive sports, however. Many dislike competition and have 

turned instead to non-competitive sports like inline skating, which has grown in 

popularity by some 500% over the past 10 years. Others have quit sports altogether 

and enjoy indoor, non-physical activities such as television, video games, computers 

and the Internet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（１） 大多数の親は、組織化されたスポーツ活動に参加することが子どもの成長に役立

つと考えている。 

（２） 昨今はチームスポーツの人気がなく、学校などが組織化したチームで活動する子

どもは減った。 

（３） 今日のチームスポーツは本格化しレベルが上がったため、複数の種目で活躍する

選手は少ない。 

（４） かつては、学校から帰宅した子どもは近所の友達と一緒に青少年スポーツクラブ

に参加した。 

（５） 競争を嫌う子どもは、非競争型のスポーツよりも室内の体を使わない活動の方が

向いている。  



 

 

問 27 次の英文の内容と合致するものとして、最も妥当なのはどれか。 

 

 I’ve spoken with thousands of Japanese about their experiences overseas. One 

factor above all else really concerns them: English. Many Japanese believe that, if 

they could only speak English better, all their problems would disappear. But this 

simply isn’t true. 

 Let me tell you a story about a Japanese general manager working in New York 

City. I was surprised that he had this position. He couldn’t speak English well at all. 

He could hardly speak a word! I interviewed the five Americans who reported to 

him. All five said that he was a really good manager. In fact, they agreed that he 

was the best manager they had ever had. 

 I said: “How can that be? The guy can barely speak English!” 

 But they said: “He helps us. He helps us when we have problems. He’s always 

open when we have questions. We know what our objectives are. Everything is very 

clear. He gives feedback. He’s great to work for.” 

 In other words, he did everything he should be doing as their manager. I love 

that example and I love to share it with Japanese business people. It shows them 

that their English doesn’t have to be perfect. It doesn’t even need to be very good! 

You can still be a good manager. You can definitely still be a good manager. 

 So my advice to Japanese expatriates is this: Don’t worry about your English 

ability. Instead, focus on communication. Focus on speaking up, on saying what you 

really think. Focus on doing your job, being a good manager. That means clarifying 

objectives, monitoring performance, giving and receiving feedback, motivating. 

Those skills and responsibilities are far more important than merely speaking better 

English. 

 Don’t be ashamed of your English ability. Don’t apologize for it. And don’t be afraid 

to let people know when you don’t understand. 

  



 

 

（１） 日本人の多くは、英語が上達することで海外での問題をすべて解決できるとは思

っていない。 

（２） 日本人は、英語力を心配する必要がない代わりに、コミュニケーションに注意を払

う必要がある。 

（３） 海外に駐在の日本人が良い上司になるには、高いレベルの英語力が必要である。 

（４） 本音を口にすることなく、部下のモチベーションを高めるスキルは、英語力よりも

重要なスキルである。 

（５） 英語力が足らないのは恥ずかしいことなので、まず相手に謝罪の気持ちを伝える

べきである。 

  



 

 

問 28 次の文の空欄に当てはまる一節として、最も妥当なのはどれか。 

 

 食のサイエンスには、不確定要素がたくさんあります。たとえば、「サラダを思い浮かべ

て下さい」といわれて、各人がイメージするサラダの姿かたちは全く同じではないでしょう

し、サラダに対する個人の好き嫌いなどの感情もそれぞれ異なるでしょう。食べものは、た

だの「物質」として認識されているわけではなく、必ず各人の「思想」が付随してきます。

そのため、食べるということは、食品の機能性などを重視した「理想食い」をしようとして

も、その一方で自分の思想に基づいた「感性食い」を避けることがなかなかできない宿命に

あります。論理面のみでバサッと切れない、歯切れの悪いところが、食の科学が科学として

認識されにくい要因のひとつではないかと感じます。 

 また、芸術分野における職の立場も、類似した構造があります。絵画の鑑賞では主に「目」

から、音楽の鑑賞では主に「耳」からの情報でその芸術美を堪能します。この視覚、聴覚と

いう、遠い対象物からの感覚を受け取る体験が、純粋芸術の鑑賞としては大切です。また、

みるのみ、きくのみというある種限られた感覚での体験が、芸術感の高揚にとって重要な要

因のひとつといわれています。 

 それに対して食体験は、視覚・聴覚・嗅覚・触覚という「五感」をフルに使った行為で、

純粋芸術の観点からは、私たちの生活に自然に存在しすぎています。また、対象物と近距離

で感じるにおい・味・食感といった感覚は、あまりに生々しく、直接的な体験です。さらに

食べることは、物資湯を口に入れ、咀嚼し、飲み込むことで身体に取り入れ、消化・吸収さ

れなかったものが体外に排泄されるという、一連の肉体的行為でもあります。 

 つまり、食の芸術は、芸術作品として人の感情を揺さぶる「感性」の要素をもってはいる

ものの、直接的すぎる感覚であり、また、身体に取り込む物質情報としての「理性」の要素

も色濃くあわせもっているといえます。 

 すなわち、食は、（   ）といえます。これは一見すると半端な印象を与える一方で、

食は理性と感性のちょうどよい“ハイブリッド”であり、応用化学や応用芸術の両世界で独特

のポジションを取りうるということでしょう。 

 

（１） 理性も感性も兼ね備えており、科学でも芸術でも高い地位にある、まさに“百獣の

王”の立場と呼ぶに相応しい 

（２） 科学の世界では十分に認識されていても、芸術としては理性の要素が色濃く、認め

られにくい 

（３） 科学の世界でも芸術の世界でも、理性もしくは感性のどちらかに特化することが

できない“コウモリ的立場”にある 

（４） 理性も感性も不足し、科学的にも芸術的にも無視される“蜉蝣
かげろう

のような存在”である 

（５） 理性の不足によって科学としては認識されていない反面、その感性の要素から芸

術としては非常に人気の高い主題である  



 

 

問 29 次の文章を先頭に置き、Ａ～Ｆの文章を並べ替えて意味の通る文章にしたときの順

番として、最も妥当なのはどれか。 

 

 実は大部分の植物には、昆虫に対する防御物質が含まれている。 

 

Ａ：もちろん、それが毒になるかそうでないかは、植物とそれを食べる生物それぞれによっ

て異なる。 

 

Ｂ；農作物の多くは改良によってそういった物質が少なくなっているが、野山に生える植物

の大部分は、われわれにとって有毒であったり、強いアクがあったり、匂いがきつかったり

して、食べられたものではない。 

 

Ｃ：逆にイヌが食べると死ぬこともあるタマネギやカカオ（チョコレート）はヒトが食べて

も平気である。 

 

Ｄ：そういった特徴も、実は植物の防御策の表れなのである。 

 

Ｅ：防御物質とはつまり昆虫にとっての毒である。 

 

Ｆ：たとえば、草食の哺乳類はわれわれにとって不味い植物もおいしそうに食べるし、昆虫

にいたっては、ヒトが食べたらすぐに死んでしまうような強力な毒を持つ植物を平気で食

べるものもいる。 

 

（１） Ａ－Ｅ－Ｆ－Ｃ－Ｂ－Ｄ 

（２） Ｂ－Ａ－Ｃ－Ｆ－Ｄ－Ｅ 

（３） Ｂ－Ｃ－Ｆ－Ｅ－Ａ－Ｄ 

（４） Ｅ－Ｂ－Ｄ－Ａ－Ｆ－Ｃ 

（５） Ｅ－Ｂ－Ｆ－Ｃ－Ａ－Ｄ 

  



 

 

問 30 次の文章の趣旨として、最も妥当なのはどれか。 

 

 私が継続している良い行動の、最たるものが「走ること」です。 

 最初は「週に二回、三十分ずつ歩く」ことしかできなかった私が、今では、ほぼ毎日のよ

うに走っています。 

 始めた当時と比べて、走る距離は大きく変化しましたが、そのときから今まで変わらない

のが、「好きなことを犠牲にしない」というポリシーです。 

 好きなことを犠牲にしてまでやれば、必ず無理が出て挫折するでしょう。それに、そもそ

も好きなことを楽しむのが人生だと思っている私にとって、好きなことを犠牲にするとい

う選択肢は最初からありません。 

 たとえば、お酒。私は一日の終わりに飲むお酒が大好きです。大量には飲みませんが、楽

しい仲間とわいわいやったり、1 人で静かにグラスを傾ける時間はなにものにも代え難いと

思っています。夜はお酒を飲むために使いたいので、走るのはもっぱら朝。飲み会が遅い時

間まで押したときには、「明日は走らなくてもいいや」と気楽に構えています。 

 そういうふうにやってきたから、ここまで続けることができたのです。 

 もちろん、人の好みはそれぞれ。「朝はゆっくり眠りたい」という人は、その欲求を犠牲

にせずに夜に走ればいいでしょう。 

 今、「朝活」と呼ばれる早朝の勉強会が流行っています。私自身は朝型なので違和感はあ

りませんが、全員が全員にそれに載せられることはありません。 

 「朝風呂にゆっくり入るのが至福の時間」という人が、それを犠牲にして勉強会に出席し

ても、いずれ嫌になるでしょう。 

 世間の流行や常識にとらわれないで、本当の自分のニーズを見極めましょう。 

 自分のライフスタイル最優先でやらなければ、なんのためにそれを始めるのかわからな

いではありませんか。 

 

（１） 良い行動を継続するためには、自分の欲求に正直になるべきであり、やりたくない

ときにはやってはならないし、やりたくなるまでやらなくてもよい。 

（２） 「朝活」が流行っているが、流行に乗せられないで自分のニーズを見極めれば、体

のために良いのはむしろ夜行動することだとわかるはずである。 

（３） 身体にとってもっとも良い行動は「走ること」であり、日によって時間や距離が減

っても毎日やり続けるべきである。 

（４） 習慣を自分の力にするためには、時には好きなことを犠牲にしてでも、決まったス

ケジュールで決まった量をこなさなくてはならない。 

（５） 物事を継続するために、好きなことを犠牲にすれば必ず無理が生じるので、自分の

ニーズを見極め、ライフスタイルに合わせて取り組むべきである。 

  



 

 

問 31 次の文章の趣旨として、最も妥当なのはどれか。 

 

 二億三〇〇〇万年前には地球上に出現し、当時あった全大陸を支配し、主としての多様化

を極めた後、白亜紀の終わりの六六〇〇万年前に絶滅してしまった恐竜。生きていたのはお

よそ一億六四○○万年前。それが長いのか短いのかは、誰にも分からない。しかし。白亜紀

末に激変した環境に適応できず、淘汰されてしまったことは間違いない。 

 淘汰されてしまった恐竜。それは、「弱くてダメな奴」だったのだろうか？ 

だが、もりもあの時に恐竜が絶滅していなかったなら、と考えてみよう。 

 今もまだ恐竜時代が続いていたとしたらどうなっていただろう。 

 全長三〇メートル、体重一〇トンという巨大な恐竜がそこら中を闊歩
か っ ぽ

していて、さらに

「超肉食恐竜」と言われ、餌となれば見境なく飛び掛かってくる前兆十二メートル、体重六

トンのティラノサウルスがそこら中で待ち構えていたなら――。 

 そう、今もなお恐竜時代が続いていたとしたら、哺乳類は恐怖にふるえながら隅っこで生

きているだけだったかもしれない。 

 恐竜が牛耳る生態系では、哺乳類に許された生態系の中でのスペースは非常に限られた

ものとなる。のびのびと進化することはできず、小さくて弱いまま。哺乳類の時代が来るこ

とはなかっただろう。 

 だが、実際には、恐竜が絶滅したことで生態系にスペースが生まれ、哺乳類は飛躍的に進

化することができた。だからこそ人類が現れ、今のような生物世界が展開されている。 

 それはつまり、恐竜が環境の激しい変化に耐えられなかった「弱くてダメな奴」で、その

後に進化を遂げた哺乳類、とりわけ人類は恐竜に比べて「強くて優秀な存在」なのではない

か？ との問いに行きつく。 

 しかし、そういった視点で恐竜、そして人類を見ることは、驕
おご

りに近い。 

 何かが絶滅するから、別の何かが進化する。 

 つまり、絶滅と進化とは対立するものではなくて、表裏一体の関係にある。 

 進化という縄には、必ず絶滅という細い糸が縒
よ

り合されているのだ。 

  



 

 

（１） 絶滅した恐竜よりも、進化した人類が「強くて優秀な存在」なのではなく、絶滅す

るものがいるから別のものが進化するという、表裏一体の関係がある。 

（２） 生態系を牛耳っていた恐竜には、「強くて優秀な存在」という驕りがあったと言え、

そのために激変した環境に適応できず、滅びてしまったのである。 

（３） 一億六四○○万年前という恐竜の歴史からすれば、人類の歴史は短いが、絶滅と進

化の対立に勝利した人類が恐竜より「強くて優秀な存在」であると考えるは、驕りではな

い。 

（４） 恐竜の絶滅という歴史を踏まえると、人類にもいつ絶滅の危機が襲ってくるかわ

からないので、十分な備えをする必要がある。 

（５） 哺乳類、人類は恐竜に比べてちっぽけで歴史も短いが、環境の変化に適応して進化

してきたことから、より「強くて優秀な存在」であると言える。 

 

  



 

 

問 32 次の文章の趣旨として、最も妥当なのはどれか。 

 

 電車の遅延が原因で、約束の時間に一〇分遅れてしまったとしましょう。相手の顔を見た

途端、第一声で「山手線が遅れたので、遅れてしまいました」と言い訳をしてしまいがちで

す。 

 しかし、待たされていた人の立場で考えてみてください。どんな理由があろうと、一〇分

待ったという事実に変わりはありません。「理由は良いから、まずは遅れたことに対してお

詫びの言葉がほしい」というのが本音ではないでしょうか。また、「山手線が遅れたので、

遅れてしまいました」と一方的に言われても、その言い方によっては「開き直り」や「逆ギ

レ」ととられてしまう可能性もあります。 

 わかっていても、お詫びをする段になると、なぜ言い訳が先に口から出てしまうのか。そ

れは、誤らなければいけない状況において、「自分一人が百パーセント悪い」という状況が

なかなかないからです。 

「天候不順で電車が遅れた」、あるいは「家を出ようとしたら、子供が急に熱を出して病院

へ連れていった」、「自分の部下が失敗をして、その尻拭いに追われていた」などなど……。

このように、自分以外のところに遅れた原因があった場合、人は「申し訳ございません」と

謝る前に、どうしても「私も被害者なんです」とばかりに、自分が百パーセント悪いわけで

はないことをアピールしたくなるのです。 

 しかし、お詫びの前に言い訳をすることで、むしろ相手に、よりいっそうの不信感を与え

てしまいますから要注意です。こういう場合は、どんな理由があろうと、まずは申し訳なさ

そうに「遅れてすみません。本当にごめんなさい」とお詫びの気持ちを真摯に伝えることが

大事です。 

 相手がその理由を聞いてくるまで、自分からは言わない方がベストです。そこで相手から

「どうして遅れたの？」と聞かれて初めて、「実はこういう事情がありまして……」と理由

を説明する。そうすれば相手も「それなら仕方ないよね」と納得し、怒りを収めてくれる可

能性が高いのです。 

  



 

 

（１） 遅刻をした場合、先に言い訳をすると不信感を与えてしまうので、どんな理由があ

ってもまずはお詫びの気持ちを伝えるべきである。 

（２） 遅刻をしてしまったときには、相手が納得して怒りを収めてくれるように、まずて

いねいに理由を説明するべきである。 

（３） 自分一人が百パーセント悪いというわけではないのなら、遅刻をしたとしても責

任を感じたり、謝罪したりする必要はない。 

（４） どんな理由があっても遅刻は自分の責任なので、理由を説明することに意味はな

く、謝罪を真摯にするべきである。 

（５） 自分以外のところに失敗の原因があるときには、謝罪の前にきちんと説明をしな

ければ、相手に誤解を与えてしまいかねない。 

  



 

 

問 33 次の文章の要旨として、最も妥当なのはどれか。 

 

 プライバシーの必要性を裏付ける炭塵な解答の一つは、人間を動物と区別するため、とい

うものでしょう。創世記の冒頭がイチジクの葉で裸を隠す行為から始まるように、私たち人

間は公共空間では衣類を身につけて行動することとされています。これは、訳もなく裸を他

者に見せる行為は恥ずかしいことであるという人類共通の理性であり、この羞恥心は動物

にはないと考えられます。すなわち、古典的な意味において、プライバシーとは「恥」を隠

すための人間の品位を保つための営為であるということができます。 

 ただし、より現代的な視点から考えると、話は複雑になってきます。私たちがプライバシ

ーを侵害されたと感じるのは、羞恥感情に影響を及ぼすときに限られるわけではありませ

ん。たとえ衣類を身につけていても、たとえば電話の内容を無断で聞かれたり、メールを勝

手にのぞき見されたりするとき、プライバシーが侵害されたと感じることでしょう。 

 もちろん、電話やメールの内容のすべてが恥ずかしいものというわけではありません。す

ると、プライバシーの保護の対象となるのは「恥」にとどまるものではなく、各人のあらゆ

る属性としての自我、より法的な言い方をすれば「人格」なのだと考えられます。 

 すなわち、各人の言動はそれぞれの生き方を映し出しており、各人に関する情報はそれぞ

れの「人格」の一部をなしているのです。そのため、他人にみだりに干渉されず、独りにし

ておいてもらうことが、人間には必要です。 

「独りにしておいてもらう」とは、文字どおり物理的な居場所を確保するということを意味

するとは限りません。自己に関する情報自ら整理し、人格を造形するための反芻プロセスも、

プライバシーの一部として捉えることができます。すなわち、プライバシーは、心の静謐に

宿り、自我と向き合う時間を必要とします。プライバシーは、酒豪の中に埋もれさせること

ができず、データとして記録にも留めることができない、他からの判断や評価からの自由な

圏域を意味しています。その限りにおいて、プライバシーは、秘密を隠すことというよりは、

人格の自由な発展に関連する情報を自らの管理下に置くことを意味します。 

 

（１） 現代的な視点によるプライバシーの保護は、電話やメールの内容などの「恥」を隠

すための人間の品位を保つための営為である。 

（２） 各人の情報は「人格」の一部であるので、その自由な発展のために、自らの管理下

に置かなければならない。 

（３） 「人格」が自由に発展するためには、物理的に独りになれる居場所で、事故に関す

る情報を自ら整理する必要がある。 

（４） 物理的な独りになるよりも、むしろ他人に情報を積極的に開示する中で、「人格」

は自由に発展していく性質を持っている。 

（５） プライバシーはデータとして記録ができない性質を持っているので、自分自身に

も判断や評価を下すことはできないものである。  



 

 

問 34 Ａ～Ｅの５人が卓球のリーグ戦を行った。ＡはＣとＤに勝利、ＢはＦに勝利、Ｃは

D と E に敗北、E は A、D に勝利しているとき、確実に言えることとして、最も妥当なのは

どれか。ただし、勝利数が最小のものは２人いた。 

 

（１） B は単独最多勝者である。 

（２） B が A に勝利しているならば、D は B に勝利している。 

（３） D が B に勝利しているならば、A が B に勝利している。 

（４） D が B に勝利しているならば、B が A に勝利している。 

（５） E は単独最多勝者である。 

 

 

  



 

 

問 35 以下に示すのはある建物の１つのフロアの見取り図で、①～⑪と書かれた正方形が

フロア内の１室を表している。A～F の６人がいずれかの部屋に１人ずつ住み、それ以外は

空室となっている。次のア～カのことがわかっているとき、確実に言えることとして、最も

妥当なのはどれか。 

 
 

ア Ａの隣室は２部屋とも空室である。 

イ Ｂの居室はＡの居室の真西にある。 

ウ Ｃの居室はＥの居室の真向かいである。 

エ Ｄの居室の真東と真西には部屋がない。 

オ Ｅの居室は他の５人の居室よりも北にある。 

カ Ｆの隣室は２部屋とも居住者がいる。 

 

（１） Ａの真向かいにＥが住んでいる。 

（２） ＢはＣの隣に住んでいる。 

（３） Ｄの居室は他の５人の居室よりも南にある。 

（４） Ｅの隣の住人はＦである。 

（５） Ｆの隣の住人はＢ、Ｄである。 

  

北

① ⑤ ⑥ ⑦

②

④ ③ ⑨ ⑩ ⑪

⑧



 

 

問 36 Ａ～Ｆの６人で５㎞走を行い、そのタイム差について次のア～カのことがわかって

いる。そのときゴールをした順位が３位であった者として、最も妥当なのはどれか。 

 

ア ＡとＢは４分差であった。 

イ ＡとＦは６分差であった。 

ウ ＢとＤは６分差であった。 

エ ＣとＥは 10 分差であった。 

オ ＥはＦより 13 分遅かった。 

カ ＤとＣは５分差であった。 

 

（１） Ａ 

（２） Ｂ 

（３） Ｃ 

（４） Ｄ 

（５） Ｅ 

 

 

問 37 ある会社では、月曜日から土曜日までの６日間、Ａ～Ｆの６人の社員が、毎日２人

ずつ交代で夜間勤務を行っている。この夜間勤務は、勤続５年以上の人と５年未満の人の

組み合わせで行われ、Ｅは勤続５年以上である。ある週の月曜日から土曜日までの勤務状

況について、次のア～オ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 ６人とも２回ずつ夜間勤務を行った。 

イ Ａは火曜日、Ｃは木曜日、Ｅは金曜日に夜間勤務を行った。 

ウ Ａが夜間勤務を行った前の日は、必ずＢが夜間勤務を行っていた。 

エ ＡはＥと１回夜間勤務を行い、ＦはＢ、Ｃと１回ずつ夜間勤務を行った。 

オ この１週間の間に、１人の社員が２日連続して夜間勤務に就くことはなかった。 

 

（１） Ｂは金曜日に夜間勤務を行った。 

（２） ＣとＤで夜間勤務を行ったことがある。 

（３） Ｄは勤続５年未満である。 

（４） Ｆは勤続５年以上である。 

（５） Ｆは木曜日に夜間勤務を行った。 



 

 

問 38 ３種の記号□、△、〇からなる記号列を考える。記号列は次のア～エの操作でのみ

変形することができるとき、 

 

〇△□〇△□〇△□〇△□〇△□〇△□ 

 

を変形することで得られる記号列として、最も妥当なのはどれか。 

 

ア 記号列中の□□、△△、〇〇は削除してよい。 

イ 記号列中の隣接した□と〇は、その準を並び換えてよい。 

ウ 記号列中の３つ並んだ次の記号列は以下の等号の両辺で置き換えてよい。 

□△□＝△□△ 

△〇△＝〇△〇 

エ （   ）は変形する記号列を示す。例えば次のような変形は許される。 

□（〇△〇）△〇△〇□→□△〇（△△）〇△〇□ 

→□△（〇〇）△〇□ 

→□（△△）〇□ 

→□（〇□） 

→（□□）〇 

→〇 

 

（１） 〇□ 

（２） △□ 

（３） 〇△□△ 

（４） △□〇△ 

（５） 〇△〇□△ 

 

 

  



 

 

問 39 Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４人が等間隔で円陣を組んで座り、Ａ、Ｂ、Ｃの３人が席順につ

いて次のように証言している。Ａ、Ｂ、Ｃのうちの１人は噓つきであるとき、座り方の組

合せの数として、最も妥当なのはどれか。 

 

Ａ 「私の真向かいはＤではない。」 

Ｂ 「私の隣はＡである。」 

Ｃ 「私はＤとは隣り合っていない。」 

 

（１） ２通り 

（２） ３通り 

（３） ４通り 

（４） ５通り 

（５） ６通り 

 

 

問 40 ある作業をＡ、Ｂの２人が一緒に行うとｘ日で終了する。この作業をＡだけで行う

と２人で行うよりも８日多くかかり、Ｂだけで行うとＡだけで行うよりも 10 日多くかか

るとする。このとき、Ｂだけでこの作業を終えるために必要な日数として、最も妥当なの

はどれか。ただし、Ａ、Ｂそれぞれの１日あたりの仕事量は日によらず一定であるとす

る。 

 

（１） 10 日 

（２） 15 日 

（３） 20 日 

（４） 25 日 

（５） 30 日 

 

 

  



 

 

問 41 下図のような三角柱ＡＢＣ－ＤＥＦがある。この三角柱ＡＢＣ－ＤＥＦは、側面の

四角形ＡＤＥＢと四角形ＡＣＦＤは１辺の長さが２㎝の正方形であり、∠ＢＡＣ＝∠ＥＤ

Ｆ＝90°である。この三角柱ＡＢＣ―ＤＥＦを水平な机の上に、面ＢＣＦＥを下にして置

き、辺ＣＦを回転の軸として、面ＡＣＦＤが下になるまで滑ることなく回転させる。次

に、面ＡＣＦＤが机の面と接した状態で、辺ＡＣを回転の軸として、面ＡＢＣが下になる

まで滑ることなく回転させる。さらに、面ＡＢＣが机の面と接した状態で、辺ＢＣを回転

の軸として、面ＢＣＦＥが下になるまで滑ることなく回転させる。以上のように三角柱Ａ

ＢＣ－ＤＥＦを動かしたときに、点Ａが描く軌跡の長さとして、最も妥当なのはどれか。 

 

 

  



 

 

問 42 下図のように立方体ＡＢＣＤ－ＥＦＧＨがあり、辺ＢＣの中点をＭとする。この立

方体を、３点Ｄ、Ｅ、Ｍを通る平面で切断して２つの立体に分け、頂点Ａを含む立体を取

り除く。次に、残った立体を、さらに３点Ｄ、Ｇ、Ｍを通る平面で切断して２つの立体に

分け、頂点Ｃを含む立体を取り除く。残った立体の辺の数と面の数の組み合わせとして、

最も妥当なのはどれか。 

 

 

 

（１） 辺の数：10、面の数：６ 

（２） 辺の数：10、面の数：７ 

（３） 辺の数：12、面の数：６ 

（４） 辺の数：12、面の数：７ 

（５） 辺の数：12、面の数：８ 

 

 

問 43 下図は立方体の２つの角を切り落としてできた立体である。この立体の展開図とし

て最も妥当なのはどれか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

問 44 図のように中心 O を共有した大円と小円がある。大円と弦ＡＢが小円に接し、そ

の弦の長さが６㎝であるとき、模様がついた部分の面積として、最も妥当なのはどれか。

ただし、円周率をπとする。 

 

（１） ９π㎝２ 

（２） 12π㎝２ 

（３） 15π㎝２ 

（４） 18π㎝２ 

（５） 21π㎝２ 

 

  



 

 

問 45 赤色と白色のビー玉と赤色と白色のおはじきが入った袋がある。数は合わせて

300 個未満であり、内訳は赤色：白色＝５：９、ビー玉：おはじき＝９：４であることが

わかっている。このとき、赤色のビー玉と白いおはじきの数の差として、最も妥当なのは

どれか。 

 

（１） ８個 

（２） ９個 

（３） 10 個 

（４） 11 個 

（５） 12 個 

 

 

問 46 下図のような縦横４×４マスの盤があり、縦横それぞれの列に１～４までの数字を

同じ数字が重複しないように、すべてのマスに入れることとする。図のように既に数字が

入っているとき、残りの空マスを数字で埋める組合せの数として、最も妥当なのはどれ

か。 

 

（１） １通り               

（２） ２通り 

（３） ３通り 

（４） ４通り 

（５） ５通り 

 

  

2

1

3

4



 

 

問 47 濃度のわからない食塩水Ａと濃度４％の食塩水がいずれも 100ｇずつある。食塩

水Ａの半分を食塩水Ｂに混ぜ合わせる。次に、混ぜ合わせた後の食塩水Ｂの半分を食塩水

Ａに混ぜ合わせる。このときできた食塩水の濃度が６％であるとき、食塩水Ａと食塩水Ｂ

を混合する前の食塩水Ａの濃度に近いものとして、最も妥当なのはどれか。 

 

（１） 6.7% 

（２） 6.9% 

（３） 7.1% 

（４） 7.3% 

（５） 7.5％ 

 

 

問 48 ある２人の現在の年齢の積と、１年後の２人の年齢の積を比較するとその差は 90

である。また数年前の２人の年齢の積は 1100 であった。２人のうち１人の年齢の 10 の

位が３年後に１増加するとき、３年後の２人の年齢の積として、最も妥当なのはどれか。 

 

（１） 1890 

（２） 1920 

（３） 1950 

（４） 1980 

（５） 2010 

 

 

  



 

 

問 49 次の表は、2019 年の関東地方における工業統計表（製造業）である。この表から

いえるア～ウの記述の正誤の組合せとして、最も妥当なのはどれか。 

 

 
 

ア 表中の７都県の事業所数の合計に対する事業所数上位３都県の合計の割合は、50%以

上である。 

イ 従業員１人あたりの現金給与額が最も多いのは神奈川県である。 

ウ 製造品出荷額等に対する原材料使用額の割合が最も少ないのは千葉県である。 

 

ア   イ   ウ 

（１） 誤   正   正 

（２） 正   誤   誤 

（３） 正   正   正 

（４） 正   正   誤 

（５） 誤   誤   誤 

  

事業所数
従業者数

（人）

現金給与総額

（百万円）

原材料使用額等

（百万円）

製造品出荷額等

（百万円）

茨城県 4,927 272,191 1,325,925 7,647,968 12,581,236

栃木県 4,039 203,444 948,677 5,027,819 8,966,422

群馬県 4,480 210,730 948,744 5,548,067 8,981,948

埼玉県 10,490 389,487 1,681,855 8,387,481 13,758,165

千葉県 4,753 208,486 992,951 8,390,915 12,518,316

東京都 9,887 245,851 1,190,968 4,030,463 7,160,755

神奈川県 7,267 356,780 1,862,938 11,453,015 17,746,139



 

 

問 50 次の表は、研究主体別に活動の状況を示したものである。この表からいえることと

して、最も妥当なのはどれか。 

 

 
研究関係 

従業者数 

（人） 

研究関係従業者 

数に対する 

研究者の割合 

（％） 

総支出に対する 

内部使用 

研究費比率 

（％） 

研究者一人当たり

内部使用 

研究費 

（100 万円） 

大学等 410,735 72.3 40.0 12.52 

国立 195,881 68.9 46.7 10.80 

公立 30,273 70.3 34.2 11.01 

私立 184,581 76.3 36.9 14.40 

 

（１） 私立の総支出は、大学等の総支出の 50%を超えていない。 

（２） 内部使用研究費について、私立は公立の 10 倍を超えている。 

（３） 内部使用研究費は、国立よりも私立の方が多い。 

（４） 大学等の研究者数は、公立の研究者数の 15 倍を上回っている。 

（５） 国立の総支出は、公立の総支出の６倍を超えている。 
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