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注意事項 

１  この問題用紙は「解答始め」の合図があるまで開かないこと。 

２ 「解答始め」の合図の後，解答を始める前に，解答用紙４枚の所定の欄すべてに受 

験番号を記入すること。 

３  解答は解答用紙の所定の解答欄に記入すること。 

４  解答用紙にはマス目が入っている。句読点は 1 マス使用するなど原稿用紙の慣用的 

な書き方に従い，横書きで記入すること。 

５  解答の下書きには別配布する白紙を使用すること。 

６  試験終了後，解答用紙４枚を回収する。この問題用紙と下書き用紙は持ち帰っても 

よい。 
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  問１  

 

図表 1 と図表 2 は，2015 年の各国の年齢階級別人口ピラミッドと世界の人口・年齢構成の推移

を表したものである。これらの図表を見て，後の設問１と設問２に答えなさい。 

 

 

 

  

  

 

図表 1 2015 年時点の各国の年齢階級別人口ピラミッド（単位千人） 

（総務省統計局「世界の統計 2017」より作成） 
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図表 2 世界の人口・年齢構成の推移（1950〜2050）＊2020 年以降は推計 

注）従属人口とは，15 歳未満の年少人口と 65 歳以上の老年人口を合計した人口。 従属人口以外の人口は生産年齢人口。 

        中位年齢とは, 人口を年齢順に並べ，その中央で全人口を 2 等分する境界点にある年齢。 

（総務省統計局「世界の統計 2017」より作成） 

 

 

 

 

設問１ 

 図表 1 と図表 2 から読み取れることを 300 字程度でまとめなさい。 

 

 

設問２ 

 図表 1 と図表 2 を参考に，人口・年齢構成の変化が将来の日本の社会にもたらすと予想される

課題について，経済や生活の観点からあなたの考えを 450 字程度で述べなさい。 

 

総人口 従属人口(%) 総人口 従属人口(%)

(1,000人)
女性
(%)

15歳
未満

65歳
以上 (1,000人)

女性
(%)

15歳
未満

65歳
以上

年次 世界 先進国

1950 2,525,149 50.1 … 34.3 5.1 23.5 812,989 52.3 … 27.4 7.7 28.5

1960 3,018,344 50.0 1.8 37.1 5.0 22.6 914,951 52.0 1.2 28.2 8.5 29.5

1970 3,682,488 49.9 2.0 37.6 5.3 21.5 1,007,682 51.7 1.0 25.9 9.9 30.6

1980 4,439,632 49.8 1.9 35.4 5.8 22.5 1,081,844 51.6 0.7 22.5 11.7 31.9

1990 5,309,668 49.7 1.8 32.9 6.1 24.0 1,144,463 51.5 0.6 20.5 12.5 34.4

2000 6,126,622 49.7 1.4 30.2 6.8 26.3 1,188,812 51.4 0.4 18.2 14.3 37.3

2010 6,929,725 49.6 1.2 26.7 7.6 28.5 1,233,376 51.4 0.4 16.4 16.1 40.0

2020 7,758,157 49.6 1.1 25.5 9.3 30.9 1,266,360 51.3 0.3 16.4 19.4 42.2

2030 8,500,766 49.6 0.9 23.6 11.7 33.1 1,283,920 51.2 0.1 15.9 23.0 44.1

2040 9,157,234 49.7 0.7 22.1 14.2 34.6 1,287,935 51.1 0.0 15.4 25.2 45.4

2050 9,725,148 49.7 0.6 21.3 16.0 36.1 1,286,422 51.0 0.0 15.7 26.5 45.1

年次 開発途上国 日本 

1950 1,712,161 49.0 … 37.6 3.8 21.4 84,115 51.0 … 35.4 4.9 22.2

1960 2,103,393 49.2 2.1 41.0 3.5 20.0 94,302 50.9 1.1 30.2 5.7 25.6

1970 2,674,806 49.2 2.4 42.0 3.5 18.8 104,665 50.9 1.0 24.0 7.1 29.0

1980 3,357,789 49.2 2.3 39.6 4.0 19.9 117,060 50.8 1.1 23.5 9.1 32.5

1990 4,165,205 49.2 2.2 36.3 4.3 21.7 123,611 50.9 0.5 18.2 12.1 37.7

2000 4,937,810 49.2 1.7 33.0 5.0 24.0 126,926 51.1 0.3 14.6 17.4 41.5

2010 5,696,349 49.2 1.4 28.9 5.8 26.4 128,057 51.3 0.1 13.2 23.0 45.0

2020 6,491,797 49.2 1.3 27.2 7.4 29.1 124,100 51.5 -0.3 11.7 29.1 48.9

2030 7,216,847 49.3 1.1 25.0 9.7 31.3 116,618 51.8 -0.6 10.3 31.6 52.7

2040 7,869,299 49.4 0.9 23.2 12.4 33.2 107,276 51.9 -0.8 10.0 36.1 54.9

2050 8,438,726 49.5 0.7 22.2 14.4 34.9 97,076 51.9 -1.0 9.7 38.8 56.0

年平均
増減
（%）

中位
年齢
(歳)

年平均
増減
（%）

中位
年齢
(歳)
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 問２  

 

次の文章を読み，後の設問１と設問２に答えなさい。 

 

『ゴジラ』（注１）という映画は，1954 年秋に封切りされている。わたしは，その前の年の 5 月に

生まれた。だから，『ゴジラ』を映画館で見たわけではないし，第五福竜丸事件についても多くを

知らなかった。 

この年の 3 月 1 日，南太平洋のビキニ環礁で，アメリカは水爆実験をおこなっている。広島型

原爆にして約千個分の威力をもつ水素爆弾ブラボーは，ビキニ環礁に造られた人工の島で爆発さ

せられた。発生した火の玉は直径 5 キロ，人工島は消滅し，サンゴ礁には直径約 2 キロ，深さ 60

メートルのクレーターができた。このとき，日本のマグロ漁船・第五福竜丸をはじめとして，千

隻を越える漁船が被爆している。第五福竜丸の無線長が亡くなったのは，半年後のことだ。しか

し，実際の被爆者は 2 万人を越えるといわれている。巧妙に幕が引かれたといい，その全貌はま

るで明らかにはされていない。 

『ゴジラ』の背後には，この第五福竜丸事件が見え隠れしている。そして，皮肉なことには，

いや，おそらくは見えない政治学のゆえに，日本国家はまさにこの 1954 年に，「原子力の平和利

用」に向けて最初の一歩を踏み出したのである。 

『ゴジラ』という映画は，いくつもの巨大な災厄の影に覆われていた。この巨大な災厄を鎮め

るための犠牲というテーマが，くりかえし姿を現わした。生け贄
にえ

の島の娘と，ゴジラに蹂躙
じゅうりん

され

逃げ惑う東京の人々，そして，最後にオキシジェン・デストロイヤーという，原爆を超える最終

兵器を特攻兵士のように抱いて，ゴジラを消滅させる化学者の芹沢。原水爆も，ゴジラも，人智

を超えた巨大な災厄として眺められている。と同時に，科学やテクノロジーにたいする牧歌的な

信頼は，いまだたしかに存在したのではなかったか。 

ところで，アメリカはビキニ環礁を含むマーシャル諸島において，67 回の地上または大気圏で

の核実験をおこなっている。見えないゴジラは，南太平洋から日本列島へと，すくなくとも数回，

数十回にわたって来襲していたのである。太平洋はたっぷり汚染されて，わたしたちは汚れたマ

グロをたっぷり喰らっていたのではなかったか。思えば，わたしが子どもの頃には，「放射能の雨

に当たると，頭がはげるぞ」と，冗談めかして，大人たちから脅かされたものだ。 

わたしたちは核に関して，いまだに，知らないことが，知らされていないことが膨大に存在す

るのだということだけは，記憶に留めておこう。 

それから，30 年の歳月を経て制作された，アニメ版『風の谷のナウシカ』（注２）（1984 年 3 月 11

日封切り）のなかにも，災厄と犠牲のテーマが見いだされる。しかし，その肌触りはまったく異

なっている。『ゴジラ』が，あくまでも近代という時間のなかに閉じこめられていたのにたいして，

『風の谷のナウシカ』はきわめて複雑にして繊細な，まさしく近代のかなたに向けての眼差しや

世界観に支えられていた。 
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風の谷の人々にとって，押し寄せてくる王蟲
お う む

の大群はまさに大海嘯
お お つ な み

であった。王蟲の怒りは大

地の怒りと信じられた。「火の 7 日間」と呼ばれる核戦争によって，巨大文明は崩壊し，荒れ果て

た大地にはどこまでも腐
ふ

海
かい

の森が広がっていた。『風の谷のナウシカ』もまた，犠牲のテーマによ

って幕が降ろされる。ナウシカという少女がみずからを犠牲として，王蟲の怒りを鎮め，風の谷

を守ったのである。その前段に置かれた，最終兵器としての巨神兵の吐く放射能の火がまったく

無力だったことは，いかにも示唆的ではある。 

たとえば，『ゴジラ』の戦略は，近代によって近代の毒を制することだった。そこには，近代科

学とテクノロジーへの絶対的な信仰が生きていた。『風の谷のナウシカ』はまさに，そうした信仰

が肥大化し暴走したはてのカタストロフィ（注３）のあとに，それでも生き永らえてゆく人類を主人

公とした，千年後の物語世界だった。 

3・11 以後の世界は，思いがけぬかたちで，いま『風の谷のナウシカ』の跡を辿
たど

りはじめている

のではないか。 

いずれであれ，『ゴジラ』と『風の谷のナウシカ』は，それぞれに予言的な映画であった。 

わたし自身は，東日本大震災のあの衝撃のなかで，『ゴジラ』を再発見したような気がしている。

『ゴジラ』が公開された，あの 1954 年に何度でも立ち戻らねばならない。 

前年には，アメリカのアイゼンハワー大統領によって，核の「平和利用」が宣言された。人類

はついに，核という「神の火」を手に入れたのである。1954 年はまさに，日本においても，複雑

な国際政治の渦中にあって，核の「平和利用」なるものへの模索が開始された年であった。東日

本大震災に遭遇して，わたしたちはそれが人間の知恵やテクノロジーによっては制御しがたい荒

ぶる力，それゆえにこそ「神の火」であったことを思い知らされたのではなかったか。はじまり

の『ゴジラ』こそが，1954 年の精神史を背負って，そこに変わらず鎮まり存在していたことに，

わたしたちはあらためて気付かされたのかもしれない。 

3・11 以後の福島の地を，しばらくは線量計を携えて歩いた。放射能も放射線も放射性物質も，

わたしたちの五感がけっして捉えることができないものであることに，どうしても違和感が拭え

ずにいる。それはいっさいの色がなく，匂いがなく，味がなく，ただ見えない不安として浮遊し

ていた。広島に降った黒い雨や，ビキニ環礁の水爆実験のあと，マーシャル諸島の島々や第五福

竜丸の甲板に降り積もった白い灰は，むしろ例外のようなものだ。 

線量計が示す頼りない数字によってしか，そこに放射性物質があることすらわからない。この

見えない不安をどのように受けとめればいいのか。この見えない不安を，とにかく見える恐怖に

なんとか置き換えようとしたとき，ゴジラという形象は分泌されたのかもしれない。第五福竜丸

の不安は見えない。日本人はおそらく，ゴジラという姿や形を獲得することによってはじめて，

「神の火」の恐怖に近づくことができたのである。 

それにしても，わたしが福島の原子力発電所が次々に爆発する映像の衝撃のもと，言葉を探し

あぐねながら，ゴジラとナウシカを選んだ直観だけは，誤りではなかったかもしれない，と思う。

ヒロシマ・ナガサキからフクシマへと，あるいはチェルノブイリからフクシマへと繋がれる，負
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のイメージ連鎖は，きっと避けがたいものだ。だからこそ，『ゴジラ』から『風の谷のナウシカ』

へと，わたしは思想の道行きを辿らねばならない，と感じている。 

『風の谷のナウシカ』，とりわけその漫画版は，まさに 21 世紀を予言した黙示録的な作品として

読み継がれてゆくはずだ。わたしたちはいずれ，この汚染された大地や森や海とともに生きる覚

悟を固めるしかないようだ。風の谷という，腐海のほとりに生きる人々の姿は，わたしたち自身

によって生きられる現実そのものとなったのだから。 

 

（赤坂憲雄『ゴジラとナウシカ―海の彼方より訪れしものたち―』より） 

 

（注１）『ゴジラ』…1954 年作。本多猪四郎監督，円谷英二特撮監督による映画。ビキニ環礁近

くに太古より眠る生物が水爆実験の放射能で巨大化し，日本を襲うという内容。怪獣映

画流行の先駆けとなった。 

（注２）『風の谷のナウシカ』…1984 年作。同名の漫画を原作にした宮崎駿監督によるアニメー

ション映画。「火の七日間」と呼ばれる最終戦争により文明は崩壊し，王蟲
お う む

などの巨大な

虫に守られた「腐
ふ

海
かい

」と呼ばれる有毒の瘴気
しょうき

を発する森に世界は覆われている。辺境に

位置する「風の谷」に住む少女ナウシカは，新たな人類の戦いに巻き込まれるが，最終

的に故郷「風の谷」を守ることに成功する。 

（注３）カタストロフィ…大災害，大惨事。 

 

 

 

 

 

 

設問１ 

ヒロシマ・ナガサキ，ビキニ環礁，そしてフクシマという現実に『ゴジラ』と『風の谷のナウシ

カ』というフィクションを筆者はどのように重ね合わせて述べていますか。本文にそくして 400

字程度でまとめなさい。 

 

 

設問２ 

本文の内容を踏まえ，現代社会が抱える諸問題（災害，戦争，環境破壊など）に基づいて創作

された小説，映画，テレビ，漫画などの作品の例を挙げ，それに対するあなたの考えを 400 字程

度で述べなさい。 
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