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教　養　問　題
平成28年 9 月施行　　職員採用試験

指示があるまで開いてはいけません。

注　意

1 .  問題と解答用紙は別になっています。必ず解答用紙に解答してください。

2.  問題は全部で45題あり、ページ数は45ページです。

3.  解答時間は 2 時間です。

4.  解答方法は次のとおりです。

  例　〔No . 1 〕　日本の首都として、正しいのはどれか。

  　　　1.　京都　　2.　福岡　　3.　東京　　4.　大阪　　5.　広島

  　正答は「3 . 　東京」ですから解答用紙の問題番号の次に並んでいる

 マーク欄　 　 　 　 　 　の中の　 　を鉛筆又はシャープ

ペンシルで　 　のようにマークして　 　 　 　 　 　とすれば

正解になります。

5.  各問題とも正答は 1 つだけです。2 つ以上マークした場合は誤りとなります。

6.  解答に当たっては、解答用紙に記載された注意をよく読んでください。

7.  計算を要する場合は、この冊子の余白を利用してください。解答用紙は絶対に

使ってはいけません。

8.  この冊子は持ち帰ることができますが、解答用紙は絶対に持ち帰らないで

ください。



〔No .  1 〕　次の文章で述べられていることとして、最も妥当なのはどれか。

自信過剰であることは、競争への参加率を高めるだけではなく、好ましい側面も

ある。ジョン・メイナード・ケインズがその著『雇用・利子および貨幣の一般理論』

で指摘したアニマル・スピリットというのは、いわば根拠のない自信が企業家に投

資を行なわせるというものである。そういう人の存在が、経済成長を引き起こす原

動力になる。合理的な予想をして、損をしないと確信できるプロジェクトだけに挑

戦する人ばかりでは、新しいビジネスは生まれないし、経済成長も引き起こされな

い。誰も予想しなかった商品やサービスの開発が、人々の消費意欲を刺激するので

ある。人々の好みは、現存する商品やサービスに対してしかわからない。未知の商

品やサービスに対する消費者の好みを予測し、それに応じた商品やサービスを開発

するのだから、アニマル・スピリットと呼ぶしかない。

成功する確率さえもわからないプロジェクトに挑戦するというのは、自信過剰で

ないと無理だろう。似たことは、科学者の世界でもあるようだ。ｉＰＳ細胞（人工

多能性幹細胞）を創り出した京都大学の山中伸弥教授は、そのような細胞を創り出

すのに何年かかるかわからなかったという。理化学研究所の生命科学者で革新的な

研究成果をあげている上田泰己氏は、若い研究者へのアドバイスとして、「無根拠な

自信」が科学研究には重要であると述べている。

自信過剰であることは、競争に参加する確率を高め、大成功の可能性をもたらす。

逆に言えば、成功した人は、自信過剰である比率が高いだろう。一方で、自信過剰

であることは、結果的に失敗する可能性も高める。

 （大竹文雄「競争と公平感」による）

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。

－1－



1 .   根拠のない自信を持ちつつ投資を行う企業家の存在が、経済成長の源泉になっ

ている。

2.   合理的な予想をして、損をしないと確信できるプロジェクトに挑戦する人は、

新しいビジネスを生まず、経済成長を引き起こさない。

3.   現存しない商品やサービスに対する人々の好みはわからないので、新商品や

新サービスは、予測を行うことなく、アニマル・スピリットで開発されている。

4.   合理的な予想とアニマル・スピリットが、科学における革新的な研究成果を

あげる重要な要素である。

5.   競争に参加する人は、常に自信過剰であるが、成功することも失敗すること

もある。

－2－



〔No .  2 〕　次の文章で述べられていることとして、最も妥当なのはどれか。

科学的認識は、人間が外界を利用するために対象を見るのであり、行動のための

効率的視座、確実な視点をえるためのものである。そのため対象を計量し、測定す

る。そのため外側からの尺度をあてる。例えば、熱の高さは熱そのものではなく、

水銀柱の膨張という外側からの尺度によって記述されていく。だが―風呂に入る

人間にとって50度のお湯は入ることのできないものであり、40度では風邪をひくか

もしれない。適温は43度プラス・マイナス数度の所にある。しかしそれは外側から

の尺度によって示されたものにすぎず、熱・温度そのものではない。45度は43度の

1.0465倍、という数値は外的尺度の数値比にすぎない。

科学的認識は、総体としてあるものを個々の部分に分解し、個を互いに分類し、

そのひとつひとつを調べていく。連続しているものを分割し、質を量で計測し、運

動しているものを静止の状態でとらえ、因果的決定関係を求めていく。このような

認識方法は、生活のための技術、生産のための効率を求める日常的傾向に一致し、

有用である。ベルクソンは、こうした19世紀の科学主義を高く評価する。けっして

これを否定する反科学主義者ではない。

だが、そうした方法をもってとらえることのできないものがある。絵画の価値は、

芸術は―それはいかに部分に分けてもとらえることはできない。流れていく雲

―刻々と変わるその姿を、静止し、測定し、その位置を記述してとらえることが

できようか。人間にとっての対象は、運動の中で、質として、連続のなかで、それ

に対置している人間の実存の純粋認識として、はじめてとらえられるのである。そ

れは人間の直覚にたよらざるをえない。これがベルクソンの哲学の世界であった。

このベルクソンの哲学がフランスを中心にヨーロッパに大きな波紋を投げかけて

いた時、イギリスのケンブリッジでは若き哲学者ムーアが、ケインズたちに「結合

の誤 謬
びゅう

」を語っていた。ベートーベンの音楽の価値を、それを構成するドレミファ

に分散してその個々の価値の合計として論ずることはできない。逆に個々に真であ

ることを合しても、それが総体に妥当するとはかぎらない。善も美も、それを知る

には直覚にたよらざるをえない、と。ムーアの功利哲学批判はケインズに受けつが

れていく。それは、ベルクソンと同じ19世紀科学主義批判の流れだったのである。

 （伊東光晴、根井雅弘「シュンペーター」による）

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。

－3－



1 .   科学的認識では、熱そのものが解明できていないため、人間が風呂に入る適

温も明らかになっていない。

2.   科学的認識は、総体として存在しているものを分解することにより、質を量

で計測する方法であるため、生活のための技術として有用である。

3.   ベルクソンは、科学主義の限界に直面して科学主義を放棄し、人間の直覚に

よらなければ事実を認識できないと主張するようになった。

4.   ベルクソンは、絵画は、連続して動いている対象を静止してとらえようとす

る芸術であり、科学的にその価値を認識するのに適している、と評価した。

5.   ムーアは、音楽の価値は音階に分解することによって論ずることはできず、

多数の美しい和音の組み合わせから論ぜざるをえない、と主張した。

－4－



〔No .  3 〕　次の文の後にＡ～Ｆの文を並べ替えてつなげ、一つのまとまった文章に

する場合、その順序として最も妥当なのはどれか。

熱力学によれば、どこかに秩序が生じるということは、その分の無秩序がどこ

かに生じたということなのである。

Ａ　ふつうは掃除機のなかの「秩序」までは考えないから、部屋がきれいになって

メデタシ、メデタシで終わるのだが、世界全体を見れば、そうはいかないのであ

る。

Ｂ　そこで仮にゴミを燃やしたとすると、ゴミを作っていた「高級な」分子が、炭

酸ガスやら水やらという「下等な」分子に変わり、その過程で熱を発生して、周

囲の空気の分子のランダムな運動を増やす、という結果になる。

Ｃ　部屋を掃除すれば、部屋からはゴミがなくなって、きれいになる、つまり秩序

が生じる。

Ｄ　その掃除機のなかをさらに「掃除する」と、今度は掃除機のなかのゴミが廃棄

物処理場に移行して、処理場がゴミだらけになる。

Ｅ　つまりゴミを燃やしてゴミが目には見えなくなった分だけ、全世界の無秩序量

はふえたことになる。

Ｆ　ところが掃除機の中を調べると、掃除をする以前の数百倍、数千倍のゴミが溜
た

まっている。

 （養老孟
たけ

司「無思想の発見」による）

1.   Ｃ－Ａ－Ｅ－Ｂ－Ｆ－Ｄ

2.   Ｃ－Ｅ－Ａ－Ｄ－Ｆ－Ｂ

3.   Ｃ－Ｆ－Ａ－Ｄ－Ｂ－Ｅ

4.   Ｅ－Ｃ－Ａ－Ｂ－Ｆ－Ｄ

5.   Ｅ－Ｆ－Ｄ－Ｂ－Ｃ－Ａ

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。

－5－



〔No .  4 〕　次の文章の空欄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。

テレビコマーシャルやラジオから流れる音楽のように、特定の Ａ 情報に繰

り返し何度も接触することで、刺激への親しみやすさ（親近性）が高まり、 Ｂ

が増すことが知られている。この効果を「単純接触効果」という。この効果は、繰り

返し提示される情報に気づかない場合でさえ起きるといわれている。

クンスト＝ウィルソンとザイアンスによる実験では、観察者に対して、情報に気

づかないほど短い時間だけ図形を視覚的に繰り返し提示し、提示していない図形を

交えてどちらが好きかを判断させた。すると、観察者は見たことに気づいていなく

ても、繰り返し提示した図形の方をより好ましいとしたという。 Ａ 刺激への接

触頻度が高いほど Ｂ 度が増すという知見は、心理学では教科書に載るほど一般

的なこととして捉えられている。

しかし一方で、 Ｃ で目新しいほど好まれるという場合もある。南カリフォ

ルニア大学の知覚心理学者、ビーダーマンらによると、顔や場所などのさまざまな

画像を提示したときに、それらに特異的に反応する脳の場所（顔に対しては紡錘
すい

状

回、場所に対しては海馬近傍）が刺激への接触回数が増えるごとに、活動量が Ｄ

するという。逆に考えると、何度も提示されてなじみのあるものは少ない脳の活動で

処理できるとも考えられる。 Ｃ な対象の処理は、それだけ脳に負荷がかかるの

かもしれない。

 （川畑秀明「脳は美をどう感じるか――アートの脳科学」による）

　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ

1.   感覚　　好意　　新奇　　低下

2.   感覚　　好意　　陳腐　　向上

3.   感覚　　反感　　新奇　　向上

4.   聴覚　　好意　　新奇　　向上

5.   聴覚　　反感　　陳腐　　低下

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。

－6－



〔No .  5 〕　次の英文の中で述べられていることと一致するものとして、最も妥当な

のはどれか。

A father and his small son were out walking one afternoon when the 

youngster* asked how the electricity went through the wires stretched between 

the telephone poles.

 “Don’t know,” said the father. “Never knew much about electricity.”

A few blocks farther on the boy asked what caused lightning and thunder.

 “To tell the truth,” said the father, “I never exactly understood that myself.”

The boy continued to ask questions throughout the walk, none of which the 

father could explain. Finally, as they were nearing home, the boy asked, “Pop*, I 
hope you don’t mind my asking so many questions....”

 “Of course not,” replied the father. “How else are you going to learn?”

Sooner or later, of course, unless the father seeks the answers, the boy will stop 

asking questions. That would be unfortunate. Curiosity and the desire to learn 

should be encouraged and nurtured*.
Parents who want their children to do well in school but who don’t respect 

learning are deluding* themselves. Not many children will be motivated* to do it 
on their own.

 （Arthur F. Lenehan「Bits & Pieces of Happiness」による）

　＊ youngster････少年　　＊ pop････（呼びかけのことばで）パパ

　＊ nurture････養育する　　＊ delude････思い違いをする

　＊ motivate････（…する）気にさせる

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。

－7－



1 .   父親は、電気については詳しくないが、雷については、気象現象のため、知

識がある。

2.   少年は散歩の間に父親にいくつも質問したが、父親は、一切答えることがで

きなかった。

3.   父親は、少年から多くの質問を受けたことから、機嫌を悪くし、質問に答え

るのをやめた。

4.   父親が少年の質問に対する答えを探してしまうならば、少年は、好奇心を失っ

て、質問するのをやめてしまう、という不幸な状態になる。

5.   学ぶことを尊んでいない子供に学校でよい成績を取ってもらいたいと考えて

いる親は、子供は自分一人でやる気を出せると勘違いしている。

－8－



〔No .  6 〕　次の英文の中で述べられていることと一致するものとして、最も妥当な

のはどれか。

The average college football team has 125 players, many of whom won’t see a 

single minute of playing time all season. They make the same time commitment 

as the team’s starters*, travel to all of the same games, and risk the same serious 

injuries every time they step onto the field. Yet they receive none of the 

accolades*.
Why do they come back year after year?

One reason is that they tend to believe their sacrifices have value. Within 

college sports, coaches have become adept* at helping bench players see the 
significance of their role. By allowing starters to practice against opponents who 

expend every ounce* of effort, they facilitate* the success of the entire team.

Every organization has a bench of second stringers* who hold little hope of 

receiving the salary or glory of those on the front lines. Which is why companies 

can learn a few things from the way college coaches use meaning to motivate* 
their players.

 （Ron Friedman「The Best Place to Work」による）

　＊ starter････先発メンバー    ＊ accolade････賞賛　　＊ adept････熟達した

　＊ every ounce of････持てる限りの　　＊ facilitate････容易にする　　

　＊ stringer････  …級の選手　　＊ motivate････意欲を起こさせる

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。

－9－



1 .   アメリカの大学の平均的なフットボールのチームには125人の選手がいて、彼

らのほとんどはシーズン中に 1 度は試合に出してもらえる。

2.   アメリカの大学のフットボールのチームの選手たちの多くは、自分がチームに

捧げているものに価値があると信じることができないでいる。

3.   大学スポーツの監督は、監督の重要性をベンチにいる選手たちに認識させるの

に長
た

けている。

4.   全ての組織には補欠の選手がいるものであり、彼らは強く希望さえすれば栄光

を手にするチャンスをつかむことができる。

5.   会社は、チームにいる選手のやる気を引き出そうとする大学の監督のやり方か

ら学べることがある。

－10－



〔No .  7 〕　次の英文の中で述べられていることと一致するものとして、最も妥当な

のはどれか。

Most people during the Middle Ages* lived on a manor*. A manor was 

controlled by a Baron*, who leased land from the King upon swearing his 

loyalty*. On most manors, there was a village, a church, the Baron’s house or 

castle, and fields for farming. Oftentimes*, the Barons gave land to knights in 

exchange for their protection.

The poorest people on the manor were the serfs* who worked the farmland* to 
pay rent to their lord with food. Serfs had to work the land for the Baron in order 

to farm a small piece of land for themselves and their families. They had no 

rights; they couldn’t leave the manor without permission.

 （Jennifer Cantwell「Test Yourself Against an American Kid」による）

　＊ Middle Ages････中世　　＊ manor････荘園　　＊ baron････封建領主

　＊ loyalty････忠誠　　＊ oftentimes････しばしば　　＊ serf････農奴

　＊ farmland････農地

1.   中年の年代に相当する人々の大半は、マナーすなわち礼儀を守りながら、生

活していた。

2.   封建領主が王に忠誠を誓うことによって、王は封建領主に土地を貸していた。

3.   農地の一角には、教会、封建領主の館又は城が建てられていた。

4.   封建領主は、夜警団を保護するため、夜警団に土地を与えた。

5.   農奴は、農地の地代として食糧を荘園領主に納めていたが、家族とともに暮

らすことができ、自由に荘園を移ることができた。

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。

－11－



〔No .  8 〕　次の英文の空欄Ａ～Ｃ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。

Never in his life had he Ａ his village from such a height and distance, and 

it amazed* him. It was like an object he could pick up in his hand, and he flexed* 
his fingers experimentally* over the view in the afternoon haze*. The old woman, 

who had watched his ascent* with anxiety, was still at the foot of the tree, calling 

up to Ｂ to climb no further. But Edwin Ｃ her, for he knew trees 

better than anyone.

 （Kazuo Ishiguro「The Buried Giant」による）

　＊ amaze････びっくりさせる　　＊ flex････曲げる　

　＊ experimentally････試しに　　＊ haze････かすみ　

　＊ ascent････登ること

　　　Ａ 　Ｂ 　Ｃ

1.   seen her agreed

2 .   seen him agreed 

3 .   seen him ignored

4 .   visited her agreed

5 .   visited him ignored

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。

－12－



〔No .  9 〕　ある小学校の児童100人について、家で飼っている動物を調べたところ、

次のア～エのことが分かった。

ア　犬を飼っている児童は40人であり、そのうち猫も飼っている児童は10人であった。

イ　猫を飼っている児童は30人であり、そのうちウサギも飼っている児童は15人で

あった。

ウ　ウサギを飼っている児童は20人であり、そのうち犬も飼っている児童は12人で

あった。

エ　犬、猫及びウサギのいずれも飼っていない児童は38人であった。

以上から判断して、犬、猫及びウサギの 3 種類の動物を全て飼っている児童の人

数として、正しいのはどれか。

1.   6 人

2 .   7 人

3 .   8 人

4 .   9 人

5 .   10人

－13－



〔No .  10〕　文房具店で買物をし、千円紙幣 2 枚、五百円硬貨 4 枚、百円硬貨 6 枚、

五十円硬貨 8 枚のうち、いずれかを組み合わせて、ちょうど2,200円を支払うとき、

紙幣及び硬貨の組合せは全部で何通りあるか。

1.   15通り

2.   16通り

3.   17通り

4.   18通り

5.   19通り

－14－



〔No .  11〕　ＴＯＫＹＯという 5 文字から任意の 3 文字を選んで、それらを横 1 列に

並べるとき、 3 文字の並べ方は何通りあるか。

1.   29通り

2.   33通り

3.   37通り

4.   41通り

5.   45通り

－15－



〔No .  12〕　 4 人が、ぐう、ちょき、ぱあのうち 1 つを出してじゃんけんを 1 回する

とき、あいこになる確率として、正しいのはどれか。ただし、 4 人とも、ぐう、

ちょき、ぱあをそれぞれ同じ確率で出すものとする。

1.   7
27

2 .   7
24

3 .   11
27

4 .   13
27

5 .   13
24

－16－



〔No .  13〕　水が満たされている容量10Lの容器と、容量 7 L及び容量 3 Lの空の容器

がそれぞれ 1 つずつある。 3 つの容器の間で水を順次移し替え、容量10Lの容器と

容量 7 Lの容器とへ、水をちょうど 5 Lずつに分けた。各容器は容量分の水しか量

れず、 1 つの容器から別の 1 つの容器へ水を移し替えることを 1 回と数えるとき、

水をちょうど 5 Lずつに分けるのに必要な移し替えの最小の回数として、正しいの

はどれか。

1.   8 回

2 .   9 回

3 .   10回

4 .   11回

5 .   12回

－17－



〔No .  14〕　濃度 6％の食塩水と濃度10％の食塩水とを濃度 4％の食塩水200ｇに加え、

混ぜ合わせて濃度 8 ％の食塩水1,600ｇを作ったとき、加えた濃度10％の食塩水

の量として、正しいのはどれか。

1.   700ｇ

2 .   750ｇ

3 .   800ｇ

4 .   850ｇ

5 .   900ｇ
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〔No .  15〕　ある陸上競技場において、一周が300ｍのトラックを、Ａ、Ｂ、Ｃの 3 人

が同じスタート地点から、Ａは反時計回りに、ＢとＣは時計回りに、それぞれ一定

の速さで、同時に走り出した。Ａは、 1 分30秒でトラックを一周し、スタートして

から最初にＢとすれ違うまでに50秒かかり、Ｂがトラックを一周してスタート地点

を通過したとき、Ｃはスタート地点から30ｍ手前の地点を走っていた。このとき、

Ｃの速さとして、正しいのはどれか。

1.   140ｍ/分

2.   144ｍ/分

3.   148ｍ/分

4.   152ｍ/分

5.   156ｍ/分
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〔No .  16〕　下の図のように、三角形ＡＢＣがあり、この三角形と辺ＢＣが共通で

∠ＢＤＣ＝ 123°の三角形ＤＢＣがある。∠ＡＢＤ＝∠ＣＢＤ、かつ、∠ＡＣＤ＝

∠ＢＣＤであるとき、∠ＢＡＣの角度として、正しいのはどれか。

1.   66°

2 .   69°

3 .   72°

4 .   75°

5 .   78°

A

B C

D

123°
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〔No .  17〕　下の図のように、3つの辺の長さがそれぞれ 3 a、4 a、5 aである直角三角

形に円が内接しているとき、斜線部分の面積として、正しいのはどれか。ただし、

円周率はπとする。

1.   （ 5－ 1
4 π）a2

2 .   （ 5－ 3
8 π）a2

3 .   （ 5－ 1
2 π）a2

4 .   （ 5－ 5
8 π）a2

5 .   （ 5－ 3
4 π）a2

3 a

4 a

5 a
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〔No .  18〕　次の計算式において、空欄Ａ～Ｇにそれぞれ、 0 ～ 9 の数字のうち、 1

と 3 とを除くいずれか 1 つの数字が入るとき、空欄Ｇに入る数字として、正しいの

はどれか。ただし、アルファベットが同一の空欄には、同一の数字が入る。

1.   4

2 .   5

3 .   6

4 .   7

5 .   8

A B C

3× D

A F

G

F

E

G

F

1

B E

3

1

3
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〔No .  19〕　次の表から正しくいえるのはどれか。

1.   愛知のうなぎ養殖収穫量についてみると、平成24年に対する25年の比率は、

0.7を下回っている。

2.   宮崎のうなぎ養殖収穫量についてみると、平成24年から26年までの 3 か年の

累計は、9,300ｔを上回っている。

3.   平成25年における鹿児島のうなぎ養殖収穫量を100としたとき、27年におけ

る鹿児島のうなぎ養殖収穫量の指数は130を上回っている。

4.   平成25年から27年までのうち、その他のうなぎ養殖収穫量が最も多いのは27

年であり、最も少ないのは26年である。 

5 .   平成27年についてみると、愛知のうなぎ養殖収穫量の対前年増加量は、その

他のうなぎ養殖収穫量の対前年増加量の0.2倍を下回っている。

平成24年 25年 26年 27年

愛　知 23 .5 22 .1 27 . 9 25 . 7

宮　崎 17 .9 20 .0 18 . 0 16 . 6

鹿児島 41 .3 40 .5 38 . 8 40 . 2

その他 17 .3 17 .4 15 . 3 17 . 5

合　計
100 .0

（17 ,377）
100 .0

（14 ,204）
100 .0

（17 ,627）
100 .0

（19 ,913）

うなぎ養殖収穫量の都道府県別構成比の推移

（単位：％）

（注）（　）内の数値は、うなぎ養殖収穫量の合計（単位： t ）を示す。
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〔No .  20〕　次の図から正しくいえるのはどれか。

1.   平成21年度から25年度までの各年度についてみると、集団回収量に対する計画

収集量の比率は、いずれの年度も10を下回っている。

2.   平成21年度から25年度までの 5 か年度の直接搬入量の平均は、3,800千トンを

上回っている。

3.   平成22年度から24年度までの各年度についてみると、ごみ総排出量に占める集

団回収量の割合は、いずれの年度も 5 ％を上回っている。

4.   平成22年度における直接搬入量を100としたとき、25年度における直接搬入量の

指数は95を下回っている。

5.   平成23年度から25年度までの各年度についてみると、集団回収量の対前年度増

加率が最も小さいのは23年度である。

平成21年度

（千トン）

集団回収量
直接搬入量

計画収集量

22 23 24 25
0

10 ,000

20 ,000

30 ,000

40 ,000

50 ,000

39 ,616

3 ,845
2 ,792

38 ,827

3 ,803
2 ,729

39 ,025

3 ,724
2 ,682

38 ,890

3 ,697
2 ,646

38 ,546

（46 ,253） （45 ,359） （45 ,431） （45 ,233） （44 ,874）

3 ,745
2 ,583

日本におけるごみ総排出量の推移

（注） （　）内の数値は、ごみ総排出量（単位：千トン）を示し、計画収
集量、直接搬入量及び集団回収量の合計である。
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〔No .  21〕　次の図から正しくいえるのはどれか。

1.   平成23年から26年までのうち、中国の在留邦人数が最も多いのは23年であり、

最も少ないのは25年である。

2.   平成25年についてみると、 4 か国のうち在留邦人数が前年に比べて増加した

のはブラジルだけである。

3.   アメリカの在留邦人数についてみると、平成24年から26年までの 3 か年の

年平均の在留邦人数は23年の在留邦人数を下回っている。

4.   オーストラリアの在留邦人数の対前年増加数についてみると、平成25年は

24年を下回っている。

5.   ブラジルの在留邦人数についてみると、平成23年を100としたとき、25年の

指数は102を上回っている。

－12

－10

－8

－6

－4

－2

0

2

4

6

8

平成23年 24 25 26

アメリカ
中国

ブラジル

オースト
ラリア

（%）

4 か国における在留邦人数の対前年増加率の推移
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〔No .  22〕　次の図から正しくいえるのはどれか。

1.   平成22年から24年までの 3 か年の計画設計の売上高の平均は、80億円を下回っ

ている。

2.   平成22年から25年までのうち、詳細設計の売上高が最も多いのは23年であり、

次に多いのは24年である。

3.   平成23年における基本設計の売上高を100としたとき、26年における基本設

計の売上高の指数は120を上回っている。

4.   平成23年についてみると、計画設計の売上高は基本設計の売上高を30億円以

上、上回っている。

5.   平成24年における各業務種類別の売上高についてみると、基本設計及び詳細

設計はそれぞれ前年に比べて減少し、計画設計は前年に比べて増加している。

平成22年

（％）

詳細設計

計画設計

基本設計
23 24 25 26

0

20

40

60

80

100

14 .1

23 . 1

62 . 8

13 . 6

24 . 3

62 . 1

7 . 0

44 . 0

49 . 0

7 . 4

44 . 2

48 . 4

7 . 3

（34 ,963） （39 ,263） （74 ,288） （76 ,045） （80 ,014）

43 .9

48 .8

機械設計業の業務種類別の売上高の構成比の推移

（注） （　）内の数値は、業務種類別の売上高の合計（単位：百万円）を示す。
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〔No .  23〕　次の図から正しくいえるのはどれか。

1.   平成20年度に対する25年度の国内生産量の増加率を農畜産物別にみると、最

も大きいのは牛乳及び乳製品であり、最も小さいのは豆類である。

2.   平成26年度におけるいも類の輸入量に対する果実の輸入量の比率は、20年度

におけるいも類の輸入量に対する果実の輸入量の比率を上回っている。

3.   平成26年度における豆類の国内生産量は、20年度における豆類の国内生産量

の0.9倍を下回っている。

4.   平成26年度における肉類の輸入量は、20年度における肉類の輸入量に比べ減

少している。

5.   平成26年度についてみると、25年度に比べて輸入量が減少している農畜産物

は、果実といも類である。

国
内
生
産
量
指
数

輸 入 量 指 数

70

110

105

100

豆類

果実 いも類

肉類

牛乳及び乳製品

〔凡例〕

平成25年度 26年度

95

90

85

80

75

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130

　 5 つの農畜産物の輸入量指数及び国内生産量指数の推移

（注） 輸入量指数及び国内生産量指数は、それぞれ平成20年度における
輸入量及び国内生産量を100としたものである。
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〔No .  24〕　下の図のＡ～Ｅの図形のうち、一筆書きで描くことができるものの組合

せとして、正しいのはどれか。ただし、一度描いた線はなぞれないが、複数の線が

交わる点は何度通ってもよい。

1.   Ａ、Ｂ、Ｄ

2.   Ａ、Ｃ、Ｅ

3.   Ｂ、Ｃ、Ｄ

4.   Ｂ、Ｃ、Ｅ

5.   Ｂ、Ｄ、Ｅ

A

D E

B

C
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〔No .  25〕　図Ⅰのような一辺 a の正方形の折り紙を、図Ⅱに示す太線で紙片Ｌと紙片Ａ

とに切り分けた。次に、図Ⅲのように、紙片Ｌを破線で折り畳んだ後、図Ⅳに示す

太線で、紙片Ｂと紙片Ｃとに切り分けた。折り畳まれた全ての紙片を広げたとき、

紙片Ａ、紙片Ｂ及び紙片Ｃの面積の比として、正しいのはどれか。

  Ａ：Ｂ：Ｃ

1.   1 ： 1 ： 2

2 .   1 ： 1 ： 3

3 .   1 ： 2 ： 2

4 .   2 ： 2 ： 3

5 .   2 ： 3 ： 3

紙片L

紙片A

図 Ⅰ

図 Ⅳ図 Ⅲ

図 Ⅱ

紙片L
紙片B

紙片C

a

a

a
2

a
2

a
8

3a
8
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〔No .  26〕　図Ⅰのように「あ」、「い」、「う」、「え」、「お」、「か」の文字が書かれた

展開図がある。この展開図の破線部を山折りにしてできた立方体を図Ⅱのように置

いた後、立方体の面と同じ大きさのマス目の上を滑ることなく 1 、 2 、 3 、 4 の順

に90°ずつ回転させた。このとき、 4 の位置で立方体の上面に書かれている文字と

して、正しいのはどれか。

1.   あ

2 .   い

3 .   う

4 .   え

5 .   お

あ

い う

か

え お

図 Ⅰ 図 Ⅱ
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〔No .  27〕 　左の図のように、半径ｒの円Ａが、半径 4 ｒ

の円Ｂの外側を滑ることなく矢印の方向に回転

しながら 1 周した場合、円Ａ上の点Ｐが描く軌

跡として、妥当なのはどれか。
4 r

B

A

P

1 .

4 . 5 .

3 .

2 .

r
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〔No .  28〕 　左の図のように、二等辺三角形が、長さ5 a の

線分ＡＢ上を滑ることなく矢印の方向に回転し

た場合、三角形の頂点Ｐが描く軌跡として、妥

当なのはどれか。

P

A

B

A

B

2 a

5 a

2 a
a

A

B

A

B

1 . 2 . 3 .

4 . 5 .

A

B

A

B
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〔No .  29〕　「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律」に関連する次の文のＡ～Ｇに当てはまる語句として、妥当なのはどれか。

この法律では、 Ａ と法人番号とについて規定している。法人番号は、株式

会社などの法人等に指定される番号であり、 Ａ と異なり、原則として公表さ

れ、誰でも自由に利用できる。

法人番号の構成は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律施行令」（以下「令」という。）第35条第 1 項において、次のように規

定されている。

　第 35条　法人番号は、次項又は第 3 項の規定により定められた12桁の番号（以下

この条において「基礎番号」という。）及びその前に付された 1 桁の検査用数字

（法人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目

的として、基礎番号を基礎として財務省令で定める算式により算出される 1 か

ら 9 までの整数をいう。）により構成されるものとする。

また、「法人番号の指定等に関する省令」という財務省令において、検査用数字を

算出する算式が次のように定められている。

算式の符号

　Ｐn　 　令第35条第 1 項に規定する基礎番号の最下位の桁を 1 桁目としたときの

n桁目の数字

　Ｑn　　nが奇数のとき 1 、nが偶数のとき 2

この算式により、正しい法人番号8000020130001を、誤って8000020310001と入力

したときの検査用数字を算出してみる。

1×1+0×2+0×1+0×2+ Ｂ +0×1+2×2+0×1+0×2+0×1+0×2= Ｃ

Ｃ ÷9=1余り D

9－ D = E

算出された値は E である。この例の正しい法人番号の検査用数字である 

F と異なることから、入力した番号のどこかに誤りがあることが分かる。

以上と類似の例として、情報通信の際に、誤りを検出するための「パリティ」と

呼ばれるビットを G する方法がある。

9－（ΣPn×Qnを 9で除した余り）n=1

12

－33－



  　　Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

1 .   個人番号　　1× 1 + 3 ×2　　12　　3 　　6 　　1 　　置換

2.   個人番号　　1× 1 + 3 ×2　　12　　3 　　6 　　8 　　付加

3.   個人番号　　3× 1 + 1 ×2　　10　　1 　　8 　　1 　　置換

4.   住民番号　　1× 1 + 3 ×2　　12　　3 　　6 　　8 　　置換

5.   住民番号　　3× 1 + 1 ×2　　10　　1 　　8 　　1 　　付加

－34－



〔No .  30〕　次の表は、現在の「国民の祝日」についてまとめたものであるが、Ａ～

Ｄに当てはまる語句ア～オの組合せとして、妥当なのはどれか。

元日 1 月 1 日 年のはじめを祝う。

成人の日 1 月の第二月曜日
おとなになったことを自覚し、みずから生き
抜こうとする青年を祝いはげます。

Ａ 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。

春分の日 春分日 B

昭和の日 4 月 29 日
激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代
を顧み、国の将来に思いをいたす。

憲法記念日 5 月 3 日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。

みどりの日 5 月 4 日 C

こどもの日 5 月 5 日
こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはか
るとともに、母に感謝する。

海の日 7 月の第三月曜日
海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の
繁栄を願う。

山の日 8 月 11 日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。

敬老の日 9 月の第三月曜日
多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛
し、長寿を祝う。

秋分の日 秋分日 D

体育の日 10 月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。

文化の日 11 月 3 日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。

勤労感謝の日 11 月 23 日
勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに
感謝しあう。

天皇誕生日 12 月 23 日 天皇の誕生日を祝う。

－35－



ア　建国記念の日

イ　建国記念日

ウ　自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

エ　自然をたたえ、生物をいつくしむ。

オ　祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。

  Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

1.   ア　　エ　　ウ　　オ

2.   ア　　オ　　ウ　　エ

3.   イ　　ウ　　エ　　オ

4.   イ　　エ　　ウ　　オ

5.   イ　　オ　　エ　　ウ
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〔No .  31〕　次の文Ａ～Ｅのうち、敬語の使い方として、妥当なものの組合せはどれか。

Ａ　お客様が食事をお召し上がりになられる。

Ｂ　お客様が楽しそうにお話しになっていらっしゃいます。

Ｃ　（就職時の同期生であるＺの職場に電話をしたら、その同僚が出たので）就職

が同期の者ですけど、Ｚさんはおりますか。

Ｄ　（接客担当者がお客様に対して）どうぞゆっくりお食べになってください。

Ｅ　建物の入口までご案内いたします。

1.   Ａ、Ｃ

2.   Ａ、Ｄ、Ｅ

3.   Ｂ、Ｃ、Ｄ

4.   Ｂ、Ｅ

5.   Ｄ、Ｅ
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〔No .  32〕　最初に建造された時期が天平文化の時期である建築物として、妥当なの

はどれか。

1.   金剛峯
ぶ

寺（和歌山県）

2.   四天王寺（大阪府）

3.   中尊寺（岩手県）

4.   東大寺（奈良県）

5.   平等院鳳
ほうおう

凰堂（京都府）

〔No .  33〕　江戸時代の我が国の出来事Ａ～Ｄを、年代順に古いものから新しいもの

へ並べ替えた場合、妥当なのはどれか。

Ａ　安政の大獄

Ｂ　桜田門外の変

Ｃ　薩
さっ

長同盟の成立

Ｄ　日米和親条約の調印

1.   Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ

2.   Ａ－Ｂ－Ｄ－Ｃ

3.   Ａ－Ｃ－Ｄ－Ｂ

4.   Ｄ－Ａ－Ｂ－Ｃ

5.   Ｄ－Ｂ－Ａ－Ｃ
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〔No .  34〕　第二次世界大戦後のヨーロッパに関する記述として、妥当なのはどれか。

1.   第二次世界大戦終結後に東欧諸国を勢力圏に組み込んだソ連に軍事面で対抗

するため、西欧諸国は1946年に北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）を結成したが、

ＮＡＴＯはその対抗力を強化するため、アメリカ、カナダの加盟を要請した。

2.   1950年代に、フランス、西ドイツ、オランダの 3 か国の間で、石炭、石油、

鉄鋼の資源共有を目指すヨーロッパ石炭石油鉄鋼共同体（ＥＣＳＣ）が発足す

るなど、ヨーロッパ統合の動きが始まった。

3.   1967年に、ヨーロッパ経済共同体（ＥＥＣ）など 3 つの共同体を統合してヨー

ロッパ共同体（ＥＣ）が発足したが、イギリスは、当初からは加盟せず、1973

年に加盟した。

4.   経済・通貨統合を推進したＥＣを母体として、1993年のリスボン条約発効に

よりヨーロッパ連合（ＥＵ）が発足し、その後、2004年にはスイスなど 8 か国

が加盟するなど、ＥＵの拡大が続いた。

5.   1993年のＥＵ発足と同時に、貿易などの決済通貨としてユーロが発行され、

さらに2002年からは一般市民の取引にも統一通貨としてユーロが導入されたこ

とにより、イギリス、フランス、ドイツなど全ＥＵ加盟国の通貨は廃止された。

〔No .  35〕　次のイスラーム諸王朝のうち、ヨーロッパの地域を支配下に置き、ウィー

ンを包囲したことがあるものとして、妥当なのはどれか。

1.   アイユーブ朝

2.   ウマイヤ朝

3.   オスマン朝

4.   後ウマイヤ朝

5.   セルジューク朝
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〔No .  36〕　県と世界遺産に関する次の文章の空欄Ａ～Ｆに当てはまる語句の組合せ

として、妥当なのはどれか。

Ａ 県は、 Ｂ 県の Ｃ に位置し、 Ａ 県には、富岡製糸場と

絹産業遺産群という世界遺産がある。

Ｄ 県は、 Ｅ 県の Ｆ に位置し、 Ｄ 県には、石見銀山遺跡

とその文化的景観という世界遺産がある。

  　Ａ　　　Ｂ　　　　Ｃ　　　Ｄ　　　Ｅ　　　Ｆ

1.   群馬　　栃木　　　西　　島根　　鳥取　　西

2.   群馬　　栃木　　　東　　鳥取　　島根　　西

3.   高崎　　宇都宮　　東　　鳥取　　松江　　東

4.   栃木　　群馬　　　西　　鳥取　　島根　　西

5.   栃木　　群馬　　　東　　島根　　鳥取　　東

〔No .  37〕　インドに関する記述として、妥当なのはどれか。

1.   インドの地勢についてみると、ヒマラヤ山脈に近い北部にデカン高原があり、

西隣のパキスタンとの国境付近を流れるインダス川周辺にヒンドスタン平原が

ある。

2.   インド南部の気候についてみると、季節風（モンスーン）の影響はなく、一

年中気温が高く、年間を通じて多雨である熱帯雨林気候となっている。

3.   インドの人口は約10億人であり、中国を抜き、世界第 1 位の人口大国となっ

ている。

4.   インドの農業についてみると、 高収量品種導入を中心とした農業開発戦略が

2010年代から行われるようになり、これは、作物の緑色と牛の乳の白色から、

緑と白の革命と名付けられている。

5.   インドの産業についてみると、技術者の英語力や数学力、米国との時差など

を背景に、ソフトウェア開発やコールセンターを中心としたＩＣＴ産業が発展

している。
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〔No .  38〕　日本の地方自治に関する記述として、妥当なのはどれか。

1.   日本国憲法に定める「地方自治の本旨」とは、「団体自治」と「住民自治」

を意味する。

2.   地方公共団体の長は、住民によって直接選挙されるが、地方議会の議員は、

住民に選挙された者の中から地方公共団体の長が任命する。

3.   地方公共団体は条例制定権を有し、地方議会の議決があれば、法律の範囲外

であっても条例を定めることができる。

4.   地方公共団体は、その財政的な自立性を高めるのが重要な課題とされてきた

が、今日では地方税が地方公共団体の財源の約 8 割を占めている。

5.   地方公共団体の事務は、地方公共団体が主体的に行う自治事務と、国などが

関与する度合いがより強い機関委任事務とに分けられる。

〔No .  39〕　日本の選挙制度及び国民審査並びに住民投票に関する記述として、妥当

なのはどれか。

1.   日本の選挙権年齢は、本年 6 月の参議院議員通常選挙の公示日以後にその期

日を公示又は告示される選挙から、満18歳以上へと引き下げられた。

2.   参議院議員の選挙では、全国を単位とする全国区と、都道府県を単位とする

47の選挙区とが並立されており、全国区では候補者名又は政党名を投票し、選

挙区では候補者名を投票する。

3.   衆議院議員の選挙では、全国を 8 つのブロックに分けた比例代表と、小選挙

区とが並立されており、いずれも候補者名を投票するが、候補者は比例代表と

小選挙区の両方に重複立候補することができない。

4.   参議院議員通常選挙の際、最高裁判所の裁判官と高等裁判所の長官が適任で

あるかどうかを国民の投票によって審査する「国民審査」が行われる。

5.   ある地方公共団体のみに適用される法律の制定には、その地方公共団体の有

権者による住民投票で 3 分の 2 以上の同意を得なければならないが、この住民

投票のことをイニシアティブという。
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〔No .  40〕　次のＡ～Ｅの租税を直接税と間接税に分けたとき、直接税の組合せとし

て、妥当なのはどれか。

Ａ　消費税

Ｂ　所得税

Ｃ　酒税

Ｄ　たばこ税

Ｅ　法人税

1.   Ａ、Ｃ

2.   Ａ、Ｄ

3.   Ｂ、Ｃ

4.   Ｂ、Ｅ

5.   Ｄ、Ｅ

〔No .  41〕　金融に関する記述として、妥当なのはどれか。

1.   金融には、企業が株式や社債を発行して、証券会社が間に立って資金を調達

する外部金融と、銀行などの金融機関を通じて資金を調達する内部金融とがあ

る。

2.   通貨には、日本銀行券と政府が発行する硬貨とに分類される現金通貨と、決

済手段として使用できる普通預金と当座預金とに分類される預金通貨とがあり、

日本では現金通貨の方が多い。

3.   通貨の発行制度には、金本位制度と管理通貨制度とがあり、金本位制度は、

中央銀行の金保有量に通貨の発行量が制約されるため、通貨価値を安定させら

れるメリットがあるが、現在の日本では採用していない。

4.   日本の中央銀行である日本銀行の機能には、発券銀行、銀行の銀行、政府の

銀行の 3 つがあり、外国為替市場に介入するのは、銀行の銀行としての機能で

ある。

5.   日本銀行が行う金融政策には、公開市場操作、預金準備率操作、公定歩合操

作などの手段があるが、最も頻繁に行われるのは、預金準備率操作と公定歩合

操作であり、公開市場操作は現在ではほとんど用いられていない。
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〔No .  42〕　 1 ｍ/ｓ2の等加速度で直進している 1 台の自動車が、ある地点Ａを速度

5 ｍ/ｓで通過し、その後地点Ｂで速度が15ｍ/ｓになったとき、地点Ａから地点Ｂ

までの距離として、正しいのはどれか。

1.    90ｍ

2 .    95ｍ

3 .   100ｍ

4 .   105ｍ

5 .   110ｍ

〔No .  43〕　塩化ナトリウム58.5mgを水に溶かして、塩化ナトリウム水溶液50mLを

作ったとき、この塩化ナトリウム水溶液のモル濃度として、正しいのはどれか。

ただし、塩化ナトリウムの式量は58 .5とする。

1.   0 . 02mol/L

2 .   0 . 04mol/L

3 .   0 . 06mol/L

4 .   0 . 08mol/L

5 .   0 . 10mol/L
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〔No .  44〕　ヒトのＡＢＯ式血液型において、遺伝による親子の血液型の組合せの可

能性を示した図として、妥当なのはどれか。ただし、　　　　は親を、　　　　は

子を、それぞれ表す。

1.

2 .

3 .

4 .

5 .

Ａ型 ＡＢ型

Ａ型 Ｂ型 Ｏ型

Ｂ型 ＡＢ型

Ａ型 ＡＢ型 Ｏ型

ＡＢ型 ＡＢ型

Ａ型 Ｏ型

ＡＢ型 Ｏ型

Ａ型 ＡＢ型 Ｏ型Ｂ型

Ａ型 Ｂ型

Ａ型 ＡＢ型 Ｏ型Ｂ型
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〔No .  45〕　地球の内部構造に関する記述として、妥当なのはどれか。

1.   地殻は、大陸地殻と海洋地殻とに分けられ、それぞれの岩質は同一であるが、

大陸地殻に比べて海洋地殻の方が厚みがある。

2.   モホロビチッチ不連続面は、地殻とマントルとの境の面であり、面の地殻側

とマントル側とで地震波の伝わる速度は異なる。

3.   マントルは、地殻と核との間の層であり、地殻に比べて密度が小さく、その

主な成分は鉄である。

4.   核は、地下約2,900kmで外核と内核とに分けられ、外核は固体、内核は液体で

ある。

5.   地球内部の温度は、地下約30kmまでは 1 km深くなるごとに平均約 3 ℃の割合

で高くなるが、その後は地球の中心までほぼ一定である。
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