
第１回 解説・出題の狙い 
 

 解説中の【Ａ】【Ｂ】【Ｃ】【Ｄ】は正答率及び得点率を表しています。【Ａ】は 76％以上、【Ｂ】は 75～51％ 

 【Ｃ】は 50～26％【Ｄ】は 25％以下となります。参考にしてみてください。 

 

１  

問１ 【Ｂ】室町幕府３代将軍足利義満は、中国の貨幣を輸入し幕府の収入を増やそうと考え、明との貿易を 

始めました。 

 

問２ 【Ｄ】2020 年現在，世界の人口の約 6 割がアジアであることは常識的事項なので，（オ）を選びます。  

次に，（オ）を基準にして，今後の人口の増減を予測します。医療衛生環境の改善で，アフリカの 

人口爆発（人口急増）が予測することができますので，（オ）【2020年】よりもアフリカの比率が 

上がっている（ア）・（イ）・（ウ）が 2050年の候補として絞ることができます。中国・インド・イ 

ンドネシア・パキスタン・バングラデシュなどを抱えるアジアが，これからの 30年間で，世界の 

人口の比率が 10％以上も下がることは現段階では予測されないので，2050年の人口予測の図は 

（ウ）となります。 

 

問３ 【Ｃ】那覇の漢字に注意しましょう。 

 

問４ 【Ａ】1543年、ポルトガル人を乗せた中国船が鹿児島県の種子島に流れ着き、一説にはこのとき日本 

に鉄砲が伝わったとされています。 

 

問５ 【Ｂ】鑑真が来日したのは 753年で、このとき日本は奈良時代でした。選択肢の（ア）（イ）（エ）はい 

ずれも飛鳥時代の出来事です。 

 

問６ 【Ｃ】平家物語は鎌倉文化を代表する軍記物ですので、鎌倉時代に起きた出来事を時代順に並べ替えま 

しょう。鎌倉幕府においては、（イ）初代将軍頼朝亡き後、北条政子が実権を握り、その後起きた 

承久の乱を受けて（エ）京都に六波羅探題が置かれます。その後、３代執権北条泰時により（ア） 

御成敗式目が制定されました。これは武士がつくった最初の法律で、武士の慣習や道徳にもとづく 

現実的なものであったため、その後の武家政治における法律の手本となります。最後に、８代執権 

北条時宗のとき、（ウ）二度にわたり元が襲来しました（元寇）。 

 

問７ 【Ｂ】新井白石は、６代将軍家宣、７代将軍家継に仕え、政治の立て直しに努めました。同じように、 

幕府の政策に関わった人物についての正誤問題です。この問題では、「誤っているもの」を選ぶの 

で、間違えないようにしましょう。（ウ）の井伊直弼は幕末の大老で、日米修好通商条約を結んだ 

人物ですので、説明文と整合しません。株仲間の解散を命じた人物としては、天保の改革での水野 

忠邦が著名です。 

 

問８ 【Ａ】リード文に「（現在の鹿児島県）」とヒントがあるので、薩摩が正解となります。 

 

問９ 【Ｄ】図をみると、人々の衣装や手に持っている小道具・楽器などが一目見て異国風（中国風）である 

ことがわかります。幕府は江戸にやってくる琉球使節に対し、あえて異国風の服装をさせて目立た 

せ、民衆の目にふれさせることで、民衆に対し幕府の支配地域の広さをアピールして権威を示そう 

としました。今回は、大名の参勤交代やオランダ風説書についての説明と混合した誤答がみられま 

した。問題文の中にはたくさんヒントが書いてあるので、初見資料が出てきた際も、落ち着いてよ 

く問題文を読み、問われていることをきちんと捉えて回答できるようにしましょう。 

 

問 10 【Ａ】沖縄の伝統工芸は紅型なので（イ）。（ア）の大島は奄美大島（鹿児島県）であることに注意しま

しょう。 

 



問 11 【Ａ】日本の内閣制度は 1885年に制定され、初代内閣総理大臣には伊藤博文が就任しました。「藤」 

「博」の漢字間違いが散見されますので、語句は何回も手で書いて練習しましょう。 

 

問 12 【Ｂ】郵政は民営化されたため、正解は（エ）となります。地方公共団体は住民の生活に密着したさ 

まざまな仕事を行っています。郵便業務（郵政）はもともと国営でしたが、2007年に民営化され 

ました。 

 

問 13 【Ｂ】佐藤栄作内閣のもと、戦後アメリカに占領されていた沖縄は 1972年に返還されました。 

 

問 14 【Ｂ】沖縄が本土に復帰した 1972年当時，全国の米軍専用施設面積に占める沖縄県の割合は約 58.7 

％でした。本土で米軍基地の整理・縮小が沖縄県よりも進んだ結果，現在では，国土面積の約

0.6％しかない沖縄県に，全国の米軍専用施設面積の約 70.6％が集中しています。 

 

問 15 【Ｂ】誤っているものは（ア）。比較三原則は 1967年に佐藤栄作首相が初めて表明し国会で採択され 

た日本政府の政策ですが、日本国憲法には明記されていません。 

 

問 16 （１）【Ｄ】沖縄本島，対馬，西表島，屋久島の地図上の位置が把握していることが大切です。対馬は 

        長崎県で，四島の中では北部に位置するので，冬季の平均気温が低くなる（ア）。屋久島は 

        鹿児島県であり，四島の中では二番目に北部に位置し，年間降水量が多いという特徴もある 

        ので，（ウ）。西表島は，四島の中では南部に位置し，冬季の平均気温が高くなる上に，8～ 

11月に台風の通り道として降水量が多くなっているので，（エ）。残る一つ（イ）が沖縄本 

島となります。 

（２）【Ａ】（ア）2回に玄関を設けているのは降雪量の多い地域の特徴であり，沖縄の特徴ではあ 

りません。 

 

問 17 【Ｃ】沖縄県は本土から離れた島々で構成されている上に，本島には米軍基地も展開されているため， 

工業(第 2次産業)が停滞気味です。一方で，観光業や基地関係での就業者もいることから第 3次産

業が全国平均を大きく上回っています。よって，正解は（エ）。神奈川県は，四道県の中では，最

も工業（第 2次産業）が栄え，人口も多く，農業用地が少ないことから第 1次産業就業者も少ない

ので（イ）。高知県と北海道の明確の違いは，高知県に比べ北海道の方が札幌という大都市を持ち，

また，北海道は観光業がさかんなことから，第 3次産業の比率が高い方の（ウ）が北海道で，残り

（ア）が高知県となります。 

 

問 18 【Ａ】小豆は北海道以外にも，兵庫県や岩手県などで栽培されています。また，小豆は砂糖の原料で

はないので，（ア）は誤りとなります。 

 

問 19 【Ｄ】沖縄県では，ビニルハウスを利用しないでも温暖な気候をいかして，促成栽培を行うことが可 

能です。施設に利用する金を輸送費に回しても利益が出るので，（ア）が正しい文章となります。 

沖縄県では，珍しい野菜や花も生産されていますが，マンゴーや菊などは他県でも栽培されてい 

ますので，（イ）の文章は「のみ」が誤りとなります。（エ）は抑制栽培（おそづくり）に関する

記述で，沖縄県は該当しません。 

 

問 20 （１）【Ｃ】晃じいの最後のセリフから、「伝統的」な焼畑農業は、しっかりと土地を休ませることで、 

        自然と共存してきたことがわかります。しかし、人口が増加することで食料を増産する必要 

が生じ、土地を休ませることなく焼畑を繰り返す可能性があります。その結果、無計画な焼 

畑農業が自然を破壊することになりかねないことを説明しましょう。 

   （２）【Ｂ】人口増加が与える影響として、すべてに共通する課題が資源（エネルギー、食料、水）の 

枯渇が挙げられます。SDGsの達成が難しくなる理由を、資源の枯渇と結びつけて解答をま 

とめると答えやすいでしょう。 

 



第３回 解説・出題の狙い 

 

 解説中の【Ａ】【Ｂ】【Ｃ】【Ｄ】は正答率及び得点率を表しています。【Ａ】は 76％以上、【Ｂ】は 75～51％ 

 【Ｃ】は 50～26％【Ｄ】は 25％以下となります。参考にしてみてください。 

 

１ 地理分野についての問題 

問１ （１）【Ａ】【地図１】の２都府県が分からなくても、解けなければならない基本問題です。この設問に 

よりＡが新潟県、Ｂが長野県と分かります。 

   （２）【Ａ】【地図２】のＣの八郎潟やＤのリアス式海岸の様子から、Ｃが秋田県、Ｄが岩手県と分かれ 

ば、答えが導き出せます。 

   （３）【Ｃ】日本の交通に関する設問です。【地図３】のＥが大分県、Ｆが宮崎県と分かれば、答えが導 

き出せますが、九州新幹線の路線についての知識が必要となります。 

   （４）【Ｂ】ここまでで、Ｃ・Ｄ・Ｅ県が分かれば、選択肢を検討し、答えが導き出せます。 

（５）【Ｃ】この論述問題も、ＢとＦの県が特定できれば、基本的な問題となります。あとは問題文に 

あるように「気候をいかした」や「比較して」に対応する形で書けているかどうか説明力が問 

われていきます。 

 

問２ （１）【Ｄ】産出量に注目すると、Ｃが激減していることから石炭と分かります。国内の炭鉱は、安い 

輸入石炭と競争できず、多くが閉山しています。残るＡとＢを比べると、輸入量の違いが明ら 

かになります。1970年代におきた石油危機以降、日本では石油中心のエネルギー資源の体制 

からの変更がはかられ、積極的に天然ガスや原子力が導入されました。また、東日本大震災後 

に原発が停止する中で、天然ガスは火力発電用の輸入が増えているので、Ａが天然ガス、Ｂが 

原油となります。表の理解よって正答率に差が付いています。 

（２）【Ａ】各都道府県の工業の特色を思い浮かべ、また、表中Ａ～Ｄの特色ある部分に注目します。 

    Ａには，他にはない「印刷」が上位にあることから東京都と分かります。Ｂ・Ｃ・Ｄにはいず 

れも食料品があるが、３都道府県を比べた際に、北海道が有数であることからＤとなります。 

ＢとＣは１位の項目を比べると、Ｂが岡山県、Ｃが山形県となります。 

 

問３ （１）【Ａ】日常生活で関心を持っていれば、容易な問題となります。 

   （２）【Ｂ】時事問題となります。こちらも、身近な問題で、プラスチック製買い物袋の有料化（レジ 

袋有料化）については、受験生の皆さんも経験していることと思います。 

 

２ 学校の歴史についての問題 

問１ １【Ｄ】太平洋戦争中、労働力不足にともない子どもたちを軍需工場で働かせました。文系の大学生を 

出兵させた学徒出陣と間違えないようにしましょう。（別解：学徒動員・学徒勤労動員） 

   ２【Ｃ】リード文を読むと、昭和初期に農家を困窮させた出来事を記す必要があることが分かります。 

昭和恐慌も考えられますが、「ニューヨーク」をヒントに、世界恐慌と答えましょう。 

 

問２ （１）【Ｂ】『学問のすゝめ』の筆者は、福沢諭吉です。漢字を間違えないで書きましょう。 

   （２）【Ｂ】明治初期、学校制度が始まっても就学率は低く、また学生反対一揆も発生していました。 

この背景には、家庭が授業料を負担せねばならなかったこと、そして、子どもたちが家庭にと 

って重要な労働力であるため、学校に通わせたくなかったことがあります。「仕事の手伝い」 

「家の手伝い」「農作業」でも正解です。 

 

問３ 【Ｃ】並べ替え問題。年号で覚えるのではなく、時代の大きな流れをとらえる学習をしましょう。 

（ウ）は参勤交代であり、幕藩体制が整えられた頃の出来事です。その後、幕府は財政難に陥るよ 



うになりました。これに対して、（ア）享保の改革のような改革が行われるようになりました。さ 

らに、１９世紀に入ると外国船が接近するようになり、ロシア船やアメリカ船がやってくる中、（エ） 

 日米修好通商条約を結びました。外国船の接近以降、日本国内は混乱するようになり、（イ）大政 

 奉還で幕府は政権を朝廷に返上し、その後滅亡しました。  

 

問４ 【Ｃ】寺子屋も学校も教育機関ですが、そこでの学び方は大きく異なりました。【寺子屋の様子】を 

見ると、机も整列しておらず、子どもたちは好き勝手に、様々な方向を向いて学習していることが 

分かります。一方で【明治時代の学校の様子】を見ると、子どもたちはみんな、先生の方向を向い 

て学習していることが分かります。この違いに注目して、寺子屋と明治時代の学校での学び方を説 

明しましょう。なお「どのように違うのか」とあるので、記述をする際は寺子屋での学び方と明治 

時代の学校での学び方、両者を書きましょう。 

 

問５ 【Ｂ】（ウ）の班田収授法は、６歳以上の男女に口分田を与えるものでした。 

 

問６ 【Ａ】「有力守護大名の争い」「戦国時代が始まるきっかけ」などをヒントに、応仁の乱を導き出しまし 

ょう。 

問７ 【Ｃ】（ア）三内丸山遺跡は青森県にあります。（イ）干鰯を肥料として利用するようになるのは、江 

戸時代です。（ウ）江戸時代の農具に関する説明ですが、千歯こきは脱穀用の道具、千石どおしは 

選別用の道具です。 

 

３ 障がいの社会モデルについての問題 

問１ 【Ａ】まずは、大問３全体を通じてのテーマである「障がいの社会モデル」を理解できているかにつ 

いて問うています。障がいの社会モデルとは、本文にある通り、社会に数多くある障がいについ 

て、その原因を個人に求めるのではなく、社会制度などの社会全体について求めていこうという 

考え方です。つまり、障がいの解決のためには個人の努力ではなく、社会の支えが必要です。 

      選択肢に出てくる人々は、すべて何らかの障がいを抱えている人々です。このうち、治療(個人 

の努力)ではなく、社会制度の変革による障がいの解消について述べているのは、(イ)のみとなり 

ます。 

 

問２ 【Ｂ】この問いは「障害の社会モデル」の具体例についての問題です。障害の社会モデルの大きな意 

義は、他人に理解されがたい障がいについて、多くの人が考えることにあります。 

      この問題にユニバーサルデザインの観点から取り組んでいるのが、地下鉄の路線図です。答え 

自体は、資料を見れば分かるとおりです。この問題は資料の読み取りとともに、問４に向けて 

ヒントを与えることも目的となっています。 

 

問３ 【Ｂ】この問いは、なぜ「障害の社会モデル」といった取り組みをしていかなければならないのか、 

という疑問について倫理的な観点から考える問題です。公民分野では常識的な単語ですから、確 

実に答えてほしい問題です。 

 

問４ 【Ｂ】この問題は、ここまでの「障害の社会モデル」に関する問いを踏まえて、では自分だったらど 

うするか？という主旨の問題です。現代社会では、とかく「自己責任」が求められがちですが、 

自己の努力だけでは解決できない社会課題も数多くあります。 

      女子校ということもあり、本校の生徒はジェンダー平等について、関心が高い傾向がありま 

す。また SDGsからも分かるように、このジェンダー平等という社会課題は世界的な課題でもあ 

ります。この社会課題を解決するために、「社会は」どう変わっていくべきなのか、について考え 

てほしいという問題です。 

 


