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平成 19 年 国家Ⅲ種 

 

［№ １］ 次の文は参議院に対する衆議院の優越に関する記述であるが，Ａ，Ｂに当てはまるものの組合

せとして最も妥当なのはどれか。 

 国会の議決は原則として両議院一致の議決によって成立するが，参議院の合意がなくてもある条件

のもとに衆議院の議決のみで国会の議決とする場合を認めるなど，衆議院の優越が定められている。

その主なものとして予算の議決，  Ａ  がある。 

 また，衆議院だけに与えられているものとして  Ｂ  がある。 

     Ａ        Ｂ 

１ 条約の承認     内閣不信任の決議 

２ 条約の承認     内閣総理大臣の指名 

３ 憲法改正の発議   内閣総理大臣の指名 

４ 憲法改正の発議   内閣不信任の決議 

５ 憲法改正の発議   弾劾裁判所の設置 

 

［№ ２］ 近代の政治思想に関する記述として最も妥当なのはどれか。 

１ クック（コーク）は，民主政治の基本原理である権力分立制を唱え，国家権力を立法権・行政権・

司法権の三権に分離し，それぞれを別個の機関に受けもたせて，相互の抑制と均衡をはかろうと考

えた。 

２ ルソーは．各人の自由と国家権力との調和を強調し，法に対する服従を強制できるのは，社会が

各人の自由な意思に基づく社会契約によって形成され，法が一般意思（公共の利益を目指す市民の

総意）に基づいて定められた場合だけであるとした。 

３ ホップズは，裁判官として判決のなかで民主政治の基本原理である法の支配を強調し，イギリス

国王の権力の行使を制限して国民の権利を守るために，国王といえども法に従うべきであるとした。 

４ モンテスキューは，権力の濫用に対して国民に抵抗権が認められるとし．国家権力は，自然権の

確保を目的として国民から信託されたものであるから，権力を濫用して国民の自然権を侵害するこ

とは許されないとした。 

５ ロックは，社会契約説を唱え，社会が成立する以前の自然状態において，人間は自己の防衛のた

めにあらゆる手段を講じる権利（自然権）をもっているが，この権利を放棄し，国家と社会契約を

結んで自己保存の安全をはかるべきであるとした。 
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［№ ３］ 図は，完全な自由競争が行われている市場にお

ける，ある商品の需要曲線及び供給曲線を示したもので

ある。いま，この商品の市場での価格が９万円であると

き，この商品の市場における状態に関する記述として最

も妥当なのはどれか。 

１ 約２万台不足している。 

２ 約２万台売れ残っている。 

３ 約５万台不足している。 

４ 約５万台売れ残っている。 

５ 約８万台売れ残っている。 

 

［№ ４］ 我が国の株式会社制度に関する記述として妥当

なもののみをすべて挙げているのはどれか。 

Ａ：株式会社は．会社の運営に携わる経営者のみによって所有される。 

Ｂ：株式会社が負った債務を会社財産では弁済しきれなかった場合，株主は，自己の国有財産を追加

的に出資してその債務を弁済する責任をもつ。 

Ｃ：株式会社は，株式の発行をつうじて多くの人から資金を集め，大きな規模の経済活動をすること

ができる。 

Ｄ：株主は，株主総会において，剰余金の配当や残余財産分配の決定に関する事項についての議決権

をもつが，株主の側から議案を提出することはできない。 

１ Ａ，Ｂ 

２ Ａ，Ｃ 

３ Ｂ，Ｄ 

４ Ｃ 

５ Ｄ 

 

［№ ５］ 欧州連合（ＥＵ）に関する記述として妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 

Ａ：1993 年のヴェルサイユ条約により，ベルギー，ドイツ，スイス，フランス，イタリア，ルクセン

ブルク，オランダの７か国により，ＥＣからＥＵと名称を変え，発足した。 

Ｂ：農業市場を統一し，域内各国間の関税を撤廃した。主要な農産物は統一価格を設定し，ＥＵ域外

からの安価な輸入農産物には域内価格との差額を課徴金として課し，域内農産物の価格が下がっ

た場合には補助金を出している。 

Ｃ：国境管理の廃止を目指していたが，域外出身の外国人労働者がＥＵ内の国境を越えて移動するこ

とが問題となり，廃止の方針が撤回された。 

Ｄ：通貨統合を実現させ，金融政策の統一化をはかるため，単一通貨「ユーロ」を導入した。現在の

ところ，英国などが参加を見合わせている。 

１ Ａ，Ｃ 

２ Ａ，Ｂ 

３ Ｂ，Ｃ 
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４ Ｂ，Ｄ 

５ Ｃ，Ｄ 

 

［№ ６］ 我が国の古代の政治に関する記述として最も妥当な甲まどれか。 

１ 聖徳太子は推古天皇の摂政となって政治を行い，大宝律令を制定するなど律令国家の体制を整え

たが，政権を独占したことから反感を買い，中大兄皇子と中臣鎌足によって倒された。 

２ 桓武天皇は途絶えていた唐との国交を回復するため小野妹子を唐に派遣したり，唐の都長安にな

らって奈良に平城京を建設するなど，積極的に唐の制度や文化を取り入れた。 

３ 藤原不比等は冠位十二階の制や憲法十七条を制定するなど，大化の改新と呼ばれる一連の政治改

革を行ったが，藤原広嗣が勢力の回復をはかって反乱を起こしたことを契機に失脚した。 

４ 聖武天皇は社会の動揺が続くなかで都を転々と移すとともに，国分寺建立の詔や盧舎那
る し ゃ な

仏造立の

詔を出すなど，政治や社会の不安を仏教の力を借りて鎮めようとした。 

５ 醍醐天皇は院政を行い，菅原道真とともに墾田永年私財法を発布して開墾を励行するなど，律令

政治の再建をはかったことから，後にこの時代は延善・天暦の治と呼ばれた。 

 

［№ ７］ 中世・近世の我が国のキリスト教に関する記述として妥当なもののみをすべて挙げているのは

どれか。 

Ａ：イエズス会の宣教師フランシスコ＝ザビエルは，種子島に漂着し，我が国に鉄砲とキリスト教を

初めて伝えた。キリスト教は，南蛮貿易を望む一部の大名に広がり，北条早雲や大友義鎮（宗麟）

は洗礼を受けキリシタン大名となった。 

Ｂ：績田信長は，延暦寺や石山本願寺と同様に，キリスト教勢力が国家体制の障害になると考えた。

彼は，バテレン追放令を出して宣教師を国外追放するとともに，海賊取締令を出してキリスト教

の布教と一体化した南蛮貿易を大きく制限した。 

Ｃ：島原の乱は，キリスト教徒への弾圧などに抵抗した武士の反乱である。山田長政を首領とするこ

の反乱に対して，江戸幕府は関東・東北の諸大名らの兵力を動員し，約 10 年もの歳月をかけてよ

うやく鎮圧に成功した。 

Ｄ：江戸幕府は，キリスト教を禁圧した。特に，信者の多い九州北部などで踏絵を行わせ，また寺請

制度を設けて宗門改めを実施し，仏教への転宗を強制するなど，キリスト教に対して厳しい監視

を行った。 

１ Ａ 

２ Ａ，Ｂ 

３ Ｂ，Ｃ 

４ Ｃ，Ｄ 

５ Ｄ 
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［№ ８］ 世界の文明に関する記述Ａ～Ｄとその名称の組合せとして最も妥当なのはどれか。 

Ａ：モンスーンの影響を受けるこの地域では，早くから灌漑
かんがい

が行われ，紀元前 2500 年頃から都市文明

が栄えていた。これらの都市は，整然とした都市計画のもとに建設されており，排水溝や公共の

大浴場などもあった。また，彩文土器や銅器，青銅器，鉄器などのほか，象形文字を彫った印章

も多数発見されている。 

Ｂ：この帝国の皇帝は太陽の神の子とされ，その権力は絶対的であった。巨石をすき聞なく積み重ね

る石造建築，首都を中心に全国に広がる道路網などを建設したが，いわゆる文字をもたず，縄の

結び目を利用して記録する方法が用いられた。 

Ｃ：紀元前 4000 年頃．粟・黍
きび

の農耕が始まり，彩色した文様の土器がつくられた。やがて都市国家が

成立し，時を経てそれらを統一する王朝が建てられた。この王朝の王は最高の司祭者であり，神

の意志を占って政治を行った。この文明の文字は亀の甲羅や牛の骨などに占いの内容を刻んだも

のから始まっている。 

Ｄ：この地域では紀元前 3500 年頃には都市国家がつくられ，煉瓦造りの城壁をめぐらし，壮大な神殿

を建てた。粘土板にくさび形文字を刻み，太陰暦や六十進法を 残した。紀元前 1800 年頃，この

地域にあった王国では，復讐法の原則にたつ法律がつくられた。 

    Ａ       Ｂ        Ｃ         Ｄ 

１ インダス文明  インカ帝国  黄河文明      メソポタミア文明 

２ インダス文明  ローマ帝国  メソポタミア文明  エーゲ文明 

３ エジプト文明  インカ帝国  黄河文明      メソポタミア文明 

４ エジプト文明  インカ帝国  メソポタミア文明  エーゲ文明 

５ エジプト文明  ローマ帝国  メソポタミア文明  エーゲ文明 

 

［№ ９］ ウィーン体制崩壊後の 19 世紀後半の各国の動きに関する記述として最も妥当なのはどれか。 

１ フランスでは，共和主義者と社会主義者の協力により二月革命が起こり，最初の共和制が成立し

たが，ナポレオン１世がセントへレナ島を脱出しパリに到着してクーデターを起こし，国民投票

で皇帝に返り咲いた。 

２ イタリアは，オーストリアに統一を阻まれていたが，サルデーニヤ王国の首相カヴールがフラン

スの援助を得てオーストリアを破り，青年イタリア党のガリパルディがシチリアとナポリを征服

してサルデーニヤ王に献じイタリア王国が成立した。 

３ ドイツでは，三月革命が起こり，ドイツ統一と憲法制定の気運が高まってフランクフルト国民会

議が開かれたが，統一は実現しなかった。オーストリア首相メッテルニヒが軍備を拡張して苦境

戦争に勝利し，オーストリア王を皇帝とするドイツ帝国が成立した。 

４ ロシアは，オスマン帝国に対しクリミア戦争を起こしたが，ロシアを封じ込めようとするドイツ

とイタリアが参戦し，近代化の遅れた装備によって敗北したピョートル 1 世は，農奴解放令を発

し，鉄道や鉱山を中心とする近代工業の育成に努めた。 

５ イギリスは，女王エリザベス 2 世の時代にグラッドストーン率いる労働党とディケンズ率いる保

守党の二大政党による議会政治が行われ，保有する植民地を本国の市場・原材料供給地にして経

済力を高め，全盛期を迎えた。 
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［№ 10］ 世界の湖に関する記述として最も妥当なのはどれか 0 

１ ヴィクトリア湖は，アフリカ中東部に位置し，ウガンダ，ケニア，タンザニアの３国にまたがる

アフリカ最大の湖であり，白ナイル上流部の水源として有名である。 

２ スペリオル湖は，アメリカ合衆国中北部に位置する五大湖の一つで，カナダとの国境をもたない

唯一の湖であり，ミシガン湖との間に形成されているナイアガラの滝で有名である。 

３ カスピ海は，西アジアにあり，イスラエルとヨルダンにまたがる世界最大の湖で，湖水表面の塩

分濃度が 30％を超え，人体浮遊も可能な塩湖として有名である。 

４ パイカル湖は，ロシア中南部からモンゴルにまたがる淡水湖として世界最大かつ世界最深の湖で

あり，世界自然遺産に登録されていることでも有名である。 

５ チチカカ湖は，ベネズエラ北西部とコロンビア北東部にまたがる南アメリカ最大の淡水湖であり，

最近，湖畔で大油田が発見されてから石油採掘の一大基地として有名になっている。 

 

［№ 11］ 山に雨などが降った場合には，山のどの部分に降ったかにより，流れ込む河川が異なり，河川

が注ぎ込む海域も異なる場合がある。河川を中心とした地表の流水系統を一般に水系といい，異なる

水系の境界線を分水界というが，次のうち，我が国の太平洋側と日本海側を分ける分水界となってい

るのはどれか。 

1．宮城県と山形県の県境 

2，茨城県と栃木県の県境 

3．富山県と石川県の県境 

4．鳥取県と島根県の県境 

5．大分県と宮崎県の県境 
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［№ 12］ １９世紀に活躍した作曲家の記述として妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 

Ａ ヴェルディ ：イタリアの作曲家。人物の巧みな性格描写と直裁な表現によってイタリアオペラ

を頂点に導いた。代表的な作品には『リゴレット』，『椿姫』，『アイーダ』，『オテロ』，

『ファルスタッフ』などがある。 

Ｂ リ ス ト ：オーストリアの作曲家。幼時から楽才を現し，短い生涯中 600 

曲以上の作品を書いた。代表的な作品には，多くの交響曲，協奏曲，室内楽曲のほ

か歌劇『フィガロの結婚』，『ドン＝ジョヴァンニ』，『魔笛』などがある。 

Ｃ ワーグナー ：ドイツの作曲家。人間の全体・本質を表現する総合芸術を目指し，劇と大規模な

管弦楽を緊密に結びつけた楽劇を創造した。代表的な作品には『タンホイザー』，『ロ

ーエングリン』，『トリスタンとイゾルデ』，『ニーベルングの指輪（四部作）』などが

ある。 

Ｄ シューベルト：オーストリアの作曲家・指拝者。ワーグナーの音楽に影響を受け，交響曲と歌曲

に独白の世界を開拓し，歌劇場の指揮者としても活躍した。代表的な作品には『大

地の歌』のほか，10 曲の交響曲と『少年の魔法の角笛』，『さすらう若人の歌』など

がある。 

Ｅ シ ョ パン ：ポーランドの作曲家・ピアノ奏者。1831 年以後パリを中心に活躍し，華麗な中に

ロマン的な憂愁に満ちたピアノ音楽を創造し，ピアノの詩人と呼ばれた。代表的な

作品には『別れの曲』，『革命のエチュード』，『英雄ポロネーズ』一組、犬のワルツ』

などがある。 

１ Ａ，Ｂ，Ｄ 

２ Ａ，Ｃ，Ｅ 

３ Ａ，Ｄ，Ｅ 

４ Ｂ，Ｃ，Ｄ 

５ Ｂ，Ｃ，Ｅ 

 

［№ 13］ 次の下線を付した漢字のうち，使い方が妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 

Ａ：我が家の玄関に，観照用の植物を置いた。 

Ｂ：長年の努力の末にようやく成功を収めた。 

Ｃ：新製品の開発に向けて思考錯誤を繰り返した。 

Ｄ：川の向こう岸にある隣の町まで橋を架ける工事が始まった。 

Ｅ：台風の影響で，家の向かいの川が氾濫し床上まで侵水した。 

１．Ａ，Ｂ，Ｃ 

２．Ａ，Ｅ 

３．Ｂ，Ｃ，Ｄ 

４．Ｂ，Ｄ 

５．Ｃ，Ｄ，Ｅ 
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［№ 14］ 次のことわざや慣用句の には身体に関する漢字一文字が入るが，三つとも同じ漢字が入るも

のとして最も妥当なのはどれか。 

１  が棒になる    後 で砂をかける    木で をくくる 

２  にタコができる  飼い犬に を噛まれる  忠言は に逆らう 

３  が酸っぱくなる   が折れる       一将成りて万 枯る 

４  を粉にする    後 を引かれる      を向けて寝られない 

５  が肥えている   鬼の にも涙       の上のたんこぶ 

 

［№ 15］ ２次方程式２Ⅹ２－４Ⅹ－３＝０の二つの解をα，βとするとき
α
1

＋
β
1

の値はいくらか。 

１ －
3
2
 

２ －
7
8
 

３ －
3
4
 

４ －
4
7
 

５ －
3
8
 

 

［№ 16］ 遠さ 5.0m/s で直線道路を走っていた自動車が，一定の加速度 2.0m/s２で加速した。加速を始め

てから 10 秒間に進んだ距離はいくらか。 

１ 150ｍ 

２ 200ｍ 

３ 250ｍ 

４ 300ｍ 

５ 350ｍ 

 

［№ 17］ 音も光も波の性質をもつが，これに関する記述として最も妥当なのはどれか。 

１ 音も光も横波である。 

２ 音も光も真空中を伝わる。 

３ ドップラー効果により，昔は高さが変化するが，光は色が変化する。 

４ 音も光も空気中の方が水中よりも速く伝わる。 

５ 音のうなりに相当する現象を光で利用しているのがレーザーである。 
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［№ 18］ 図のように，気体をＡ，Ｂ，Ｃの三つの性質で分漬した。 

Ａ：同温・同圧のもとで，空気よりも密度が大きい。 

  Ｂ：無色・無臭である。 

Ｃ：単体の気体である。 

①，②に分類される気体の組合せ として最も妥

当なのは次のうちではどれか。 

  

    ①      ② 

１ 二酸化炭素  アンモニア 

２ アルゴン   ヘリウム 

３ 塩 素    アルゴン 

４ ヘリウム   二酸化炭素 

５ アンモニア  塩 素 

 

［№ 19］ リン酸Ｈ３ＰＯ４中のＰ及びアンモニウムイオンＮＨ４
＋中のＮの酸化数の組合せとして最も妥当

なのはどれか。 

   Ｐ   Ｎ 

ｌ ＋２  －３ 

２ ＋２  ＋５ 

３ ＋３  －３ 

４ ＋５  －３ 

５ ＋５  ＋５ 
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［№ 20］ 次の文は遺伝に関する記述であるが，ア，イに当てはまるものの組合せとして最も妥当なのは

どれか。 

 マメ科のスイートピーの花の色には，２組の遺伝子が関与している。遺伝子Ｃは色素原をつくる遺

伝子で，ｃは色素原をつくらない遺伝子，また，遺伝子Ｐは色素原を発色させる遺伝子で，ｐは発色

作用のない遺伝子である。 

 いま，異なる２種類の白色の花がある。この純系どうし〔CCpp と ccPP〕を交配すると，Ｆ１はすべ

て紫色の花となり，次にＦ１どうしを自家受精させると，Ｆ２では紫色の花と白色の花が  ア  の比

に分離して現れる。 

 Ｆ２の分離比が３：１でないことから，花の色は色素のもとになる物質（色素原）と，それに働いて

色素に変える物質の二つがそろったときに紫色が現れ，どちらか一つが欠けると白色になると考えら

れている。 

 このように，二つの遺伝子が働きあって一つの形質をつくる場合，遺伝子ＣとＰをともに  イ  遺

伝子という。 

   ア    イ  

１ ９：７  優性 

２ ９：７  補足 

３ ９：７  劣性 

４ 13：３  優性 

５ 13：３  補足 

 

［№ 21］ 地形又は地形がもたらす現象に関する記述として最も妥当なのはどれか。 

１ 火山の形には，盾状火山，円錐火山（成層火山），カルデラ火山などがある。そのうち，円錐火山

は，流動性に富む溶岩流が流出して形成された花崗
か こ う

岩質の火山である。 

２ 太古の樹木などから形成された石炭層が分布する地域では，地下水や雨水が岩石を溶解・侵食し，

鍾乳洞や窪地など独特の地形を形成しており，この地形はカールと呼ばれる。 

３ 地層の変形は， 褶 曲
しゅうきょく

と断層に大別される。褶曲は横から引張り力が作用し地層が変形する現象

で，断層は上下方向に地層に圧縮力が加わり地層が切れて生ずる 現象である。 

４ 河川が山地から平野に出るところでは，傾斜がゆるやかになり河川の幅が狭くなるため，河川は

蛇行し，はんらん原や三角州などを形成する。 

５ 山の斜面に大雨が降ると，地すべりや土石流が発生することがある。地すべりは斜面表層が移動

する現象で，土石流は土砂などが水と一体となって斜面を流下する現象である。 

 



 10

［№ 22］ Ａ～Ｄは地球の大気圏に関する記述であるが，これらを地表に近いものから順に並べたものと

して最も妥当なのはどれか。 

Ａ：この気層には，オゾンの濃度が高い層があり，オゾンが紫外線を吸収して大気を暖めるため，上

部ほど気温が上昇する。 

Ｂ：この気層では，主に酸素分子が紫外線を吸収して気層を暖めており，非常に温度が高い。また，

極域では，大気の発光現象であるオーロラが現れる。 

Ｃ：この気層では，下部の気層との圏界面で暖められた空気が上昇して膨張するため，上部ほど気温

が低下する。 

Ｄ：この気層では，雲が発生して，高度とともに気温がほぼ一定の割合で低下しその割合は，100m に

つき平均約 0.6℃となっている。 

 

１ Ａ→Ｃ→Ｄ→Ｂ 

２ Ａ→Ｄ→Ｂ→Ｃ 

３ Ｄ→Ａ→Ｂ→Ｃ 

４ Ｄ→Ａ→Ｃ→Ｂ 

５ Ｄ→Ｂ→Ｃ→Ａ 

 

［№ 23］ 次の文の内容と合致するものとして最も妥当なのはどれか。 

 

１ 300 年前の開拓者は，豊富な地下資源が眠る渓谷を目指して，カスケード山脈を越える困難な旅

をした。 

２ オレゴン州とカリフォルニア州の間にあるカスケード山脈の岩肌には，開拓者の荷馬車を引いた

馬の蹄鉄の痕跡が残っている。 

３ カスケード山脈の峠を越えて旅をした開拓者は，丈夫で動きやすいジーンズのズボンをはいてい

た。 
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４ シェラ・ネバダ山脈の山道は狭く，開拓者はそこを通過するために．荷馬車を分解して運ばなけ

ればならなかった。 

５ カスケード山脈やシェラ・ネバダ山脈は雪が深く，今日でも鉄道では通過できず，旅行者はもっ

ぱら航空機を利用している。 

 

［№ 24］ 次の文の内容と合致するものとして最も妥当なのはどれか。 

 

１ オックスフォード大学では，勉強が容易に進んでいくようにカリキュラムが組まれていた。 

２ 私は１日１時間の勉強をしただけであったが，優秀な成績であったのでオックスフォード大学を

３年間で卒業できた。 

３ その当時，私は他の学生とは違って，勉強することに意義を見いだせないでいた。 

４ 私は全く堕落した生活を続けていたせいで，私の人生を大きく変えるような病気になった。 

５ 早死にするかもしれないという現実に直面して，私は人生が生きるに値するものであることに気

づいた。 
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［№ 25］ 次の文の内容と合致するものとして最も妥当なのはどれか。 

 

１ 文楽は，能と歌舞伎から派生した日本の古典演劇で，17 世紀から始まった。 

２ 文楽で使う人形は，ほとんどが女の人形で，0.5m から１mの大きさである。 

３ 舞台では，１人の人形遣いが３体の人形を動かすため，熟練した技が必要となっている。 

４ 女の人形には足がないため，人形の裾を上手に操ることによって，足の動きを表現する。 

５ 人形の首
かしら

は約 60 種類あるが，そのうちの 20 種類は一つの首を多数の役に使う。 
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［№ 26］ 次の文の内容と合致するものとして最も妥当なのはどれか。 

 美を鑑賞するということ，そのこと自体への懐疑は今は問うまい。美は鑑賞の対象だとする習慣が

私たちの現実なのだから，その鑑賞における心のありかたに問題を限ろう。いま眼の前に，一体の像，

一枚の絵，一個の品，何でもよい鑑賞の対象があって，私たちはその前に立つ。何の予備知識も解説

もないそれだけのものを眼の前にしたそのとき，果して私たちはそこに素直に美しきを感じることが

できているかどうか。美をただ美として心に映すことができているかどうか。このことに自信のある

人はきわめて少いと，私は考えている。 

 私たちは不安になる。眼前のものが何という名称で，何時代に誰が作ったもので，何のために作ら

れて，どういう美的性質を持ったもので，誰がどんな風にその実について語っているか。おそらくそ

ういう質問で心をいっぱいにして手がかりを求め，美そのものに直接に対面することを忘れているの

ではないか。 

 現代は解説の時代である。古美術に関する微に入り細を穿
うが

った解説の氾濫
はんらん

は，いつしか私たちから，

ひとり見てひとり感じ，ひとり想
おも

い考える習慣を奪ってしまった。見ることよりもまず知ることが大

事で，知識に従って眼を働かせるという本末
ほんまつ

顛倒
てんとう

が常識となってしまっている。 

 知識がなければ見ることができなくなった現代人は，美はわからないと呟
つぶや

く。わかるわからないの

対象では美はない。美は感じるものであり，感じて心で語り合う対象である。時代や作者や様式がわ

かることと，そのものの美しきを感じることは全く別のことだ。だが，知識に全幅の信をおく現代人

は，このことを混同しているばかりか，わかることがすべてだと信じきっている。美はもう心には映

らず，頭のなかで加減乗除されるだけだ。 

 

１ 美は知ることよりも感じることが優先されるべきであるが，現代人はその作品についての知識に

従って作品をわかろうとする。 

２ 私たちが鑑賞の対象の前に立ったときに自信をもてなくなってしまうのは，その美に圧倒されて

しまうからである。 

３ 美は時代によりかわっていくものなので，作られた時代や作者や様式を理解した上で鑑賞しない

と本当の美はわからない。 

４ 私たちが作品を見るとき，その美を感じるとともにそれが何のために作られたかや様式をわかろ

うとすることが大事である。 

５ 美が氾濫している現代において美を理解するためには，美に日頃から接していることが必要であ

る。 

 



 14

［№ 27］ 次の文の内容と合致するものとして最も妥当なのはどれか。 

 現代でも，受験技術や面接要領で鍛え抜かれた都会の少年少女たちは，社会に出ても大きな失敗を

することもない。かれらはマニュアル化された問題には一応の解答を与える。たしかに，この層の安

定した存在はどの社会でも必要だろう。手ごろの秀才が多い社会は決して悪くはないのだ。 

 とはいえ，この種のマニュアル型秀才には，天才的な性向をもつ人間を受け入れない排他的なとこ

ろがある。生まれつきの天分と，努力で得られた安定感は違うのである。 

 天才には，不注意なところがある。天才的な人間は，他人が自分のことをほめることを当然と思う

し，それを聞くのは何よりも気分がよいものだ。しかし，ソクラテスの弟子クセノフォンが言ったら

しいが，自分で自分をほめるのは他人の耳には何よりも苦痛なことを知らなくてはならない。 

 秀才は，このように不注意な過ちをおかすことはない。そもそも他人の嫉妬を買わないようにする

如才
じょさい

無さを，鍛錬で身につけている。もっとも自分の能力と限界を本当に知る秀才なら，敵わないと

思った天才には滅多に嫉妬しないものだ。この両者の調和がはかられた時に組織のダイナミズムが発

揮され，人間関係も成功するのである。 

 しかし，実際の歴史において，このバランスがうまく保たれた例は稀
まれ

なのだ。並の秀才あたりであ

れば，「オレでもこの程度ならできる」といった感情がどうしてもはたらくからである。 

１ 大きな失敗をすることのない都会の少年少女たちは，生まれつきの天分や努力が認められて，社

会に受け入れられている。 

２ 組織のダイナミズムは，生まれつき天分を持っている天才と自分の能力と限界を本当に知る秀才

とのバランスが，うまく保たれた時に発揮される。 

３ 天才的な人間は，自分は生まれつき天分がそなわっていると考えがちで，他人の話をよく聞かな

いことが多いと言われている。 

４ マニュアル型秀才は，手ごろの秀才として現代社会に受け入れられているが，天才的な人間は，

現代社会に受け入れられていない。 

５ 並の秀才にあっては，「オレでもこの程度ならできる」といった感情がはたらき，他人が自分のこ

とをはめてくれるのを当然と思っている。 
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［№ 28］ 次の文の内容と合致するものとして最も妥当なのはどれか。 

 これからの時代に人間をとりまく規範はどのようなものになるのだろうか。人間の行為規範といえ

ば，法と倫理である。法とは，国家にもとづく強制力をともなう社会規範であり，倫理とは人間の内

面に動機づけられる行為規範と考えることができる。どちらも規範といわれるが，社会的な制度とし

て制定されているか，人間の心のうちに備わったものであるかという点で違いがある。これまで論じ

てきたところでは，これらのほかにも人間が組織に属するとき，その組織のなかで固有に定められた

規範もあり．社会のなかで習慣になっているような規範もある。 

 たとえば，携帯電話の出現は，従来の規範では対応できないような事態を生みだした。電車やバス

などの公共交通機関での使用は，周囲の乗客の迷惑になるという理由で，使用を自粛するようアナウ

ンスが繰り返され，これが習慣的な規範となって定着してゆく。これは法規範ということでもなく，

あるいは倫理規範というほどでもないが，社会的に認知された規範である。 

 新しい事態の発生が法規範の生成を促すこともあるのだが，現代のように環境が劇的に変化するよ

うな時代には，いちいち法律として制定していたのでは間に合わないような場合も多い。法制度が固

定的な制度として機能してゆくとき，つぎつぎに現れる新しい状況に，既存のシステムに依存して価

値判断していたのでは対応できないような場合である。このようなとき，二つの方策が考えられる。

その一つは，固定的なルールを制度化するのに先だって，もっと柔軟に対応するルールを合意して定

めるということである。もう一つは，意思決定する主体の力を強めることである。 

 第―の点は，「ルールの対応力の強化」と呼ぶことができる。固定的なルールではなく，多様で緊急

の事態に適切に対応できるような柔軟なルールを先行させるということである。たとえば，地球環境

に関するものとしては，環境基本法という環境にかかわる理念を定めた法があるが，これを実行する

ために環境行動計画といった行動原則が定められる。理念と実行をつなぐものとして，行為の原則を

定めるのである。強制や制裁をともなう規範というよりも，行為の動機づけを与えるような規範であ

る。「こうしなければならない」とか「こうしてはならない」といった規範でなく，「こうすることが

望ましい」「こうすることが期待される」といったかたちでの規範である。この意味で，行為原則の制

定は，法規範の倫理規範への接近として捉えることができる。 

１ 倫理は，社会的な制度として制定されるものであり，形式上はそれぞれの組織の中で固有に定め

られた規範である。 

２ 携帯電話の出現といった従来の法規範では対応できない事態に対しては，それまでに習慣になっ

ている規範を活用すべきである。 

３ 現代社会では劇的に環境が変化し，固定的な法制度を適用してもすぐに現状に合わなくなるので，

むしろ倫理規範に任せるほうがよい。 

４ 環境が劇的に変化する現代社会においては，多様で緊急な事態に備え，あらかじめ強制や制裁を

伴う法規範の範囲を幅広く設定しておくことが必要である。 

５ 既存のシステムに基づく価値判断で間に合わない状況では，固定的なルールの制度化に先立って

行為の動機づけを与えるような規範を先行させることが一つの方策といえる。 
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[№ 29] 次の文の内容と合致するものとして最も妥当なのはどれか。 

 人生においては，役に立たないとされているものが，かえって大切な役をしたり，取りえのないも

のが意味をもったりすることが，ままあるものである。「無用の用」とは，世の役に立つことのみを重

んずる実用主義や功利主義にたいして，痛烈なアンチ・テーゼとなりうることばである。 

 孔子などの儒家の職業はもともと「礼」の先生であったから，外面的な有用性や実用性を重んじ技

芸や才知を尊ぶ。これにたいして老子や荘子などの道家は，世の中に無用の人となることに意味をみ

つけて，「無用の用」という考え方を提示した。とくに『荘子』にそれがしばしば説かれているが，そ

の外物篇には，有用と無用にかんする次のような問答がある。 

恵子「君の議論は，何の役にも立たないね」 

荘子「いや，役に立たないことを知ってこそ，役立つことについて語ることができるのだよ。た

とえば，地面は広くて大きいけれども，人間がそれを役立てているのは，足を置く部分だけだね。で

は，足を踏む部分だけを残して，そのまわりをみんな奈落の底まで掘りさげたとしてみたまえ。それ

が人の歩くのに役立つかね」 

恵子「役立たないだろうな」 

荘子「だったら，役立たぬものこそ，じつは真に役立つものであることが，わかろうというもん

じゃないかね」 

 これは，じつにみごとに人生における無用の意味を浮かびあがらせている。人が歩くのに必要な面

積は，足の踏む部分だけであるが，まわりを掘って断崖絶壁にしたら，人は恐ろしくて歩くことはで

きない。 

 これと同じように，人生は単なる目先の有用性のみで成りたっているのではない。われわれの人生

の背後には，それを支え，余裕あらしめ，豊穣にしている，広大な「無用の用」が存在するので，こ

れに目を向けよというのである。 

《中略》 

 これをみてもわかるように，目先の利害や効率にのみ心を奪われ，有用性ばかりを追求するのは，

主要な栄養のエッセンスばかりを取りたがる人がかならずしも健康で長寿を保つことができないのと

同様に，決して好ましい結果を生まないのである。 

 無用の用がなくなるときには，われわれの人生からゆとりやうるおいがなくなるばかりではない。

馥郁たる文化の香りが消えうせ、社会全体が味気ないものになる。 

 われわれは，「人は皆な有用の用を知りて，無用の用を知ることなし」（人間世篇）という荘子の嘆

きをいま一度かみしめて，目先の有用性に心をくらまされることなく，何が人間にとって真に価値が

あるか，どのような生き方が真に有用であるかを，とくと考えなおしてみるべきであろう。 

１ 道家の思想は，儒教と対立する思想であり，世に役立つ実用性を重んじた考え方である。 

２ 人生は，その背後に無用の用があるからこそ．ゆとりやうるおいのあるものとなっている。 

３ 実用主義や功利主義の考え方が社会に広まると，社会全体の文化活動が活発になる。 

４ 人は，有用の用を知ってはじめて，余裕のある、実り豊かな人生が送れるものである。 

５ 人は，有用の用を理解すれば無用の用を知ることなく，真に有用な生き方ができるものである。 
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[№ 30] 次の    の文の後に，Ａ～Ｅを並べ替えてつなげると意味の通った文章となるが，その順序

として最も妥当なのはどれか。 

Ａ：このように，動きに対する反応は，単純ですばやいという特性をもつ。見ることの中でも，動き

への反応は，より原始的なもののようである。 

Ｂ：細かい情報を処理できる錐体細胞は眼の中心部分にあるため，眼の中心に合わせて見るのである。 

Ｃ：それこそゆっくり見ていたら，ポールを避けることができずにぶつかり，大けがをすることにな

る。 

Ｄ：危険を察知して自分を守るこうした反応をするとき，ゆっくり見て考えることはない。とにかく

すばやく動くことが，危険の回避には重要だからだ。 

Ｅ：一方で，モノの形などを見るときは通常、ゆっくりじっくり，見る対象をしっかりと眼の中心に

合わせて見ている。絵を鑑賞したり，本を読んだり，対象をしっかりと観察するような場合だ。 

１ Ａ→Ｃ→Ｂ→Ｅ→Ｄ 

２ Ａ→Ｃ→Ｅ→Ｄ→Ｂ 

３ Ｃ→Ｄ→Ｂ→Ｅ→Ａ 

４ Ｄ→Ｃ→Ａ→Ｅ→Ｂ 

５ Ｄ→Ｃ→Ｅ→Ｂ→Ａ 

 

[№ 31] 次の文は『平家物語』における熊谷次郎直実と平敦盛とのやり取りであるが，内容と合致するも

のとして最も妥当なのはどれか。 

 熊谷涙をおきへて申しけるは，「たすけ参らせんとは存じ候へども，御方の軍兵雲霞のごとく候。よ

ものがれさせ給はじ。人手にかけ参らせんより，同じくは直実が手にかけ参らせて，後の御孝養をこ

そ仕り候はめ」と申しければ，「ただとくとく頚をとれ」とぞ宣ひける。熊谷あまりにいとほしくて，

いづくに刀をたつべしともおぼえず，目もくれ心もきえはてて，前後不覚におぼえけれども，さてし

もあるべき事ならぬば，泣く泣く頸をぞかいてンげる。 

１ 直実は敦盛を助けようと刀を振り回して大怪我をしたため，敦盛は嘆き悲しんだ。 

２ 直実は敦盛を助けたいと考えたが，状況はそれを許さず，泣く泣く敦盛を討ち取った。 

３ 直実は敦盛を助けようとしたところ，逆に敦盛に討たれそうになり，泣く泣く逃げ帰った。 

４ 敦盛は涙を流して直実に助けを乞うたが，直実は聞き入れず，敦盛を討ち取った。 

５ 敦盛は直実を手にかけるのは気がすすまなかったが，直実の命令で仕方なく討ち取った。 

 

 目の前にボールや虫が突然迫ってくるようなとき、顔をさらしたり、目を

つぶったり、とっさに防御の行動をとる。 
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[№ 32] 各国からの留学生を招待して，親睦パーティが開催された。バイキング方式で行われ，様々な料

理が出た。○エの結論が確実にいえるために，○ウの中に入る事実として最も妥当なのは次のうちではど

れか。 

○ア日本人は，全員，ステーキを食べた。 

○イアメリカ人は，全員，寿司を食べた。 

○ウ                  

   ↓ 

○エステーキを食べたアメリカ人は，誰もいなかった。 

 

１ ステーキを食べなかったのは，全員，アメリカ人であった。 

２ 寿司を食べなかったのは，全員，日本人であった。 

３ 寿司を食べた日本人はいなかった。 

４ 寿司を食べなかった者は，全員，ステーキを食べなかった。 

５ 寿司とステーキ，両方を食べた者はいなかった。 

 

[№ 33] 図のように，２人掛けの机が５列並んだ会議室で研修が行われることになり，Ａ～Ⅰの９人が出

席した。その着席状況について次のことが分かっているとき確実にいえるのはどれか。 

○ Ｆが座った席の後ろには机が二つあった。 

○ Ｈの隣にはＥが着席し，Ｅの斜め左前にはＢが着席した。 

○ Ｃの隣にはＧが着席し，Ｇの後ろには机が四つあった。 

○ ＡはＤのすぐ前に着席したが，隣の席は空席のままであった。 

○ Ａは右側の席に着席した。Ａが真後ろを見ると．１人おいて後ろにはＩが，さらにⅠの後ろには，

１人が座っていた。 

１ １列目の右側はＣの席だった。 

２ ２列目の右側はＢの席だった。 

３ ３列目の左側はＦの席だった。 

４ ４列目の左側はＥの席だった。 

５ ５列目の右側はＨの席だった。 
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[№ 34] ある高校には，テニスサークルとバレーボールサークルの二つのサークルがある。この高校の生

徒であるＡ～Ｈの８人に，この二つのサークルへの所属状況について尋ねたところ，そのうち３人が

次のように発言した。これから確実にいえるのはどれか。 

 ただし，８人の中には，どちらかのサークルに所属している者と，どちらのサークルにも所属して

いない者とがいる。 

 Ａ：「私は，Ｃと同じサークルに所属している。」 

 Ｂ：「私は，Ｅ，Ｇと同じサークルに所属している。」・ 

 Ｄ：「この８人のうち、テニスサークルに所属しているのは，私を含めて３人だけである。」 

１ ＡとＧは同じサークルに所属している。 

２ Ｅはバレーボールサークルに所属している。 

３ ＦとＨは同じサークルに所属している。 

４ Ｆはバレーボールサークルに所属している。 

５ Ｈはどちらのサークルにも所属していない。 

 

[№ 35] ある人が，ある週の月曜日から金曜日までの５日間，札幌，大阪，神戸，長崎，鹿児島の各都市

に１日ずつ出張した。また，出張先のその日の天気を順不同で示すと，晴れ，晴れのち雨，くもりの

ち晴れ，くもり，雨であった。次のことが分かっているとき，都市名と，そこに出張した日の曜日又

は天気の組合せとして最も妥当なのはどれか。 

○月曜日と鹿児島に出張した日の両日は，雨傘が必要だった。 

○神戸に出張したのは木曜日だった。 

○近畿地方では，雨傘は必要なかった。 

○水曜日は札幌に出張したが，くもりだった。 

○晴れのち雨の日は火曜日だった。 

○晴れの日は木曜日ではなかった。 

１ 長 崎―火曜日 

２ 鹿児島―金曜日 

３ 大 阪―くもりのち晴れ 

４ 神 戸―くもり 

５ 長 崎―雨 
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[№ 36] 12 階建ての建物に２基のエレベーターＡ，Ｂが設置されている。いま，Ａ，Ｂは別々の階にある

が，動きを表示板で観察していると，次の記述の①～⑤の順に昇降した後，同時に６階に着いた。観

察を始めたときに，Ａ，Ｂがあった階の組合せとして最も妥当なのはどれか。 

①Ａは４階分上昇し，Ｂは５階分上昇した。 

②Ａは 10 階分下降し，Ｂは９階分下降した。 

③Ａは２階分上昇し，Ｂは６階分上昇した。 

④Ａは３階分上昇し，Ｂは３階分下降した。 

⑤Ａは１階分下降し，Ｂは２階分上昇した。 

   Ａ  Ｂ 

ｌ ４階 ７階 

２ ７階 ４階 

３ ７階 ５階 

４ ８階 ５階 

５ ８階 ６階 

 

[№ 37] 図のような 32×33 の長方形を，大きさの異なる正方形のカードを使って埋めつくすこととした。

すでに図のとおり，18×18 と 15×15 の正方形のカードを置いてある。残りの部分に大きさの異なる

８枚の正方形のカ－ド（14×14，10×10，９×９，８×８，７×７，５×５，４×４，１×ｌ）のう

ちの７枚のカードを使って，すき間なく，かつ，重ねることなく全部埋めつくすと，１枚が不要とな

るが，そのカードはどれか。 

１ １×１ 

２ ４×４ 

３ ５×５ 

４ ９×９ 

５ 10×10 
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[№ 38] 透明のアクリル板に「龍」という漢字がゴシック体で印刷された漢字教

材がある。この教材は「へん」と「つくり」それぞれ２ピースずつの正方形

に４分割されており，それらを正しく組み合わせると正しい漢字ができる。 

 下図のＡ～Ｅのうち，「つくり」のピースを裏返しに置いたものの組合せと

して最も妥当なのはどれか。 

１ Ａ，Ｂ 

２ Ａ，Ｅ 

３ Ｂ，Ｃ 

４ Ｃ，Ｄ 

５ Ｄ，Ｅ 

 

龍
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［№  39］図Ⅰのような，一辺４ｃｍの正方形六つからなる厚紙を組み立て，立方体をつくった。この立方

体を，図Ⅱのように，頂点Ａ，Ｂと辺の中点Ｃ，Ｄを通る平面で切った。 

 この立体を聞き直すといくつかの紙片に分かれるが，そのときできる紙片のうち，最も大きいもの

の面積はいくらか。 

１ 42ｃｍ2 

２ 46ｃｍ2 

３ 48ｃｍ2 

４ 50ｃｍ2 

５ 54ｃｍ2 

 

[№ 40] イチゴ，ミカン，リンゴ，バナナ，ブドウの各１袋の値段について，次のことが分かっていると

き，イチゴとブドウの各１袋の値段はそれぞれいくらか。 

 ○イチゴとミカンを１袋ずつ買うと 820 円になる。 

 ○イチゴとリンゴを１袋ずつ買うと 700 円になる。 

 ○ミカンとバナナを１袋ずつ買うと 490 円になる。 

 ○リンゴとブドウを１袋ずつ買うと 490 円になる。 

 ○バナナとブドウを１袋ずつ買うと 420 円になる。 

 イチゴ  ブドウ 

１ 460 円  270 円 

２ 460 円  290 円 

３ 480 円  270 円 

４ 480 円  280 円 

５ 500 円  280 円 

 

４ｃｍ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

図Ⅰ 図Ⅱ
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[№ 41] 45 名の生徒からなるクラスで，夏休みの過ごし方についてアンケートをとったところ，「旅行」と

回答した者は 28 名で、そのうちの
7
3
が女子であった。また，女子の中で「旅行」と回答した者は，女

子全体の
5
4
を占めていた。このとき，このクラスに占める男子の割合はいくらか。 

１ 
3
1
 

２ 
5
2
 

３ 
7
4
 

４ 
5
3
 

５ 
3
2
 

 

[№ 42] ａ，ｂ，ｃは，それぞれ１～９のうちの異なる三つの整数である。次の式が成り立つとき，ａ，

ｂ，ｃの和はいくらか。 

 

 

 

 

１ 15 

２ 16 

３ 17 

４ 18 

５ 19 

 

[№ 43] 図の△ＡＢＣは，辺ＡＢ＝辺ＡＣ＝５ｃｍ， 辺ＢＣ＝６ｃｍの

二等辺三角形である。辺ＡＣ，辺ＢＣの中点をそ れぞれＤ，Ｅとする

と，ＡＥは４ｃｍで，∠ＡＥＢは 90°となる。 

 このとき，台形ＡＢＥＤの中に入る最大の円の 直径はいくらか。 

１ 2.3ｃｍ 

２ 2.4ｃｍ 

３ 2.5ｃｍ 

４ 2.6ｃｍ 

５ 2.7ｃｍ 

 

 ａ ｂ ｂ ｂ 

＋  ａ ｂ ｃ 

 ２ ０ ０ ７ 
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[№ 44] 図Ⅰは，ある市におけるコンビニエンスストアの店舗数及び１店当たり売上高の推移を、1990 年

を 100 とする指数で表したものである。これらと同様に店舗全体の総売上高を 1990 年を 100 とする指

数で表した場合，図ⅡのＡ～Ｅのうち，その推移を表したグラフとして最も妥当なのはどれか。 

 

１ Ａ 

２ Ｂ 

３ Ｃ 

４ Ｄ 

５ Ｅ 
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[№ 45] 表は各国の漁獲量の経年変化を示したものである。この表から確実にいえるのはどれか。 

なお，国別の順位とは，表に示された国々の中での漁獲量の順位である。 

(注)漁獲量とは、海面と内水面の合計で養殖業は含まれない。 

出典：『日本国勢図解 2006/7』より引用・加工 

１ 1990 年と 2000 年を比べて，漁獲量の減少割合が最も大きかったのは日本であった。 

２ 人口の少ないペルーは，2003 年の１人当たりの魚の消費量が世界一であった。 

３ 表に示された５年の中で，漁獲量が最大であった年が 2000 年であった国は４か国であった。 

４ 漁獲量が伸びたインドネシアは，2003 年の国別の順位が 2002 年より一つ上がった。 

５ 1990 年と 2003 年を比べて，国別の順位が最も大きく下がったのは日本であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千ｔ）
1990年 2000年 2001年 2002年 2003年 （順位）

中国 6,715 17,192 16,796 16,850 6,098 1位
ペルー 6,869 10,660 7,988 8,769 6,098 2位
アメリカ合衆国 5,620 4,760 4,982 4,985 4,989 3位
インドネシア 2,644 4,164 4,309 4,400 4,732 4位
日本 9,767 5,109 4,837 4,494 4,709 5位
チリ 5,354 4,547 4,031 4,515 3,930 6位
ロシア 7,399 4,027 3,656 3,288 3,320 7位
タイ 2,498 2,997 2,834 2,842 2,817 8位
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平成 19 年度Ⅲ種教養試 

 

 

 


