
令令和和４４年年度度  高高知知県県立立中中学学校校  

適適性性検検査査問問題題ＡＡ  

注 意 

１ 「はじめなさい。」の合
あい

図
ず

があるまで，問題用紙を開いてはいけません。 

２ 検査問題は，１ページから１１ページで，問題番号は１から３までありま

す。 

３ 解答用紙は問題用紙の中にはさんでいます。 

４ 「はじめなさい。」の合図があったら，まず，問題用紙や解答用紙の決め

られた場所に受検番号を書きなさい。 

５ 答えはすべて解答用紙の決められた場所に書きなさい。 

６ 検査時間は４５分間です。 

７ 質問や問題用紙・解答用紙に印刷ミスがあるときは，静かに手をあげて

ください。 

８ 「やめなさい。」の合図があったら，すぐに筆記用具を置き，指示にした

がってください。 

受検番号 



産 業 構 造 の 枠
わ く

組
ぐ

み も 変 わ っ て く る と 考 え ら れ て い る た め で す 。 人 口 減 少 時 代 を 迎
む か

え た 日 本 に と っ て 、

不 足 し た 労 働 力 を Ａ Ｉ が 補
お ぎ な

っ て く れ る の は あ り が た い こ と で す が 、 一 方 で は こ れ ま で 人 間 に し か で

き な い と 思 わ れ て い た 仕 事 が あ っ さ り と 奪
う ば

わ れ て し ま う の も 、 ま た 避
さ

け よ う の な い 未 来 予 想 図 の よ

う で す 。

実 は 私
わ た し

が や っ て い る 記 者 の 仕 事 も 、 安
あ ん

泰
た い

で は な い と 言 わ れ て い ま す 。 米 国 の 代 表 的 通 信 社 で あ る

Ａ Ｐ 通 信 で は 、 す で に 企
き

業
ぎ ょ う

の 決 算 原
げ ん

稿
こ う

の 作 成 を ほ ぼ Ａ Ｉ に 任 せ て い ま す 。 労 働 力 を 補 う と い う 側 面

も あ り ま す が 、 Ａ Ｉ の 書 い た 原 稿 は ほ と ん ど 間
ま

違
ち が

い を 犯
お か

さ な い と い う 特 長 が 導 入 を 後
あ と

押
お

し し て い ま

す 。
記 者 の 仕 事 を し て い る と よ く 分 か る の で す が 、 人 間 が 一 つ 一 つ の デ ー タ や 数 字 を 調 べ て パ ソ コ ン

に 打
う

ち 込
こ

ん だ 場 合 、 ど れ ほ ど 注 意 深 く 作 業 を し て も 間 違 い は 必 ず 起 き て し ま い ま す 。 反 対 に 、 膨
ぼ う

大
だ い

な デ ー タ の 中 か ら 取 り 出 す パ タ ー ン が 決 ま っ て い る 情 報 を 集 め て 記 事 を 自 動 生 成 す る の は 、 Ａ Ｉ に

と っ て は お
３

手 の も の で す 。 記 事 に ど の よ う な デ ー タ が 必 要 に な る の か 、 最 初 は 人 間 が プ ロ グ ラ ム し

な け れ ば な り ま せ ん が 、 枠 組 み さ え 作 っ て し ま え ば 、 人
じ ん

為
い

的 な ミ ス を な く す こ と が で き る の で す 。

Ａ Ｐ 通 信 で は 「 Ａ Ｉ 記 者 」 を 導 入 し て 以
い

降
こ う

、 出
し ゅ っ

稿
こ う

記 事 の 本 数 が 大
お お

幅
は ば

に 増 え 、 反 対 に 執
し っ

筆
ぴ つ

時 間 は ず

い ぶ ん 短
た ん

縮
し ゅ く

さ れ ま し た 。 作 業 の 効 率 化 の 観 点 か ら 見 れ ば 、 願 っ た り 叶
か な

っ た り で 、 お 天 気 原 稿 や ス ポ ー

ツ デ ー タ な ど 他 の 分 野 に も 近 い う ち に 活 用 範
は ん

囲
い

が 広 が っ て い く と 考 え ら れ て い ま す 。

仕
４

事 を 奪 わ れ る 記 者 の 側 に は 、 不 満 が 渦
う ず

巻
ま

い て い る の で は な い か と 推
す い

察
さ つ

し ま し た が 、 そ う で も な

い よ う で す 。 注 目 度 の 低 い 記 事 は Ａ Ｉ に 任 せ て 、 関 心 の 高 い 企 業 に 関 す る 記 事 は 従
じ ゅ う

来
ら い

通 り 記 者 が 執

筆 す る と い う す み 分 け が で き る よ う に な っ た た め 、 Ａ Ｉ 記 者 の 評 判 は 上 々 だ と い う の で す 。 仕 事 の

自 由 度 が 増 し 、 単 調 な 記 事 に 割
さ

い て い た 時 間 は 、 連
れ ん

載
さ い

企
き

画
か く

や 特 ダ ネ 取 材 な ど の 、 よ り 重 要 な 仕 事 に

充
あ

て ら れ る よ う に な り ま し た 。 か つ て は 炊
す い

飯
は ん

器
き

や 洗
せ ん

濯
た く

機
き

の 発 明 が 炊
す い

事
じ

や 洗 濯 の 労 力 を 軽 減 し 、 人 間

は 空 い た 時 間 を 有 効 活 用 で き る よ う に な っ た の と 同 じ こ と が 、 今 度 は 頭
ず

脳
の う

労 働 の 現 場 で も 始 ま っ て

い る の で す 。

（ 名
な

古
ご

谷
や

隆
た か

彦
ひ こ

『 質 問 す る 、 問 い 返 す―― 主 体 的 に 学 ぶ と い う こ と 』 に よ る )

（ 注 ） 産 業 革 命… 十 八 世 紀 か ら 十 九 世 紀 に か け て 、 手 工 業 か ら 機 械 工 業 に 変 わ り 、 そ れ に と も な っ て

社 会 の 様 子 も 大 き く 変 わ っ た こ と 。 イ ギ リ ス か ら 始 ま り 世 界 中 に 広 ま っ た 。

依 存… 他 の も の に た よ っ て 成 り 立 っ て い る こ と 。

安 泰… な ん の 心 配 も な く 、 無 事 で あ る こ と 。

通 信 社… 国 内 外 の ニ ュ ー ス を 取 材 し 、 新 聞 社 な ど に 提
て い

供
き ょ う

す る 会 社 。

企 業 の 決 算 原 稿… 企 業 の あ る 期 間 の 収
し ゅ う

入
に ゅ う

と 支 出 の 最 終 的 な 計 算 資 料 を も と に つ く る 原 稿 。

人 為 的… 人 の 力 に よ っ て 行 わ れ る さ ま 。

出 稿 記 事… 新 聞 な ど の 記 事 と し て 出 す 原 稿 。

執 筆… 文 章 を 書 く こ と 。

炊 事… 食 べ 物 を 調 理 す る こ と 。

１ 次 の Ａ と Ｂ の 文 章 を 読 み 、 後 の 問 １ ～ ５ に 答 え な さ い 。

Ａ
Ｂ

－1－

　 著 作 権 保 護 の た め 掲 載 し て い ま せ ん ︒

　 著 作 権 保 護 の た め 掲 載 し て い ま せ ん ︒



１ 次 の Ａ と Ｂ の 文 章 を 読 み 、 後 の 問 １ ～ ５ に 答 え な さ い 。

Ａ
達 成 し た い 目 的―― 遠 く に 行 き た い 、 食 べ 物 を 手 に 入 れ た い 、 安 全 に 暮

く

ら し た い 、 光 や 暖
あ た た

か さ が

ほ し い 、 見 え な い も の が 見 え る よ う に な る―― は 、 限 り の な い も の で す 。 人 は 古 く か ら 、 自 分 た ち

の 欲
よ っ

求
き ゅ う

を で き る だ け 満 た そ う と 、 工
く

夫
ふ う

を 凝
こ

ら し て き ま し た 。

古
１

代 に さ か の ぼ れ ば 、 石 を 使 っ て 耕 し た り 、 刈
か

り 取
と

り を し た り 、 そ の 石 を 使 い や す い よ う に 加 工

し た り し ま し た 。 や が て 、 石 よ り も 使 い や す く 丈
じ ょ う

夫
ぶ

で 加 工 し や す い 青 銅 や 鉄 を 生 み 出 し ま す 。 鉄 は 、

農 機 具 と し て も 、 安 全 を 守 り 領 地 を 広 げ る た め の 戦 い を す る 武 器 と し て も 幅
は ば

広
ひ ろ

く 活 用 さ れ 、 現 在 で

は 工 業 社 会 を 支 え る 大 き な 力 と な っ て い ま す 。 目 的 を 達 成 す る た め に 効 率 を 上 げ 、 大
だ い

規
き

模
ぼ

な 産 業 へ

と 発
は っ

展
て ん

さ せ 、 産 業 の 形 態 や 生 活 の ス タ イ ル を 大 き く 変 え る 転 機 と な っ た の が 産 業 革
か く

命
め い

で し た 。 こ う

し て さ ま ざ ま な 道 具 に わ た し た ち の 望 む 仕 事 を さ せ て 、 よ り 多 く の も の を 手 に 入 れ る こ と 、 こ れ が

技 術 の 発 展 で あ り 、 便 利 さ の 実 現 で す 。

で は 、 技 術 の 発 展 に よ る 便 利 さ や 快 適 さ が わ た し た ち に も た ら す も の は 、 す べ て が 歓
か ん

迎
げ い

す べ き こ

と だ っ た の で し ょ う か 。

｢

２

え っ ？ ど う し て ？ 便 利 っ て い い こ と じ ゃ な い の ？ 悪 い こ と な ん て あ る の ？ 」 と 思 う か も し

れ ま せ ん ね 。

物 理 学 者 で も あ り 、 科 学 者 の 社 会 的 責 任 な ど に つ い て 活 発 に 発 言 し て い る 池
い け

内
う ち

了
さ と る

さ ん は 、 「 便 利

さ と は 、 自 分 自 身 の 中 に あ る 能 力 を 失 う こ と 」 と 述 べ て い ま す 。

ナ イ フ と 電 動 え ん ぴ つ 削
け ず

り の 関 係 を 思 い 出 す と 、 池 内 氏 の 言 葉 の 意 味 が わ か る の で は な い で し ょ

う か 。 鉛
え ん

筆
ぴ つ

を 穴
あ な

に 入 れ る だ け で き れ い に 削 れ る 電 動 え ん ぴ つ 削 り は た し か に 早 く て 便 利 で す が 、 使

い 慣 れ て し ま う と 、 ナ イ フ を 使 い こ な し て 、 鉛 筆 の 先 を 細 く 削 り だ し て い く 自 分 の 技 術 を 磨
み が

く 必 要

は な く な る か ら で す 。

道 具 や エ ネ ル ギ ー に 多 く を 依
い

存
そ ん

し て い る と 、 こ れ ら が 使 え な い 状
じ ょ う

況
き ょ う

に な っ た と き に と て も 困
こ ま

る こ

と は 、 経 験 し た 人 は も ち ろ ん 、 そ う で な い 人 も 容 易 に 想 像 で き る で し ょ う 。

自 動 は た し か に 便 利 で す 。 た だ し 、 ど の 部 分 を 「 自 動 化 」 し 、 ど の 部 分 を 、 わ た し た ち の 内 的 能

力 を 高 め る こ と で 処
し ょ

理
り

し て い く か 、 わ た し た ち 自 身 が 考 え て 決 め て い く 必 要 が あ り ま す 。 便 利 さ を

ど ん ど ん 取 り 入 れ て い く こ と は 、 最 初 は 「 よ い 面 」 が よ く 見 え 、 あ た か も 「 よ い 面 」 し か な い よ う

に 思 え ま す 。 し か し 、 そ れ は ほ ん の 一 面 に 過 ぎ ま せ ん 。 わ た し た ち は 、 「 便 利 」 や 「 自 動 」 を 受 け 入

れ る と き に は 、 そ れ に よ っ て 現 れ る か も し れ な い 「 悪 い 面 」 も 予 測 で き な け れ ば な ら な い と 思 い ま

す 。 便 利 を 受 け 入 れ る 「 実 力 」 を 身 に つ け る 必 要 が あ る の で す 。

（ 佐
さ

倉
く ら

統
お さ む

／ 古
ふ る

田
た

ゆ か り 『 お は よ う か ら お や す み ま で の 科 学 』 に よ る 。 一 部 省 略 等 が あ る )

Ｂ
若

わ か

い み な さ ん も 一 度 は 耳 に し た こ と が あ る か も し れ ま せ ん が 、 日 本 で は 二 〇 三 五 年 ご ろ ま で に 半

分 の 仕 事 が 、 人 工 知 能 （ Ａ Ｉ ） や ロ ボ ッ ト に 取 っ て 代 わ ら れ る と 予 測 さ れ て い ま す 。 子 ど も た ち の

三 人 に 二 人 は 、 今 は 存
そ ん

在
ざ い

し な い 職 業 に 就
つ

く と も 言 わ れ て い ま す 。 Ａ Ｉ が さ ま ざ ま な 分 野 に 進 出 し 、

－2－



Ａ 技 術 の 発 展

「 よ い 面 」

＝

便 利 さ や 快 適 さ を 得 ら れ る と い う こ と

「 悪 い 面 」

＝

技 術 に い 存 し て い る と 、 ａ と い う こ と

便 利 を 受 け 入 れ る 「 実 力 」 を 身 に つ け る 必 要 が あ る

問 ５ ゆ う り さ ん と あ お い さ ん は 、 Ａ の 文 章 の 内 容 を 整 理 す る た め に 、 次 の よ う に 【 ノ ー ト 】 に ま

と め ま し た 。 ま た 、 Ａ ・ Ｂ の 文 章 を 読 ん で 感 じ た こ と に つ い て 、 【 ノ ー ト 】 を 見 な が ら 話 し 合

い を 行 い ま し た 。 次 の 【 ノ ー ト 】 と 【 会 話 】 を 読 み 、 後 の
（

１
）

・
（

２
）

に 答 え な さ い 。

【 ノ ー ト 】

【 会 話 】

（
１

）

【 ノ ー ト 】 中 の ａ に 当 て は ま る 適 切 な 言 葉 を 、 「 能 力 」 と い う 言 葉 を 必 ず 使 っ て 、 四 十 字 以

上 五 十 字 以 内 で 書 き な さ い 。

（
２

）

Ａ ・ Ｂ の 文 章 や 【 会 話 】 を 読 ん で 、 「 便 利 を 受 け 入 れ る 『 実 力 』 」 に つ い て 、 あ な た は ど の よ う

に 考 え ま す か 。 あ な た の 経 験 を も と に し て 、 百 字 以 上 百 二 十 字 以 内 で 書 き な さ い 。

ゆ う り ノ ー ト に ま と め た よ う に 、 Ａ の 文 章 は 「 技 術 の 発 展 」 に つ い て 書 い て あ っ た ね 。

あ お い そ う だ ね 。 Ａ の 文 章 で は 、 具 体 例 と し て ナ イ フ と 電 動 え ん ぴ つ 削 り が 挙 げ ら れ て い て 、

そ こ で は 、 技 術 の 「 よ い 面 」 と 「 悪 い 面 」 が 示 さ れ て い た よ 。 Ｂ の 文 章 は ど う か な 。

ゆ う り Ｂ の 文 章 で 出 て き た Ａ Ｉ も 「 技 術 の 発 展 」 の 一 つ だ ね 。 技 術 が ど ん ど ん 発 展 し て 、 頭 脳

労 働 の 現 場 で も 、 便 利 に 使 わ れ て い る と い う こ と だ ね 。 Ｂ の 文 章 で は 、 Ａ Ｉ 記 者 の 評 判

が と て も い い と い う こ と が 書 か れ て い た よ 。

あ お い Ｂ の 文 章 で は 、 Ａ Ｉ の 「 悪 い 面 」 に つ い て は あ ま り 書 か れ て い な か っ た よ う に 思 う け れ

ど 、 本 当 に 「 悪 い 面 」 は な い の か な 。 確 か に 、 ベ テ ラ ン の 記 者 た ち は Ａ Ｉ を 上 手 に 使 っ

て う ま く い っ て い る か も し れ な い け れ ど 、 新 人 の 記 者 た ち は 単 調 な 記 事 の 仕 事 で も Ａ Ｉ

に 任 せ ず に 自 分 で 取 り 組 ん だ ほ う が 、 記 者 と し て の 勉 強 に な る と も 言 え る ん じ ゃ な い か

な 。

ゆ う り Ａ の 文 章 で は 、 最 後 に 、 「 便 利 を 受 け 入 れ る 『 実 力 』 を 身 に つ け る 必 要 が あ る 」 と ま と め

ら れ て い た ね 。 そ の こ と を し っ か り と 考 え て み る こ と が 大 事 だ と い う 気 が す る よ 。

問 １ Ａ の 文 章 中 の 線 部 １ に 「 古 代 」 と あ り ま す が 、 こ の 熟
じ ゅ く

語
ご

の 構 成 の 説 明 と し て 適 切 な も

の を 、 次 の ア ～ エ か ら 一 つ 選 び 、 そ の 記 号 を 書 き な さ い 。

ア 似 た 意 味 を 表 す 漢 字 を 組 み 合 わ せ て い る 。

イ 意 味 が 対
つ い

に な る 漢 字 を 組 み 合 わ せ て い る 。

ウ 上 の 漢 字 が 下 の 漢 字 の 意 味 を 修
し ゅ う

飾
し ょ く

し て い る 。

エ 上 の 漢 字 が 動 作 や 作 用 を 、 下 の 漢 字 が そ の 対 象 を 表 し て い る 。

問 ２ Ａ の 文 章 中 の 線 部 ２ に 「 『 え っ ？ ど う し て ？ 便 利 っ て い い こ と じ ゃ な い の ？ 悪

い こ と な ん て あ る の ？ 』 と 思 う か も し れ ま せ ん ね 」 と あ り ま す が 、 こ の 部 分 は 文 章 全 体 の 表 現

や 構 成 に お い て ど の よ う な 働 き を し て い ま す か 。 そ の 働 き の 説 明 と し て 適 切 な も の を 、 次 の

ア ～ エ か ら 二 つ 選 び 、 そ の 記 号 を 書 き な さ い 。

ア 会 話 文 を 用 い て 、 話 し 言 葉 で 読 者 の 素
す

直
な お

な 気 持 ち を 書 き 表 す こ と に よ っ て 、 読 者 に 文 章

の 内 容 を 身 近 に 感 じ さ せ な が ら 、 こ の 後 の 論
ろ ん

の 展
て ん

開
か い

に 対 す る 興 味 を 高 め さ せ る 働 き 。

イ 会 話 文 の 中 で 「 ？ 」 を 多 用 し 、 文 末 に 「 思 う か も し れ ま せ ん ね 」 と い う あ い ま い な 表 現

を 置 く こ と で 、 こ の 後 に 展 開 す る 論 に 全 員 が 共 感 す る 考 え は な い と 読 者 に 伝 え る 働 き 。

ウ 文 章 全 体 の テ ー マ に 関 連 し て 、 「 技 術 の 発 展 」 に つ い て の 一
い っ

般
ぱ ん

的 な 考 え 方 を は っ き り と 示

し て お く こ と に よ っ て 、 こ の 後 で 述 べ る さ ま ざ ま な 立 場 の 意 見 を き わ だ た せ る 働 き 。

エ 文 章 全 体 の テ ー マ に 関 わ る 「 便 利 」 と い う こ と に つ い て 、 筆 者 の 考 え と は 異
こ と

な る イ メ ー

ジ を あ ら か じ め 提 示 す る こ と に よ っ て 、 こ の 後 の 自 分 の 主 張 に 説 得 力 を も た せ る 働 き 。

問 ３ Ｂ の 文 章 中 の 線 部 ３ に 「 お 手 の も の 」 と あ り ま す が 、 文 章 中 に お け る こ の 言 葉 の 意 味

と し て 最 も 適 切 な も の を 、 次 の ア ～ エ か ら 一 つ 選 び 、 そ の 記 号 を 書 き な さ い 。

ア あ る 人 の 思 い ど お り に な っ て 動 く こ と 。

イ よ く 慣 れ て い て 、 得 意 と し て い る こ と 。

ウ さ し さ わ り が あ っ て で き な い こ と 。

エ し か け や 作 り 方 な ど が 複 雑 で あ る こ と 。

問 ４ Ｂ の 文 章 中 の 線 部 ４ に 「 仕 事 を 奪 わ れ る 記 者 の 側 に は 、 不 満 が 渦 巻 い て い る の で は な

い か と 推 察 し ま し た が 、 そ う で も な い よ う で す 」 と あ り ま す が 、 そ の 理 由 の 説 明 と し て 最 も 適

切 な も の を 、 次 の ア ～ エ か ら 一 つ 選 び 、 そ の 記 号 を 書 き な さ い 。

ア Ａ Ｉ 記 者 は 、 不 足 し た 労 働 力 を 補 う だ け で な く 、 間 違 い を 犯 さ な い と い う 特 長 が あ り 、

Ａ Ｉ を 導 入 し た 会 社 で は 、 記 者 た ち は 単
た ん

純
じ ゅ ん

な 作 業 だ け し て い れ ば よ く な っ た か ら 。

イ Ａ Ｉ 記 者 は 、 人 間 が プ ロ グ ラ ム し た と お り に 記 事 を 作 成 す る が 、 プ ロ グ ラ ム の 枠 組 み を

作 っ た り 、 Ａ Ｉ に よ る 記 事 を 点 検 し た り す る こ と に は 、 や は り 人 間 の 力 が 必 要 だ か ら 。

ウ Ａ Ｉ 記 者 は 、 ほ と ん ど ミ ス が な く 作 業 の 効 率 化 に 役 立 ち 、 Ａ Ｉ を う ま く 活 用 す る こ と で 、

記 者 た ち は 仕 事 の 自 由 度 が 増 し 、 よ り 重 要 な 仕 事 に 時 間 を 使 え る よ う に な っ た か ら 。

エ Ａ Ｉ 記 者 は 、 膨 大 な デ ー タ の 中 か ら 効 率 的 に 情 報 を 取 り 出 す が 、 お 天 気 や ス ポ ー ツ な ど

で 未 来 を 予 測 す る こ と は 非 常 に 難
む ず か

し く 、 Ａ Ｉ と 人 間 が 協 力 し な け れ ば な ら な い か ら 。

－3－



Ａ

 

技 術 の 発 展 
「 よ い 面 」

＝

 

便 利 さ や 快 適 さ を 得 ら れ る と い う こ と

「 悪 い 面 」

＝

 

技 術 に い 存 し て い る と 、

  

ａ

  

と い う こ と

 

便 利 を 受 け 入 れ る 「 実 力 」 を 身 に つ け る 必 要 が あ る

問 ５ ゆ う り さ ん と あ お い さ ん は 、 Ａ の 文 章 の 内 容 を 整 理 す る た め に 、 次 の よ う に 【 ノ ー ト 】 に ま

と め ま し た 。 ま た 、 Ａ ・ Ｂ の 文 章 を 読 ん で 感 じ た こ と に つ い て 、 【 ノ ー ト 】 を 見 な が ら 話 し 合

い を 行 い ま し た 。 次 の 【 ノ ー ト 】 と 【 会 話 】 を 読 み 、 後 の
（

１
）

・
（

２
）

に 答 え な さ い 。

【 ノ ー ト 】

【 会 話 】

（
１

）

 【 ノ ー ト 】 中 の ａ に 当 て は ま る 適 切 な 言 葉 を 、 「 能 力 」 と い う 言 葉 を 必 ず 使 っ て 、 四 十 字 以

上 五 十 字 以 内 で 書 き な さ い 。

（
２

）

Ａ ・ Ｂ の 文 章 や 【 会 話 】 を 読 ん で 、 「 便 利 を 受 け 入 れ る 『 実 力 』 」 に つ い て 、 あ な た は ど の よ う

に 考 え ま す か 。 あ な た の 経 験 を も と に し て 、 百 字 以 上 百 二 十 字 以 内 で 書 き な さ い 。

ゆ う り ノ ー ト に ま と め た よ う に 、 Ａ の 文 章 は 「 技 術 の 発 展 」 に つ い て 書 い て あ っ た ね 。

あ お い そ う だ ね 。 Ａ の 文 章 で は 、 具 体 例 と し て ナ イ フ と 電 動 え ん ぴ つ 削 り が 挙 げ ら れ て い て 、

そ こ で は 、 技 術 の 「 よ い 面 」 と 「 悪 い 面 」 が 示 さ れ て い た よ 。 Ｂ の 文 章 は ど う か な 。

ゆ う り Ｂ の 文 章 で 出 て き た Ａ Ｉ も 「 技 術 の 発 展 」 の 一 つ だ ね 。 技 術 が ど ん ど ん 発 展 し て 、 頭 脳

労 働 の 現 場 で も 、 便 利 に 使 わ れ て い る と い う こ と だ ね 。 Ｂ の 文 章 で は 、 Ａ Ｉ 記 者 の 評 判

が と て も い い と い う こ と が 書 か れ て い た よ 。

あ お い Ｂ の 文 章 で は 、 Ａ Ｉ の 「 悪 い 面 」 に つ い て は あ ま り 書 か れ て い な か っ た よ う に 思 う け れ

ど 、 本 当 に 「 悪 い 面 」 は な い の か な 。 確 か に 、 ベ テ ラ ン の 記 者 た ち は Ａ Ｉ を 上 手 に 使 っ

て う ま く い っ て い る か も し れ な い け れ ど 、 新 人 の 記 者 た ち は 単 調 な 記 事 の 仕 事 で も Ａ Ｉ

に 任 せ ず に 自 分 で 取 り 組 ん だ ほ う が 、 記 者 と し て の 勉 強 に な る と も 言 え る ん じ ゃ な い か

な 。

ゆ う り Ａ の 文 章 で は 、 最 後 に 、 「 便 利 を 受 け 入 れ る 『 実 力 』 を 身 に つ け る 必 要 が あ る 」 と ま と め

ら れ て い た ね 。 そ の こ と を し っ か り と 考 え て み る こ と が 大 事 だ と い う 気 が す る よ 。

問 １ Ａ の 文 章 中 の 線 部 １ に 「 古 代 」 と あ り ま す が 、 こ の 熟
じ ゅ く

語
ご

の 構 成 の 説 明 と し て 適 切 な も

の を 、 次 の ア ～ エ か ら 一 つ 選 び 、 そ の 記 号 を 書 き な さ い 。

ア 似 た 意 味 を 表 す 漢 字 を 組 み 合 わ せ て い る 。

イ 意 味 が 対
つ い

に な る 漢 字 を 組 み 合 わ せ て い る 。

ウ 上 の 漢 字 が 下 の 漢 字 の 意 味 を 修
し ゅ う

飾
し ょ く

し て い る 。

エ 上 の 漢 字 が 動 作 や 作 用 を 、 下 の 漢 字 が そ の 対 象 を 表 し て い る 。

問 ２ Ａ の 文 章 中 の 線 部 ２ に 「 『 え っ ？ ど う し て ？ 便 利 っ て い い こ と じ ゃ な い の ？ 悪

い こ と な ん て あ る の ？ 』 と 思 う か も し れ ま せ ん ね 」 と あ り ま す が 、 こ の 部 分 は 文 章 全 体 の 表 現

や 構 成 に お い て ど の よ う な 働 き を し て い ま す か 。 そ の 働 き の 説 明 と し て 適 切 な も の を 、 次 の

ア ～ エ か ら 二 つ 選 び 、 そ の 記 号 を 書 き な さ い 。

ア 会 話 文 を 用 い て 、 話 し 言 葉 で 読 者 の 素
す

直
な お

な 気 持 ち を 書 き 表 す こ と に よ っ て 、 読 者 に 文 章

の 内 容 を 身 近 に 感 じ さ せ な が ら 、 こ の 後 の 論
ろ ん

の 展
て ん

開
か い

に 対 す る 興 味 を 高 め さ せ る 働 き 。

イ 会 話 文 の 中 で 「 ？ 」 を 多 用 し 、 文 末 に 「 思 う か も し れ ま せ ん ね 」 と い う あ い ま い な 表 現

を 置 く こ と で 、 こ の 後 に 展 開 す る 論 に 全 員 が 共 感 す る 考 え は な い と 読 者 に 伝 え る 働 き 。

ウ 文 章 全 体 の テ ー マ に 関 連 し て 、 「 技 術 の 発 展 」 に つ い て の 一
い っ

般
ぱ ん

的 な 考 え 方 を は っ き り と 示

し て お く こ と に よ っ て 、 こ の 後 で 述 べ る さ ま ざ ま な 立 場 の 意 見 を き わ だ た せ る 働 き 。

エ 文 章 全 体 の テ ー マ に 関 わ る 「 便 利 」 と い う こ と に つ い て 、 筆 者 の 考 え と は 異
こ と

な る イ メ ー

ジ を あ ら か じ め 提 示 す る こ と に よ っ て 、 こ の 後 の 自 分 の 主 張 に 説 得 力 を も た せ る 働 き 。

問 ３ Ｂ の 文 章 中 の 線 部 ３ に 「 お 手 の も の 」 と あ り ま す が 、 文 章 中 に お け る こ の 言 葉 の 意 味

と し て 最 も 適 切 な も の を 、 次 の ア ～ エ か ら 一 つ 選 び 、 そ の 記 号 を 書 き な さ い 。

ア あ る 人 の 思 い ど お り に な っ て 動 く こ と 。

イ よ く 慣 れ て い て 、 得 意 と し て い る こ と 。

ウ さ し さ わ り が あ っ て で き な い こ と 。

エ し か け や 作 り 方 な ど が 複 雑 で あ る こ と 。

問 ４ Ｂ の 文 章 中 の 線 部 ４ に 「 仕 事 を 奪 わ れ る 記 者 の 側 に は 、 不 満 が 渦 巻 い て い る の で は な

い か と 推 察 し ま し た が 、 そ う で も な い よ う で す 」 と あ り ま す が 、 そ の 理 由 の 説 明 と し て 最 も 適

切 な も の を 、 次 の ア ～ エ か ら 一 つ 選 び 、 そ の 記 号 を 書 き な さ い 。

ア Ａ Ｉ 記 者 は 、 不 足 し た 労 働 力 を 補 う だ け で な く 、 間 違 い を 犯 さ な い と い う 特 長 が あ り 、

Ａ Ｉ を 導 入 し た 会 社 で は 、 記 者 た ち は 単
た ん

純
じ ゅ ん

な 作 業 だ け し て い れ ば よ く な っ た か ら 。

イ Ａ Ｉ 記 者 は 、 人 間 が プ ロ グ ラ ム し た と お り に 記 事 を 作 成 す る が 、 プ ロ グ ラ ム の 枠 組 み を

作 っ た り 、 Ａ Ｉ に よ る 記 事 を 点 検 し た り す る こ と に は 、 や は り 人 間 の 力 が 必 要 だ か ら 。

ウ Ａ Ｉ 記 者 は 、 ほ と ん ど ミ ス が な く 作 業 の 効 率 化 に 役 立 ち 、 Ａ Ｉ を う ま く 活 用 す る こ と で 、

記 者 た ち は 仕 事 の 自 由 度 が 増 し 、 よ り 重 要 な 仕 事 に 時 間 を 使 え る よ う に な っ た か ら 。

エ Ａ Ｉ 記 者 は 、 膨 大 な デ ー タ の 中 か ら 効 率 的 に 情 報 を 取 り 出 す が 、 お 天 気 や ス ポ ー ツ な ど

で 未 来 を 予 測 す る こ と は 非 常 に 難
む ず か

し く 、 Ａ Ｉ と 人 間 が 協 力 し な け れ ば な ら な い か ら 。

－4－



問２ 問１の人物が，へび毒の研究で注目された明治時代に起こったできごとの説明として正し

いものを，次のア～エから一つ選び，その記号を書きなさい。

ア 本
もと

居
おり

宣
のり

長
なが

が「古
こ

事
じ

記
き

」の研究を進め，「古
こ

事
じ

記
き

伝
でん

」を完成させた。

イ 福
ふく

沢
ざわ

諭
ゆ

吉
きち

が書いた「学問のすゝめ」が発行された。

ウ 日本とアメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

との間で日米和親条約が結ばれた。

エ 主
しゅ

権
けん

が国民にあることを定めた日本国憲法が公布された。

問３ 【会話】中の下線部②に「だれもが利用しやすくなるようにいろいろな工夫がされている」

とありますが，次の写真Ａ・Ｂは，それぞれスーパーマーケットの施
し

設
せつ

のようすを写した写

真です。写真Ａ・Ｂから一つ選び，その場所において，高れい者や障
しょう

がいのある人が利用し

やすくなるように，どのような工夫がされているか，書きなさい。

問４ 【会話】中の下線部③に「中小工場」とありますが，次の【資料１】は，2018年の日本の工

業生産における工場数，働く人の数，生産額について，大工場と中小工場の割合
わりあい

を表したも

のです。【資料１】から日本の中小工場について読み取れることを，大工場と比べて書きなさ

い。

２ のぞみさんたちは，社会科の授業で学習したことや将
しょう

来
らい

就
つ

きたい職業について，【社会科の授

業でインタビューした人の一覧
いちらん

】を見ながら話し合いをしました。次の【社会科の授業でインタ

ビューした人の一覧】と【会話】を読み，下の問１～６に答えなさい。

インタビューした人

１ 保育所で働く保育士の池田さん 

２ 大学で細きんについて研究している三木さん 

３ スーパーマーケットの店長の田中さん

４ 精密
せいみつ

部品工場で働く福田さん 

５ 市役所の地
ち

域
いき

課で働く竹下さん 

６ 米をつくる農家の原さん 

【会話】

先 生： 社会科の授業では，さまざまな働く人や仕事を取り上げて，私
わたし

たちのくらしについ

て学習してきましたね。資料は，【社会科の授業でインタビューした人の一覧】で

す。みなさん，インタビューしたことを覚えていますか。 

のぞみ： はい，覚えています。私は，保育士さんにインタビューしました。

はやと： ぼくは，大学で細きんの研究をしている 研究者の方にインタビューしました。

さくら： スーパーマーケットでは だれもが利用しやすくなるようにいろいろな工
く

夫
ふう

がさ

れていることを，見学に行ったスーパーマーケットの店長さんのお話から学びまし

た。

けんた： ぼくは，オンラインで取材した，東京の町工場で働いている福田さんが印象に残っ

ています。

のぞみ： 福田さんって人工衛星の部品を作っていた人ですよね。

けんた： そうです。福田さんの工場は 中小工場ですが，100万分の１ミリの誤差
ご さ

も許され

ない，精密な部品を作ることができる，世界にほこる技術力をもっています。

のぞみ： その技術力を生かして 外国との取り引きも行っていると話していましたよね。と

てもほこらしいな。

先 生： インタビューではいろんな仕事について知ることができましたね。それでは，みん

なは将来どんな職業に就きたいですか。

さくら： 私は 市役所の職員になって，自分が住んでいるまちをよりよくしていきたいで

す。 

問１ 【会話】中の下線部①に「研究者」とありますが，医学の分野において，明治時代にアメリ

カに渡
わた

り，へび毒の研究で注目され，その後，南米やアフリカで黄
おう

熱
ねつ

病の研究に取り組みま

したが，自身も黄熱病に感
かん

染
せん

し，なくなった人物はだれか，書きなさい。

【社会科の授業でインタビューした人の一覧】 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

Ａ Ｂ

【資料１】日本の大工場と中小工場の割合（2018年）

ず え

（日本国勢図会2021/22年版による）
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問２ 問１の人物が，へび毒の研究で注目された明治時代に起こったできごとの説明として正し

いものを，次のア～エから一つ選び，その記号を書きなさい。

ア 本
もと

居
おり

宣
のり

長
なが

が「古
こ

事
じ

記
き

」の研究を進め，「古
こ

事
じ

記
き

伝
でん

」を完成させた。

イ 福
ふく

沢
ざわ

諭
ゆ

吉
きち

が書いた「学問のすゝめ」が発行された。

ウ 日本とアメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

との間で日米和親条約が結ばれた。 

エ 主
しゅ

権
けん

が国民にあることを定めた日本国憲法が公布された。

問３ 【会話】中の下線部②に「だれもが利用しやすくなるようにいろいろな工夫がされている」

とありますが，次の写真Ａ・Ｂは，それぞれスーパーマーケットの施
し

設
せつ

のようすを写した写

真です。写真Ａ・Ｂから一つ選び，その場所において，高れい者や障
しょう

がいのある人が利用し

やすくなるように，どのような工夫がされているか，書きなさい。

                      

問４ 【会話】中の下線部③に「中小工場」とありますが，次の【資料１】は，2018年の日本の工

業生産における工場数，働く人の数，生産額について，大工場と中小工場の割合
わりあい

を表したも

のです。【資料１】から日本の中小工場について読み取れることを，大工場と比べて書きなさ

い。

 

２ のぞみさんたちは，社会科の授業で学習したことや将
しょう

来
らい

就
つ

きたい職業について，【社会科の授

業でインタビューした人の一覧
いちらん

】を見ながら話し合いをしました。次の【社会科の授業でインタ

ビューした人の一覧】と【会話】を読み，下の問１～６に答えなさい。

インタビューした人

１ 保育所で働く保育士の池田さん

２ 大学で細きんについて研究している三木さん

３ スーパーマーケットの店長の田中さん

４ 精密
せいみつ

部品工場で働く福田さん 

５ 市役所の地
ち

域
いき

課で働く竹下さん

６ 米をつくる農家の原さん 

【会話】

先 生：社会科の授業では，さまざまな働く人や仕事を取り上げて，私
わたし

たちのくらしについ

て学習してきましたね。資料は，【社会科の授業でインタビューした人の一覧】で

す。みなさん，インタビューしたことを覚えていますか。 

のぞみ：はい，覚えています。私は，保育士さんにインタビューしました。

はやと：ぼくは，大学で細きんの研究をしている 研究者の方にインタビューしました。

さくら：スーパーマーケットでは だれもが利用しやすくなるようにいろいろな工
く

夫
ふう

がさ

れていることを，見学に行ったスーパーマーケットの店長さんのお話から学びまし

た。

けんた：ぼくは，オンラインで取材した，東京の町工場で働いている福田さんが印象に残っ

ています。

のぞみ：福田さんって人工衛星の部品を作っていた人ですよね。

けんた：そうです。福田さんの工場は 中小工場ですが，100万分の１ミリの誤差
ご さ

も許され

ない，精密な部品を作ることができる，世界にほこる技術力をもっています。

のぞみ：その技術力を生かして 外国との取り引きも行っていると話していましたよね。と

てもほこらしいな。

先 生：インタビューではいろんな仕事について知ることができましたね。それでは，みん

なは将来どんな職業に就きたいですか。

さくら：私は 市役所の職員になって，自分が住んでいるまちをよりよくしていきたいで

す。

問１ 【会話】中の下線部①に「研究者」とありますが，医学の分野において，明治時代にアメリ

カに渡
わた

り，へび毒の研究で注目され，その後，南米やアフリカで黄
おう

熱
ねつ

病の研究に取り組みま

したが，自身も黄熱病に感
かん

染
せん

し，なくなった人物はだれか，書きなさい。

【社会科の授業でインタビューした人の一覧】

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

Ａ Ｂ

【資料１】日本の大工場と中小工場の割合（2018年）

ず え

（日本国勢図会2021/22年版による）
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著作権保護のため掲載していま
せん。

著作権保護のため掲載していま
せん。



問５ 【会話】中の下線部④に「外国との取り引き」とありますが，次の【資料２】は，1980年か

ら2020年までの日本の輸入品・輸出品の総額と，各年の総額にしめる割合が上位２位までの

品の輸入額・輸出額の割合を表したものです。【資料２】から読み取れることとして正しいも

のを，下のア～エから一つ選び，その記号を書きなさい。 

 

  

ア 輸出品の総額が輸入品の総額を上回ったのは2000年のみである。

イ 輸入品と輸出品それぞれについて，1980年と2020年の総額を比べると，輸入品の総

額は２倍以上に増えているが，輸出品の総額は２倍には届
とど

いていない。 

ウ 2000年における「機械類」の輸入額は１０兆円を下回っている。

エ 輸出品について，「機械類」と「自動車」を合わせた割合が総額の５０％を下回って

いるのは，1980年のみである。 

問６ 【会話】中の下線部⑤に「市役所の職員」とありますが，次の【資料３】は，市役所の主な

仕事を表したものです。【資料３】を参考にして，もしあなたが，市町村役場の職員の立場に

なったら，どのようにして住民が生き生きと安心してくらすことができるまちにしていきま

すか。あなたのくらす市町村の課題を示したうえで，その課題に対してどのような取り組み

を行いたいか，書きなさい。

３ さとしさんたちは，世界と日本の人口問題について話し合いました。次の【会話】を読み，下

の問１～４に答えなさい。

【会話】

先 生：今日は，「世界と日本の人口問題」というテーマについて話し合いましょう。

さとし：ぼくは以前，「 世界の人口増加率」という資料を見たことがあります。人口が増加

している地
ち

域
いき

があれば，減少しているところもあって，地域によってちがいがある

なと思いました。

やまと：日本や世界全体の人口はどんな状きょうなのかな。

さとし：世界全体の人口は年々増え続けているけれど， 日本は人口が年々減り続けている

ようだよ。

かずえ：私
わたし

は， 日本は世界の中で最も高れい化が進んだ国だと聞いたことがあります。働

く人がどんどん減っていって大変じゃないのかな。

まりな：そういえば，最近，病院や工場などで働いている外国人が増えていると聞いたよ。

やまと：ぼくは，コンビニやレストランで働いている外国人を見かけたよ。

先 生：そうですね。確かに私たちの身のまわりで外国人を見かける機会が増えましたね。

これからますます日本で生活する外国人が増えるかもしれませんね。

【資料３】市役所の主な仕事

① 

② 

③ 

④ 

【資料２】日本の輸入品・輸出品の総額と，上位２位までの品の輸入額・輸出額の割合

（日本国勢図会 1981年版，2001/02年版，2021/22年版より作成）
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問５ 【会話】中の下線部④に「外国との取り引き」とありますが，次の【資料２】は，1980年か

ら2020年までの日本の輸入品・輸出品の総額と，各年の総額にしめる割合が上位２位までの

品の輸入額・輸出額の割合を表したものです。【資料２】から読み取れることとして正しいも

のを，下のア～エから一つ選び，その記号を書きなさい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 
ア 輸出品の総額が輸入品の総額を上回ったのは2000年のみである。 

イ 輸入品と輸出品それぞれについて，1980年と2020年の総額を比べると，輸入品の総

額は２倍以上に増えているが，輸出品の総額は２倍には届
とど

いていない。 

ウ 2000年における「機械類」の輸入額は１０兆円を下回っている。 

エ 輸出品について，「機械類」と「自動車」を合わせた割合が総額の５０％を下回って

いるのは，1980年のみである。 

 

 

問６ 【会話】中の下線部⑤に「市役所の職員」とありますが，次の【資料３】は，市役所の主な

仕事を表したものです。【資料３】を参考にして，もしあなたが，市町村役場の職員の立場に

なったら，どのようにして住民が生き生きと安心してくらすことができるまちにしていきま

すか。あなたのくらす市町村の課題を示したうえで，その課題に対してどのような取り組み

を行いたいか，書きなさい。 
                                            

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ さとしさんたちは，世界と日本の人口問題について話し合いました。次の【会話】を読み，下

の問１～４に答えなさい。 
 

【会話】 
先 生： 今日は，「世界と日本の人口問題」というテーマについて話し合いましょう。 
さとし： ぼくは以前，「

 
世界の人口増加率」という資料を見たことがあります。人口が増加

している地
ち

域
いき

があれば，減少しているところもあって，地域によってちがいがある

なと思いました。 
やまと： 日本や世界全体の人口はどんな状きょうなのかな。 
さとし： 世界全体の人口は年々増え続けているけれど，

 
日本は人口が年々減り続けている

ようだよ。 
かずえ： 私

わたし

は，
 
日本は世界の中で最も高れい化が進んだ国だと聞いたことがあります。働

く人がどんどん減っていって大変じゃないのかな。 
まりな： そういえば，最近，病院や工場などで働いている外国人が増えていると聞いたよ。 
やまと： ぼくは，コンビニやレストランで働いている外国人を見かけたよ。 
先 生： そうですね。確かに私たちの身のまわりで外国人を見かける機会が増えましたね。 

 
これからますます日本で生活する外国人が増えるかもしれませんね。 

 

【資料３】市役所の主な仕事 
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【資料２】日本の輸入品・輸出品の総額と，上位２位までの品の輸入額・輸出額の割合

（日本国勢図会 1981年版，2001/02年版，2021/22年版より作成）
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問１ 【会話】中の下線部①に「世界の人口増加率」とありますが，次の【地図】は，各国・地域

の人口増加率を表したものです。【地図】から読み取れることとして正しいものを，下の  

ア～エから一つ選び，その記号を書きなさい。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア オーストラリアの人口増加率は，0％以上 1.0％未満である。 

イ アメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

の人口増加率は，日本に比べて低い。 

ウ ユーラシア大陸では，西の方に人口が減少している国がいくつか見られる。 

エ アフリカ大陸においてのみ，人口増加率が 2.0％以上の国が存在
そんざい

する。 

 

問２ 【会話】中の下線部②に，「日本は人口が年々減り続けているようだよ」とありますが，次

の【資料１】は，四国４県の2005年から2020年までの人口，世帯数の合計，１世帯あたりの

人数別の世帯数の推
すい

移
い

を表したものです。四国４県では人口が減少しているのに世帯数は増

加していますが，その理由として考えられることを，【資料１】を見て書きなさい。 

 

 

 人口 

(人) 

世帯数 

の合計 

１世帯あたりの人数別の世帯数 

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 

2005年 4,086,457 1,577,503 445,711 460,590 295,179 234,783 141,240 

2010年 3,977,282 1,601,878 490,835 479,380 292,631 220,142 118,890 

2015年 3,845,534 1,611,228 537,717 487,371 281,920 200,717 103,503 

2020年 3,696,171 1,627,691 597,028 498,129 269,039 178,863 84,632 

 （注）世帯…住まいや生活をともにしている人の集まりのこと。 

【資料１】四国４県の人口，世帯数の合計，１世帯あたりの人数別の世帯数の推移 

（総務省の資料による） 

 

 

問３ 【会話】中の下線部③に，「日本は世界の中で最も高れい化が進んだ国」とありますが，そ

の発言の根きょを示す資料として用いるのに最も適切なものを，次のア～エから一つ選び，

その記号を書きなさい。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ア 主な国の高れい者人口の割合の変化 イ 日本の平均寿
じゅ

命
みょう

の変化 

厚（）成作りよ料資の合連際国びよお料資の省務総（
こう

生
せい

労働省の資料より作成）

ウ 主な国の出生率の変化 エ 日本の年れい別人口の割合（2015年） 

（内
ない

閣
かく

府の資料より作成） （総務省の資料より作成）
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【地図】各国・地域の人口増加率

（注）人口増加率は，2010年から 2015年までの各年の平均値
ち

。
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問１ 【会話】中の下線部①に「世界の人口増加率」とありますが，次の【地図】は，各国・地域

の人口増加率を表したものです。【地図】から読み取れることとして正しいものを，下の  

ア～エから一つ選び，その記号を書きなさい。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア オーストラリアの人口増加率は，0％以上 1.0％未満である。 

イ アメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

の人口増加率は，日本に比べて低い。 

ウ ユーラシア大陸では，西の方に人口が減少している国がいくつか見られる。 

エ アフリカ大陸においてのみ，人口増加率が 2.0％以上の国が存在
そんざい

する。 

 

問２ 【会話】中の下線部②に，「日本は人口が年々減り続けているようだよ」とありますが，次

の【資料１】は，四国４県の2005年から2020年までの人口，世帯数の合計，１世帯あたりの

人数別の世帯数の推
すい

移
い

を表したものです。四国４県では人口が減少しているのに世帯数は増

加していますが，その理由として考えられることを，【資料１】を見て書きなさい。 

 

 

 人口 

(人) 

世帯数 

の合計 

１世帯あたりの人数別の世帯数 

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 

2005年 4,086,457 1,577,503 445,711 460,590 295,179 234,783 141,240 

2010年 3,977,282 1,601,878 490,835 479,380 292,631 220,142 118,890 

2015年 3,845,534 1,611,228 537,717 487,371 281,920 200,717 103,503 

2020年 3,696,171 1,627,691 597,028 498,129 269,039 178,863 84,632 

 （注）世帯…住まいや生活をともにしている人の集まりのこと。 

【資料１】四国４県の人口，世帯数の合計，１世帯あたりの人数別の世帯数の推移 

（総務省の資料による） 

 

 

問３ 【会話】中の下線部③に，「日本は世界の中で最も高れい化が進んだ国」とありますが，そ

の発言の根きょを示す資料として用いるのに最も適切なものを，次のア～エから一つ選び，

その記号を書きなさい。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ア 主な国の高れい者人口の割合の変化 イ 日本の平均寿
じゅ

命
みょう

の変化 

厚（）成作りよ料資の合連際国びよお料資の省務総（
こう

生
せい

労働省の資料より作成）

ウ 主な国の出生率の変化 エ 日本の年れい別人口の割合（2015年） 

（内
ない

閣
かく

府の資料より作成） （総務省の資料より作成）
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（国際連合の資料による） 

【地図】各国・地域の人口増加率

（注）人口増加率は，2010年から 2015年までの各年の平均値
ち

。

2.0％以上 1.0％以上 2.0％未満 0％以上 1.0％未満 減少 資料なし

－10－



 

 

問４ 【会話】中の下線部④に「これからますます日本で生活する外国人が増えるかもしれません

ね」とありますが，次の【資料２】は，2010年から2020年までの日本で生活している外国人

数の変化について表したものであり，【資料３】は，2020年における日本で生活している外国

人の国別人数の割合について表したものです。日本で生活する多くの外国人とともにくらし

ていくために，どのようにしていくことが必要だと思いますか。あなたがしようと思うこと

を具体的に示しながら，８０字以上１００字以内で書きなさい。 
 
                                             
 
 
 
 
 
 

ず え

（日本国勢図会2020/21年版による）

【資料２】日本で生活している外国人数の変化

ちょう

（出入国管理庁の資料による）
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【資料３】日本で生活している外国人の国別人数の割合（2020年）
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