
 

 

令和５年度（2023年度）島根県立大学 

地域政策学部 地域政策学科 

地域経済経営コース 

 

総合型選抜（自己推薦） 

 

総合問題 
【試験時間 90分】 

 以下の注意事項をよく読んで指示に従うようにしてください。 

指示に従わない場合は、不正行為と見なしますので、注意してください。 

 

1. 解答開始の合図があるまで、問題冊子を開かないでください。許可なくこの問題冊子

を開いた場合は、不正行為と見なします。 

2. 解答時間は 90分です。 

3. 問題は、１ページから９ページです。解答開始の合図があった後、問題冊子を確認し、

印刷不鮮明な箇所等があった場合は、直ちに申し出てください。 

4. 解答用紙は２枚あり、問題冊子とは別になっています。解答は指定された解答用紙の

解答欄に横書きで記入してください。 

5. 受験番号、氏名は２枚の解答用紙の所定欄すべてに記入してください。 

6. 問題冊子の余白を下書きに利用しても構いません。 

7. 試験時間中の退出はできません。 

8. 試験終了後、問題冊子は持ち帰ってください。 

  



 

 

第１問 次の資料は、2022 年 5 月 19 日付の『日本経済新聞（電子版）』に掲載された

新聞記事である。この記事を読んで、後の問いに答えなさい。 

 

「1 ドルが 130 円になってきたら厳しい。はっきり言ってごくごく一部の輸出関係の

方を除いて困るだけです。早く政治的に動いてほしい」。4 月中旬、イオンが開いた記者

会見で、岡田元也会長が 20 年ぶりの円安水準について聞かれると絞り出すような声で

語り始めた。 

 

弟（岡田克也氏）が衆院議員のため、日ごろ政治に絡めた発言をしない岡田氏も、よ

ほど今の円安水準が①腹に据えかねているのだろう。輸入物価を押し上げる円安はスー

パーの店頭での販売価格を直撃する。それでもイオンはプライベートブランド（PB）

「トップバリュ」の価格を 6 月末まで維持することを明らかにしている。 

 

PB と円相場。日本の流通史では両者は切っても切れない縁がある。食料自給率が低

い日本にとって、 ② 円高は絶好の PB 開発のタイミングだ。 

 

第 1 次石油危機の景気低迷と③変動相場制移行による急激な円高時の 1974 年。ジャ

スコ（現イオン）は PB の即席カップ麺の「J カップ」を発売。第 2 次石油危機のイン

フレと景気低迷が重なった 1980 年には、ダイエーが本格的 PB「セービング」、西友は

「無印良品」を世に送り出した。円相場は円高に向かっていた。 

 

ただ、好景気下の円高には PB 開発は ④ になる。例えば、プラザ合意（1985 年）

による劇的な円高が訪れて過剰流動性によるバブル経済に沸くと、高額商品が飛ぶよう

に売れ、PB は④鳴りを潜めた。要するに ⑤-a 、 ⑤-b 、 ⑤-c の 3 要素がそろ

うと PB の出番となる。 

 

PB 開発の思想は今からちょうど 60 年前に出版された大ベストセラー「流通革命」

（林周二 著）に示された小売業の大規模化、近代化による経済性がもたらす物価の引

き下げの考えに合致する。とりわけ流通革命に⑥しんすいしたダイエー創業者の中内㓛

氏は「日本の物価を半分にする。売り場をすべて PB で作るのが理想だ」と宣言し、自

身を「PB 大魔王」と呼んでいた。 

 

今や PB の優劣は大手流通企業にとって、存在価値が問われるくらい重要な経営戦略

著作権保護のため、問題文は公開できません。 



 

 

に位置づけられる。メーカーが持っていた価格決定権が PB によって小売りサイドに移

る原動力になった。これも流通革命に通じている。 

 

PB はかつて、メーカーのナショナルブランド（NB）と比べ、2 割程度安いが品質が

なかなか追いついていない、といわれていた。 ⑦ 、2007 年にセブン&アイがセブン

プレミアムを発売以降、イオンはトップバリュの商品強化で対抗。2008 年の日経 MJ ヒ

ット商品番付では「トップバリュ」「セブンプレミアム」が西の横綱にランクインする

までになった。 

 

2008 年の ⑧-a による景気低迷、2011 年の ⑧-b による経済社会の不安定と日

米の金利差縮小などによる円高で PB ブームとなり、一気に市民権を得た。「PB が買い

物かごの天下取り」といった⑨せんりゅうも生まれたほどだった。 

 

2022 年度も落ち込み覚悟 

 

ところが、ここに来て PB の販売動向の雲行きが怪しくなってきた。イオンの 2021 年

度のトップバリュの売上高は 8,389 億円（前年度比 0.3%減）。セブン&アイ・ホールデ

ィングスのセブンプレミアムは 1 兆 3,800 億円（同 5.4%減）。今年度の予想を公表して

いるセブン&アイは 1 兆 3,400 億円（2021 年度比 2.8%減）とさらに落ち込みを覚悟す

る。 

 

⑩コロナ禍で「おうち時間」が多かったはずだが、苦戦する。「競争力の源泉」（井阪

隆一セブン&アイ HD 社長）と位置づける PB の足踏みは痛いに違いない。そこに今、

PB にとって相性の悪い円安が直撃。原材料の調達価格の上昇、光熱費などの高騰によ

り、競争力のある販売価格が難しくなってきている。 

 

セブンプレミアムを製造する大手食品メーカーの幹部はこう語る。「かつては、おい

しいセブンプレミアムを作るために良質な原材料の使用をセブン側が認めてくれた。セ

ブン側からも良質な原材料の使用の指示が日常的にあった。でも最近はセブン側から価

格に関する言及が増えてきた。『価格を抑えるにはどうすればよいか、考えて下さい』

と」 

 

 

著作権保護のため、問題文は公開できません。 



 

 

「価格転嫁なんて恥ずかしい」 

 

円安が PB 開発や仕入れに大きな障害として立ちはだかる初めてのケースだけに、 

⑪-a こんわくと⑪-b こんらんが各方面に広がる。岡田イオン会長は「価格転嫁なんて恥

ずかしい言葉があちこちで聞かれるがよく分からない。その前に企業努力だろう」と、

安易な値上げを強く牽制（けんせい）。PB によって価格決定権が流通業に移りつつある

中で、メーカーの NB 商品の値上げや価格転嫁が相次ぐことへの不満がにじむ。 

 

還暦を迎えた「流通革命」。円安でインフレ圧力が高まる中で流通業が目指す価格決

定権は逃げ水のごとく捕らえにくくなっている。だが、価格が安いから買うという時代

でもないはずだ。セブンプレミアムの生みの親、鈴木敏文氏は会長時代にこう語ってい

た。「価格ではない。絶対的な品質が大切だ」 

 

もともとセブンプレミアムは NB よりも 1、2 割高い商品もある。2013 年に発売した

「金の食パン」は NB の約 2 倍の価格ながら大ヒットとなった。今、セブン&アイの PB

商品に勢いが見られないのは「金の食パンのような突き抜けた商品がここ数年、出てい

ないことが原因だ」という声を社内外から聞く。 

 

令和の時代の「流通革命」と「PB 開発」のパラダイムシフトは起きるのか。今年は

「PB 大魔王」こと中内㓛氏の生誕 100 年の年でもある。円安をモノともしない突き抜

けた PB の登場を購入決定権を持つ生活者は望んでいるはずだ。 

 

（注）作問のため、掲載された文章を一部加工した。 

 

 

  

著作権保護のため、問題文は公開できません。 



 

 

問１ 下線部①「腹に据えかねる」とはどのような意味ですか。その意味について述

べたもののうち、もっとも適切なものを１つ選び、アルファベットで答えなさ

い。 

 

   A：混とんとしている 

   B：我慢ならない 

   C：心配して取り乱している 

   D：冷酷にあしらっている 

   E：冷静な様子を取り繕っている 

 

 

問２ 空欄 ② には、その直後で述べる「円高は絶好の PB 開発のタイミングだ」の

理由を端的に説明した語句が入ります。その語句として、もっとも適当と考え

られるものを１つ選び、アルファベットで答えなさい。 

 

   A：調達コストが下がる 

   B：輸出が拡大する 

   C：景気が低迷する 

   D：消費が低迷する 

   E：所得が拡大する 

 

 

問３ 下線部③「変動相場制」とはどういうことですか。その説明としてもっとも適当

と考えられるものを１つ選び、アルファベットで答えなさい。 

 

   A：通貨をあらかじめ決めた比率で交換する制度 

   B：為替市場の需給状況に応じて為替相場を決定する制度 

   C：通貨取引を行う市場を転々と移動させる制度 

   D：OPEC による石油価格管理ではなく、自由な石油取引を許す制度 

   E：株式市場で取引される株価が市況により随時変動する制度 

 

  



 

 

問４ 空欄 ④ には、下線部④とほぼ同じ意味の熟語が入ります。その熟語として最

も適当と考えられるものを１つ選び、アルファベットで答えなさい。 

 

   A：下地 

   B：下火 

   C：詭弁 

   D：火種 

   E：空疎 

 

 

問５ 空欄⑤-a、⑤-b、⑤-c に入る語句として、もっとも適切な組み合わせはどれです

か。１つ選び、アルファベットで答えなさい。 

 

選択肢 ⑤-a ⑤-b ⑤-c 

A： 円高 景気低迷期 消費者の低価格志向 

B： 円安 バブル期 消費者のブランド志向 

C： 円高 バブル期 消費者の高価格志向 

D： 円安 成長期 消費者のブランド志向 

 

 

問６ 下線部⑥は、感服し尊敬する様子を意味する言葉をひらがなで書いたものです。

この言葉を漢字で書きなさい。 

 

 

問７ 空欄 ⑦ には接続詞が入ります。もっとも適当だと考えられるものを１つ選

び、アルファベットで答えなさい。 

 

   A：したがって 

   B：ところで 

   C：つまり 

   D：たとえば 

   E：だが 



 

 

問８ 空欄⑧-a、⑧-b は、その年に起こった出来事が入ります。それぞれの空欄に入る

出来事として、最も適当な組み合わせを１つ選び、アルファベットで答えなさい。 

 

選択肢 ⑧-a ⑧-b 

A： アジア通貨危機 アメリカ・サブプライム問題の表面化 

B： リーマン・ショック 東日本大震災 

C： イラク戦争 消費税率の 10％への引き上げ 

D： バブル崩壊 アメリカ同時多発テロ 

E： 後期高齢者医療制度の開始 米中貿易摩擦 

 

 

問９ 下線部⑨を漢字に直しなさい。 

 

 

問１０ 下線部⑩では、「コロナ禍で『おうち時間』が多かったはずだが、苦戦する。」

と述べてますが、筆者は「おうち時間」が多ければ、どうなるのが自然だと主

張していると考えられますか。「『おうち時間』が多ければ、」に続いて、文を完

成させなさい。記述にあたっては 30 字以上 50 字以内でまとめること。 

 

 

問１１ 下線部⑪-a および⑪-b を漢字に直しなさい。 

  



 

 

第２問 次の資料は、2020 年 12 月 10 日付の日本国際問題研究所「高齢化社会におけ

る日本のリーダーシップ」に関する研究レポートである。この研究レポートを

読んで、後の問いに答えなさい。 

 

日本における少子高齢化は急速に加速している。65歳以上の高齢者が 2020年は 3617

万人で、総人口に占める割合は①28.7%となり、高齢者人口・高齢化率とも過去最高を

更新した 1。過去と比較すると、高齢者比率は 1950年の 5%未満から 1995年には 14％を

超え、2010年には超高齢化と定義される 21%を上回る 23%に達した。②2020年の日本の

総人口は前年比 29 万人減と減少傾向が始まっており、今後とも高齢化は加速すること

が予想される。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、高齢化比率は、③第 2

次ベビーブーム期(1971 年から 1974 年)に生まれた世代が 65 歳以上となる 2040 年に

は、35.3％に達する見込みである。 

 

④少子高齢化が社会経済にもたらす影響は多岐にわたり、さまざまな課題が表面化し

ている。高齢化による労働力不足は既に企業活動の一部に弊害をもたらしており、経済

成長に影を落としている。さらに経済不安を抱えた高齢者比率の高まりは購買力の低下

にも影響し、日本の消費市場全体の縮小にも繋がる。特に地方における人口減少は深刻

で、空き家、空き店舗、耕作放棄地等が増加しており、地方経済の負担が増大している。

⑤今後高齢化が続くと、地方自治体の行政機能をこれまで通りに維持していくことが困

難になる可能性が高い。財政面でも、増大する医療や介護費などの社会保障の給付と負

担の不均衡は深刻である。 

 

このように課題山積の日本であるが、世界に目を向けると、近い将来、同じように少

子高齢化問題に直面する国々が多くあるということに気づくはずだ。国連が掲げた⑥持

続可能な開発目標にも、高齢者に対する取り組みは各所に盛り込まれている。世界の総

人口における高齢者比率は現在 9%未満だが、2060年までに倍増し約 18％程度に達する

と予想される。現在、高齢化比率の高い国は、欧州や東アジアに多いが、今後⑦発展途

上国における高齢化傾向も顕著になる。高齢化の速度にも注目が必要だ。高齢化率が 7%

を超えて倍増の 14%に達するまでの倍加年数を比較すると、ドイツが 40 年、アメリカ

が 72年、スウェーデンが 82年と緩やかな傾向に対して、⑧日本は 24年と比較的速い。

アジア地域では、韓国が 18年、シンガポールが 20年と、今後（中略）高齢化が進む国

が目立ち 2、対策が急がれる。 

 

著作権保護のため、問題文は公開できません。 



 

 

日本が現在直面している⑨少子高齢化は、今後世界のメガトレンドとなり、多くの国

が社会経済問題として取り組むことになる。課題先進国として、日本は少子高齢化に関

する知見を他国と共有し、国際的な協力を促すことによって、この問題に取り組んでい

くべきだ。少子高齢化は負の側面だけでなく、シルバーエコノミーから生まれる新たな

可能性も秘めている。日本のリーダーシップにより、少子高齢化の光の部分にも着目し、

世界の人々の生活の質を向上させる議論を進めていきたい。 

 

高齢化政策を先導する日本は、2019年に⑩G20の議長国として、高齢化社会に対応す

る金融インクルージョンの見解を発表した。GPFI (金融包摂のためのグローバル・パー

トナーシップ)と OECD(経済協力開発機構)が共同で作成した「高齢化と金融包摂のため

の G20 福岡ポリシー・プライオリティ」3は、日本のみならず、今後高齢化が進む多く

の国においても有効なガイドラインとして参考になる。8つのテーマに基づいた提言は、

金融分野に直結するもののみならず、間接的に高齢化に関係する社会的政策も含まれて

おり、非常に包括的な内容となっている。 

 

(注)作問のため、掲載された文章を一部加工した。 

 

1 総務省 統計トピックス No.126 統計からみた我が国の高齢者（2020年 9月 20日）

https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics126.pdf 

2 内閣府 平成 30年版高齢社会白書 https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-

2018/html/gaiyou/s1_1.html 

3 G20 Fukuoka Policy Priorities on Aging and Financial Inclusion 

https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/documents/G20%20Fukuoka%20Policy%20P

riorities%20on%20Aging%20and%20Financial%20Inclusion.pdf 

 

 

問１ 下線部①から 2020年の日本の総人口（単位：万人）を求めなさい。ただし、小

数第２位を四捨五入し、小数第１位までを答えなさい。 

 

 

問２ 下線部②について、前年に比べて 2020年の日本の総人口の増減率は何％になる

かを求めなさい。ただし、小数第３位を四捨五入し、小数第２位までを答えな

さい。 

著作権保護のため、問題文は公開できません。 



 

 

 

問３ 下線部③について、第 2次ベビーブーム期に生まれた世代の 2040年時点での最

高年齢は何歳になるのか答えなさい。 

 

 

問４ 下線部④について、少子高齢化が社会経済にもたらす影響について、問題文に

即して 3つ答えなさい。 

 

 

問５ 下線部⑤について、困難になる原因を１つ答えなさい。 

 

 

問６ 下線部⑥について、持続可能な開発目標の略称をアルファベット（大文字と小

文字を区別）で答えなさい。 

 

 

問７ 下線部⑦について、発展途上国とはどのような国をいうのか説明しなさい。 

 

 

問８ 下線部⑧について、問題文の中で、最も高齢化が速いスピードで進むと想定さ

れているアジア地域の国を答えなさい。 

 

 

問９ 下線部⑨について、少子高齢化とはどのような状況か、割合という言葉を用い

て説明しなさい。 

 

 

問１０ 下線部⑩について、Ｇ20の構成国のうちＧ７を除く国名を５つ答えなさい。 

 

 

 


