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社会 ─解答と解説

【解　説】
1
問１　 A2  置き換え  比較
　 源

みなもとの

頼
より

朝
とも

が将
しょう

軍
ぐん

（征
せい

夷
い

大
たい

将
しょう

軍
ぐん

）に任命されたのは1192年、徳川慶
よし

喜
のぶ

が将軍職を返上した（大
たい

政
せい

奉
ほう

還
かん

）のは1867年ですので、「武士の世の中」は675年間ということになり、もっとも近い年数は
ウの700年となります。

問２　 A1  知識
　鎌

かま

倉
くら

幕
ばく

府
ふ

で将軍を補
ほ

佐
さ

して政治を担
たん

当
とう

する役職を「執
しっ

権
けん

」といいますが、最初は政
まん

所
どころ

の長官を
指す役職名として使われ、1203年に北条時政がこの地位につきました。
　1213年に政所と侍

さむらい

所
どころ

の長官を兼
けん

任
にん

して幕府政治を握
にぎ

った北条義時が「執権」と称
しょう

して以後、北
条氏が代々受

う

け継
つ

ぐこととなりました。
※　室町幕府で将軍を補佐した役職の「管

かん

領
れい

」と間
ま

違
ちが

えないように、注意しましょう。

問３　 A1  比較
　最初の武士のための法

ほう

律
りつ

（武家法）といわれる御
ご

成
せい

敗
ばい

式
しき

目
もく

（元号をとって「貞
じょう

永
えい

式目」とも呼
ばれています）は、1232年に北条泰

やす

時
とき

が制定しました。51か条からなり、御
ご

家
け

人
にん

の権
けん

利
り

や義務、
土地の訴

うった

えなどについて規定されています。制定されて以後、武士の世が終わるまで、大きな影
えい

響
きょう

を与
あた

えました。

問４　 A2  具体・抽象  比較
　元

げん

寇
こう

は攻
せ

めてきた元軍を追い返しただけで、土地が増えたわけではありませんので、幕府は活
かつ

躍
やく

した御家人に満足のいく恩
おん

賞
しょう

（土地）を与えることはできませんでした。
　このことは御家人の幕府に対する不満をまねくとともに（したがって、エの「幕府と御家人の
結びつきは強くなり」が誤

あやま

りです）、御家人の窮
きゅう

乏
ぼう

（生活が苦しくなること）もまねき、土地を
売ったり質

しち

入
い

れする御家人が多く出たため、幕府は質入れした土地を取り返すことができる、な
どを内容とする「徳政令（永

えい

仁
にん

の徳政令）」を1297年に出しました。

問５　 A2  分類
　足利義満の行った貿易が「日明貿易」であることに気づけば、輸入品目の「明銭」で判断でき
ます。なお、この貿易は海賊行為を働いていた「倭

わ

寇
こう

」と区別するために「勘
かん

合
ごう

」という合
あい

札
ふだ

を
用いて行われたことから「勘合貿易」とも呼ばれています。
※ アは平

たいらの

清
きよ

盛
もり

などが行った「日
にっ

宋
そう

貿易」、ウはポルトガルやスペインとのあいだで行われた「 南
なん

蛮
ばん

貿易」、エは江
え

戸
ど

時代末に開港したあと行われた貿易の輸出入品目を、それぞれあらわして
います。

問６　 B1  視点を変える  比較
　1428年に発生した「正長の土

ど

一
いっ

揆
き

」は、近
おう

江
み

国
のくに

坂
さか

本
もと

の馬
ば

借
しゃく

が起こした一揆がもととなり、京都
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社会 ─解答と解説

周辺の土民（農民）たちが蜂
ほう

起
き

（蜂
はち

がいっせいに巣を飛び立つような勢い）して酒屋や土倉、寺
院などを襲

しゅう

撃
げき

し、幕府に徳政を要求したできごとをいいます。
　馬借は馬を使って荷物を運ぶ運送業者で、鎌倉時代の末ころに登場し、初めは都市近

きん

郊
こう

の農民
が農作業の合

あい

間
ま

に行っていましたが、やがて京都への出入り口にあたる大
おお

津
つ

や坂本、淀
よど

など交通
の要地に定着するようになりました。荷車を使って荷物を運ぶ「車

しゃ

借
しゃく

」とともに、しばしば土一
揆の主勢力となりました。
※１ 　足利義政が将軍職についていたのは1449 ～ 73年のことで、この間

かん

、応
おう

仁
にん

の乱
らん

がおこりま
した（1467 ～ 77年）。なお、銀

ぎん

閣
かく

は1489年に完成しました。
※２ 　アの借

かし

上
あげ

は鎌倉時代末期にあらわれた高利貸し業者（室町時代の中期以
い

降
こう

は「土
ど

倉
そう

（→イ）」
と一

いっ

般
ぱん

的
てき

に呼ばれるようになりました）、エの飛
ひ

脚
きゃく

は、馬または徒歩で通信や連
れん

絡
らく

などの業
務をこなし、律

りつ

令
りょう

時代にはすでに登場しています。
※３ 　鎌倉時代には京都～鎌倉間を早

はや

馬
うま

で連
れん

絡
らく

する「鎌倉（六
ろく

波
は

羅
ら

）飛
ひ

脚
きゃく

」がみられ、江戸時代
には制度として発達（大名飛脚、町飛脚など）しましたが、1871年、郵

ゆう

便
びん

制度が採用された
ことによって廃

はい

止
し

されました。

問７　 A3  具体・抽象  比較
　1573年に足利義

よし

昭
あき

を京都から追放して室町幕府を滅ぼした人物は、織田信長です。ア～ウは信
長の事

じ

績
せき

（行ったことがら：イは「楽
らく

市
いち

・楽
らく

座
ざ

」を説明しています）について述べていますが、
エは、信長の後を継

つ

いだ豊臣秀
ひで

吉
よし

の政
せい

策
さく

について述べています。

問８
⑴　 A2  比較
　｢享

きょう

保
ほう

の改
かい

革
かく

｣を行った８代将軍の徳川吉
よし

宗
むね

（→問10）は紀
き

州
しゅう

藩
はん

（和歌山県）の出身ですので「ア」
が誤りです。また、「最後の将軍」徳川慶

よし

喜
のぶ

も水戸の徳川家の出身ですので、御三家から将軍を
出していないのは「尾

お

張
わり

徳川家」となります。

⑵　 A1  比較
　江戸幕府の最高職で、老中の上に必要に応じて臨

りん

時
じ

に置かれた役職を「大老」といい、石高10
万石以上の譜

ふ

代
だい

大名から選任され、江戸時代を通じて10名がこの地位についています。
※１ 　井

い

伊
い

直
なお

弼
すけ

は彦
ひこ

根
ね

藩
はん

主
しゅ

（滋賀県）で、朝
ちょう

廷
てい

（天
てん

皇
のう

）の許可を得ずに日米修好通商条約など「安
政の５か国条約」を結んだり、13代将軍・家定の後継者を家

いえ

茂
もち

に決定したり、「安政の大
たい

獄
ごく

」
で吉

よし

田
だ

松
しょう

陰
いん

などを処
しょ

刑
けい

するなどの政策を行い、これらに反対した水
み

戸
と

・薩
さつ

摩
ま

の浪
ろう

士
し

に殺害さ
れてしまいました（桜田門外の変）。

※２ 　アの新
あら

井
い

白
はく

石
せき

は６代将軍の家
いえ

宣
のぶ

と７代将軍の家
いえ

継
つぐ

につかえた儒
じゅ

学
がく

者
しゃ

、ウの大塩平
へい

八
はち

郎
ろう

は元
大坂（阪）町

まち

奉
ぶ

行
ぎょう

所
しょ

の役人で、「天保の大
だい

飢
き

饉
きん

」が発生したとき、無
む

策
さく

だった幕府に対して
反乱をおこした（1837年）陽

よう

明
めい

学
がく

者、エの田
た

沼
ぬま

意
おき

次
つぐ

は10代将軍・家
いえ

治
はる

の老中となって幕府財
政の再建をするため、商人の経

けい

済
ざい

力
りょく

を利用しようとした人物です（結果として「賄
わい

賂
ろ

政治」
となってしまいました）。
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社会 ─解答と解説

問９　 A1  知識
　扇

おうぎ

形
がた

をした出島はもともとポルトガル商人を置くため1636年に造成され、ポルトガル人の来航
が禁止された後の1641年、オランダ人を移住（オランダ商館を移転）させました。長崎が開港さ
れる1857年まで、ヨーロッパに開かれた唯

ゆい

一
いつ

の貿易地としての役
やく

割
わり

を果たしました。

問10
⑴　 A1  比較
　徳川吉

よし

宗
むね

の行った政治改革を「享保の改革（→内容：⑵）」といい、裁
さい

判
ばん

の基準となる「公
く

事
じ

方
かた

御
お

定
さだめ

書
がき

」の制定や、大名に石高の１％の米を納めさせる代わりに、参
さん

勤
きん

交
こう

代
たい

における江戸滞
たい

在
ざい

期
き

間
かん

を半分にする「上
あげ

米
まい

の制」の制定、キリスト教に関係のない中国語に翻
ほん

訳
やく

された西洋の書物
の輸入の禁止の緩

かん

和
わ

（緩
ゆる

めること）、サツマイモ（カンショ）の栽培の奨
しょう

励
れい

（すすめること）、庶
しょ

民
みん

の意見を求めるための投書箱である「目安箱」の設置などを内容としています。吉宗は新田開
発や年貢の引き上げなど「米」にかかわる政策を多く実

じっ

施
し

したため「米
こめ

将
しょう

軍
ぐん

」と呼ばれました。
※ア： 「寛

かん

政
せい

の改革」は18世紀の後半に老中・松平定信（徳川吉宗の孫）が行った政策で、幕府
の学問所での朱

しゅ

子
し

学
がく

以外の学問の教授を禁止する「寛
かん

政
せい

異
い

学
がく

の禁
きん

」や、飢饉に備えて大名
などに米を蓄

たくわ

えさせた「囲い米」などを内容としています。
　ウ： 「天

てん

保
ぽう

の改革」は19世紀前半に老中・水
みず

野
の

忠
ただ

邦
くに

が行った政策で、農村を立て直すため、江
戸に来ていた農民を強制的に農村に帰させたり、物価を引き下げるために同業者組合の株

かぶ

仲
なか

間
ま

を解散させたり、江戸や大坂周辺の土地を大名から取り上げて幕
ばく

府
ふ

領
りょう

（天領）とする、
などを内容としています。

　エ： 「天明の改革」というのは、行われていません。田沼意次が老中の職についていたときの
1781 ～ 89年にかけて、凶

きょう

作
さく

や関東地方の洪
こう

水
ずい

、浅間山の大
だい

噴
ふん

火
か

、全国的な冷害などが原
因となり、「天明の大飢饉」が発生しました。

　　　 この飢饉により江戸をはじめ各地で打ちこわしが続出し、田沼政治の終わりを早め、松平
定信の「寛政の改革」が進められることとなりました。

⑵　 A3  具体・抽象  比較
　農村を立て直すため、江戸に出てきていた農民を強制的に村に帰させる法令（人返し令）が出
されたのは「天保の改革」、諸

しょ

藩
はん

や町人が飢饉に備えて米を蓄えた「囲い米」の政策がとられた
のは「寛政の改革」です。
※ 目安箱に投書された意見（麹

こうじ

町
まち

に住んでいた小川笙
しょう

船
せん

という町医の意見）から「小石川養生所」
が設立されましたが、ここは現在、東京大学の付

ふ

属
ぞく

施
し

設
せつ

「小石川植物園」として残っています。
ニュートンが万

ばん

有
ゆう

引
いん

力
りょく

の法則を発見したきっかけといわれるリンゴの樹
き

の挿
さ

し木や、メンデル
が遺伝の法則を研究したブドウの木の分株などを見ることができます。
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社会 ─解答と解説

2
問１
⑴　Ａ： A1  比較 　Ｂ： B1  置き換え  比較

【Ａ】 　本州と北海道のあいだにある海
かい

峡
きょう

を「津
つ

軽
がる

海峡」といい、対馬海流から分かれた暖
だん

流
りゅう

（「津
軽暖流」とも呼ばれています）が日本海から太平洋へと、秒速0.5 ～ 1.5ｍの早さで流れてい
ます。水温は冬でも７度以上あり、真夏には22度を超

こ

えます｡
※ア： 「青

せい

函
かん

」は青森と函
はこ

館
だて

から１文字ずつをとったもので、かつては「青函連
れん

絡
らく

船
せん

」、現在は「青
函トンネル」の名に用いられています。

※イ： 「宗
そう

谷
や

海峡」は、北海道と樺
から

太
ふと

（サハリン）の間に位置しています。
※エ： 「間宮海峡」は、アジア大陸（ユーラシア大陸）と樺太の間に位置しています。間宮林

りん

蔵
ぞう

は
伊
い

能
のう

忠
ただ

敬
たか

に測量術を学んだ探
たん

検
けん

家
か

で、樺太が「島」であることを確
かく

認
にん

したことから、シー
ボルトが「間宮海峡」と名をつけました。

【Ｂ】 　「青函トンネル」の位置（右図）がわかればすぐに解
答できますが、迷った人が多かったのではないでしょう
か。ふだん見慣れている地図でも、部分的に切り取って
みると位置関係がわからなくなってしまうことがありま
す。この問題を機会に、各地の位置関係を確認しておき
ましょう。

⑵　
①　 A1  知識
　関

かん

門
もん

海峡は山口県下関の「関」と福岡県門
も

司
じ

（北九州市）の「門」をとってつけられたもので、
橋（関門橋：②の写真中央の橋）やトンネル（関門トンネル）などの名にも用いられています。
※関門海峡は壇

だん

ノ
の

浦
うら

の戦
たたか

い（→③）のほか、1864年に行われた「下関戦争（アメリカ・イギリス・
フランス・オランダの４か国対長州藩：長州藩は大敗しましたが、開国と倒

とう

幕
ばく

のきっかけになり
ました）」の舞

ぶ

台
たい

となりました。なお、地図中に「船島（巌
がん

流
りゅう

島）」がありますが、ここは江戸時
代初めに剣

けん

豪
ごう

・宮
みや

本
もと

武
む

蔵
さし

と佐々木小
こ

次
じ

郎
ろう

の決
けっ

闘
とう

が行われた、という伝説の地です。
　
②　 B1  視点を変える  置き換え  比較
　写真中央の橋（関門橋）をわたった対岸が「九州」ですので、写真を撮

さつ

影
えい

したのは本州側であ
ることがわかります。写真は橋を見下ろすように撮

と

られている（高い場所から撮影している）ので、
「シ」が撮影場所であると判断できます。なお、この写真は下関市の「火の山公園」から撮影し
たものです。

③　 A1  比較
　1185年に行われた「源

げん

平
ぺい

最後の合戦」である壇ノ浦の戦いでは、源頼朝の弟・義
よし

経
つね

が活
かつ

躍
やく

した
ことで知られています（「八

はっ

艘
そう

飛び」など）。

青函トンネル
函館

青森
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社会 ─解答と解説

※アの「長
なが

篠
しの

の戦い」は愛知県で1575年に行われ、ウの「白
はく

村
そん

江
こう

の戦い」は朝
ちょう

鮮
せん

南西部で663年
に行われ、エの「山

やま

崎
ざき

の戦い」は京都府で1582年に行われました。

問２　 B2  視点を変える  推論  要約
　ポイントは「入

いり

鉄
でっ

砲
ぽう

に出
で

女
おんな

」ですが、このことばのみを書いても正解にはなりません。なぜなら、
「文になっていない」からです。そこで「入り鉄砲」を「江戸に入る鉄砲（などの武器）」としたり、
「出女」を「江戸から出て行く（大名の妻子などの）女性」などと表現すれば良いでしょう。
　江戸に持

も

ち込
こ

まれる鉄砲などの武器と江戸から出ていく大名の妻子などの女性（大名の人
ひと

質
じち

と
して江戸に住まわされていました）は、大名を統制するうえで厳

げん

重
じゅう

に監
かん

視
し

されました。特に東海
道の「箱根」と「新

あら

居
い

（浜
はま

名
な

湖
こ

の西側：「今
いま

切
ぎれ

」ともいいます）」、中
なか

山
せん

道
どう

の「木
き

曽
そ

福島」の関所
での取り調べが厳

きび

しかったことで知られています。

問３
⑴　 B1  置き換え  具体・抽象  比較
　この地

ち

域
いき

は「根
こん

釧
せん

台地」で、火
か

山
ざん

灰
ばい

や泥
でい

炭
たん

などからなっており、夏は霧
きり

におおわれることが多
いために日照が不足し、農業を行うには不利な条件となっていました。1955年にパイロットファ
ーム（実験農場）が建設され、酪農地帯として開発が進められるようになりました。
※ アは北海道の十勝平野など、イは北海道の石

いし

狩
かり

平野など、エは新潟県の越後平野などを説明し
ています。

⑵　 A2  分類  
　オホーツク海に面するサロマ湖は、琵

び

琶
わ

湖
こ

、霞ヶ浦に次ぐ面積があり、海水と淡
たん

水
すい

が入り交じ
る「汽

き

水
すい

湖」としては日本最大です。海とは細長い砂
さ

州
す

で区切られた潟
せき

湖
こ

（ラグーン）で、湖内
ではホタテ貝やカキなどの養

よう

殖
しょく

が行われています。
※１ 　静岡県西部に位置する浜名湖は、以前は淡水湖でしたが、室町時代の1498年に発生した地

震によって湖岸が崩
くず

れ、海とつながりました。ウナギの養殖で知られるほか、北岸はみかん
（三

みっ

ヶ
か

日
び

みかん）の産地として知られています。
※２ 　湖面標高０ｍの湖には、北海道の能

の

取
とろ

湖や網
あ

走
ばしり

湖、青森県の小
お

川
がわ

原
ら

湖と十
じゅう

三
さん

湖、茨城県の
霞ヶ浦と北

きた

浦
うら

、鳥取県と島根県の境に位置する中海、島根県の宍
しん

道
じ

湖などがあります。
※３ 　アの猪

い

苗
なわ

代
しろ

湖は福島県、イの諏
す

訪
わ

湖（周辺は精
せい

密
みつ

機械工業がさかんです）は長野県、ウの
十和田湖は青森県と秋田県の境に位置（すべて内陸部）しています。

問４
⑴　 A1  知識
　東北地方は米栽

さい

培
ばい

がさかん（単作地帯）で、全国の約３割
わり

（27.9％）の収
しゅう

穫
かく

量
りょう

があります（2021
年産）。山形県の庄

しょう

内
ない

平
へい

野
や

は日本を代表する米産地の一つで、「はえぬき」や「つや姫
ひめ

」などのブ
ランド米が知られています。
※ 東北地方では、青森県の津軽平野（岩木川流

りゅう

域
いき

）、秋田平野（雄
お

物
もの

川流域）、岩手県の北
きた

上
かみ

盆
ぼん

地
ち

、
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社会 ─解答と解説

宮城県の仙
せん

台
だい

平野、福島盆地などで米栽培がさかんです。

⑵　 A2  関係づけ  比較
　天

てん

童
どう

将
しょう

棋
ぎ

駒
こま

は山形県天童市でつくられており、天童市は、毎年４月に人間が将棋の駒に扮
ふん

装
そう

す
る「人間将棋」が行われていることでも知られています。なお、青森県は、津

つ

軽
がる

塗
ぬり

などが伝統的
工芸品に指定されています。

問５　Ａは鳥取県、Ｂは山口県、Ｃは広島県、Ｄは岡山県、Ｅは徳島県、Ｆは高知県を、それぞ
れあらわしています。

⑴　 A3  視点を変える  置き換え  分類
　Ａ～Ｆ以外の県は、島根県（県

けん

庁
ちょう

所
しょ

在
ざい

地
ち

：松
まつ

江
え

市）、香川県（高
たか

松
まつ

市）、愛媛県（松山市）です
ので、共通して使われている漢字は「松」となります。

⑵　 A3  置き換え  具体・抽象  比較
　焼

やい

津
づ

港
こう

は静岡県の駿
する

河
が

湾
わん

に面する遠洋漁業の基地で、かつおやまぐろの水
みず

揚
あ

げが多いことで知
られています。日本海側で最大の水揚げ量を誇

ほこ

っているのは、鳥取県境
さかい

港
みなと

市に位置する境
さかい

港
こう

です
（都市名は境港市、漁港名は「境」です）。

問６
⑴　 B1  置き換え  比較
　近

きん

畿
き

地方は２府５県（大阪府、京都府、三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県）からな
っています。図のアは中部地方の愛知県と岐阜県、福井県、イは岐阜県と福井県、ウは福井県が
ふくまれているので、それぞれ誤りです。

⑵　 A2  比較
　日清戦争後の下関条約により、日本は中国大陸の遼

りょう

東
とう

半
はん

島
とう

と台
たい

湾
わん

、澎
ほう

湖
こ

諸
しょ

島
とう

を得ましたが、
「三

さん

国
ごく

干
かん

渉
しょう

」によって、すぐに遼東半島を返
へん

還
かん

しました。つまり、台湾と澎湖諸島が日本領とな
ったのですが、台湾のすぐ西を東経120度が通っていたため、沖縄県を含

ふく

む宮古列島以西に新た
な標準時として「西部標準時」を設定しました。この標準時は、1896年１月～ 1937年９月まで
使用されました。
※ アの「樺

から

太
ふと

の南半分（北
ほく

緯
い

50度以南の樺太）」は日
にち

露
ろ

戦争後のポーツマス条約、エの千島列島
は1875年の「千島・樺太交

こう

換
かん

条約」によって日本領となった地域です（樺太はロシア領となり
ました）。

問７
⑴　 B1  置き換え  比較
　すべての都県で０～ 14歳

さい

の人口よりも65歳以上の人口の方が多い（割合が高くなっている）
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ので、少
しょう

子
し

高
こう

齢
れい

化
か

となっていることがわかります。
※ア： 茨城県と栃木県、群馬県は人口が減少していますが、埼玉県と千葉県、東京都、神奈川県

は人口が増加しているので誤りです。
　ウ： 都市の発

はっ

展
てん

にともなって都心部の人口が減少し、周辺部の人口が増加する状態を「ドーナ
ツ化現象」といい、都心部では夜間の人口が少なくなり、昼間の人口が多くなります（東
京都以外の６県があてはまります）。したがって「すべての都県」が誤りとなります。

　エ：すべての都県で男性の数より女性の数の方が多いので、誤りです。

⑵　 B1  特徴的な部分に注目する  関係づけ  比較
　神奈川県は愛知県に次ぐ製造品出荷額等があり、川

かわ

崎
さき

市で鉄
てっ

鋼
こう

業
ぎょう

が、横
よこ

浜
はま

市や藤
ふじ

沢
さわ

市などで自
動車工業（輸送用機械）がさかんです。また、情報が集まる東京都は、新聞や雑

ざっ

誌
し

などが多く発
行されるので、印刷・出版事業がさかんになっています。以上のことから、Ａが神奈川県、Ｃが
東京都と判断できます（Ｂは千葉県です）。

⑶　 B1  特徴的な部分に注目する  比較
　航空貨物の特

とく

徴
ちょう

に「軽いこと、小さいこと、高価なこと」があります。アとイは輸入品目の第
１位が石油であることから、成田国際空港の貿易品目ではないことがわかります。残ったウとエ
を比べると、航空貨物の特徴に合うのはエよりもウであると判断できるのではないでしょうか。
※ アは横浜港（愛知県の名古屋港、三

み

河
かわ

港とともに、日本の三大自動車輸出港に数えられていま
す）、イは千葉港、エは東京港（大消費地に近いため、食料品の輸入が多くなっています）を、
それぞれあらわしています。

問８
⑴　 B1  特徴的な部分に注目する  関係づけ  比較
　新潟県は、信

しな

濃
の

川と阿
あ

賀
が

野
の

川が流れる越後平野（→問３⑴・エ）での米栽培がさかんで、日本
一の収穫量を誇っています（2021年産）。産出額も多いと考えられるので、Ｂが「米」であると
判断できます（これで解答が「ウ」とわかります）。
Ｃは「果実」ですが、ブドウとモモの生産が日本一（2020年産）の山梨県より、リンゴやブドウ、
日本ナシの生産が第２位、モモの生産が第３位の長野県の方が、果実全体の産出額が多くなって
います。

⑵　 B2  視点を変える  推論  理由
　岐阜県北西部に位置する白

しら

川
かわ

郷
ごう

の合
がっ

掌
しょう

造
づく

り集
しゅう

落
らく

は、富山県南西部の五
ご

箇
か

山
やま

（南
なん

砺
と

市）の合掌造
り集落とともに、1995年に世界文化遺

い

産
さん

に登録されました。この地域は豪
ごう

雪
せつ

地帯のため、雪を積
もりにくくしたり、積もった雪を落ちやすくするため、屋根の傾

けい

斜
しゃ

が急角度につくられるように
なりました。
※１ 　家屋の多くが同じ方向を向いているのがわかりますが、これは風の抵

てい

抗
こう

をやわらげるため、
風が吹

ふ

いてくる方向と屋根を平行にしているからです。
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※２ 　屋根の表面が東西を向いているのも、屋根の両側に均等に日光を当てることによって雪の
とけるスピードを同じにするねらいがあります（雪のとけるスピードに違

ちが

いがあると、バラ
ンスが崩

くず

れてしまいます）。

問９
⑴　 A1  比較
　武

たけ

雄
お

温
おん

泉
せん

は佐賀県にあり、神
じん

功
ぐう

皇
こう

后
ごう

が矛
ほこ

の柄
つか

で温泉を出した伝説から「柄
つか

崎
さき

温泉」とも呼ばれ、
８世紀に成立した「肥

ひ

前
ぜん

国風土記」にも、その名が出ています。
※１ 　神功皇后は４世紀後半の伝説的人物で、第14代・仲

ちゅう

哀
あい

天皇の皇后とされており、応
おう

神
じん

天皇
を身ごもったまま朝鮮半島（新

し ら ぎ

羅）に出兵したという逸
いつ

話
わ

が残っています。1883年に発行さ
れた旧10円紙

し

幣
へい

などの肖
しょう

像
ぞう

となっています。
※２ 　アの熱

あた

海
み

は静岡県、イの指
いぶ

宿
すき

（読み方の難
むずか

しい地名の一つで、温泉の熱で熱せられた砂に
体を埋

う

める「砂
すな

風
ぶ

呂
ろ

」で知られています）は鹿児島県、エの別
べっ

府
ぷ

は大分県に位置しています（す
べて温泉地として知られています）。

⑵　 A2  具体・抽象  比較
　爆

ばく

発
はつ

や陥
かん

没
ぼつ

、侵
しん

食
しょく

などが原因となって火山の中心部に形成された大
だい

規
き

模
ぼ

な円形（またはそれに
近い凹

おう

地
ち

・窪
くぼ

地
ち

）を「カルデラ」といいます。カルデラの周囲には、環
かん

状
じょう

の尾
お

根
ね

（外
がい

輪
りん

山
ざん

）がみ
られます。なお、写真の「米

こめ

塚
づか

」は阿
あ

蘇
そ

山
さん

の杵
き

島
じま

岳
だけ

の旧火口（現在は「草
くさ

千
せん

里
り

」という草原にな
っており、赤牛が放牧されています）近くにある、高さ80ｍほどの小さな火山です。
※ アは扇

せん

状
じょう

地
ち

、イは溶
よう

岩
がん

円
えん

頂
ちょう

丘
きゅう

（トロイデ：溶
よう

岩
がん

ドーム）、ウは三
さん

角
かく

州
す

（デルタ）を、それぞれ
説明しています。

3
問１
⑴　 B1  置き換え  
　板

いた

垣
がき

退
たい

助
すけ

は、幕
ばく

末
まつ

は軍人として活躍し、甲
こう

府
ふ

近くで行われた「勝
かつ

沼
ぬま

の戦い（新
しん

撰
せん

組
ぐみ

の近
こん

藤
どう

勇
いさみ

が
相手側の中心でした）」や福島県で行われた「会

あい

津
づ

戦争（「白
びゃっ

虎
こ

隊
たい

」の悲
ひ

劇
げき

で知られています）」
の指

し

揮
き

をとりました。維
い

新
しん

後
ご

は西
さい

郷
ごう

隆
たか

盛
もり

らとともに廃
はい

藩
はん

置
ち

県
けん

を進めるなどを行いましたが、征
せい

韓
かん

論
ろん

に敗れると政府から退き、自由民
みん

権
けん

運動の中心となりました。1882年、岐阜で遊
ゆう

説
ぜい

中に襲
おそ

われ、
「板垣死すとも自由は死せず」と言った、という話が知られています。内

ない

閣
かく

総理大臣にはなって
いませんが、第２次伊

い

藤
とう

博
ひろ

文
ぶみ

内閣や大
おお

隈
くま

重
しげ

信
のぶ

内閣で、内務大臣（現在はありません）をつとめま
した。
※1948年に発行された旧50銭

せん

紙幣や1953年に発行された旧100円紙幣の肖像となっています。

⑵　①　 B1  置き換え  
　伊藤博文は幕末、高

たか

杉
すぎ

晋
しん

作
さく

らとともに尊
そん

王
のう

攘
じょう

夷
い

運動を行っていましたが、イギリスに秘
ひ

密
みつ

留学
をし、帰国後は開国派

は

となりました。明治時代を代表する政治家で、４度も内閣を組織しています。

─ 9 ─ ─ 10 ─



社会 ─解答と解説

また、日清戦争後の「下関条約」を、外務大臣・陸
む

奥
つ

宗
むね

光
みつ

とともに結んだことでも知られていま
す（下関市には、この条約が結ばれた「春

しゅん

帆
ぱん

楼
ろう

：ふぐ料理で有名」があります）。
※肖像の旧1000円紙幣は、1963年に発行されました。

②　 A1  知識
　岸

きし

田
だ

文
ふみ

雄
お

氏は2021年10月の臨
りん

時
じ

国会で第100代の内閣総理大臣に指名されましたが、すぐに衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

が解散されたため、再び国会（特別国会）が開かれ、第101代の内閣総理大臣に指名されま
した（第２次岸田内閣）。

問２　 A2  具体・抽象  比較
　津

つ

田
だ

梅
うめ

子
こ

（右は2024年に発行される予定
の５千円紙幣）の父（津

つ

田
だ

仙
せん

）は旧
きゅう

幕
ばく

臣
しん

で、
開明的な考え方をする人物でした。青山学
院大学や普

ふ

連
れん

土
ど

女学校などの創
そう

立
りつ

に関わっ
ています。仙は梅子を岩倉使節団の女子留
学生として渡

と

米
べい

させましたが、11年後に梅
子が帰国した際には日本語を忘

わす

れてしまっており、通
つう

訳
やく

を交えて家族と話をしたといわれていま
す。なお、梅子が設立した女子英学塾

じゅく

は、現在の「津
つ

田
だ

塾
じゅく

大
だい

学
がく

」です。
※１ 　イの樋

ひ

口
ぐち

一
いち

葉
よう

は明治時代の女流作家（2004年より使用されている５千円紙幣の肖像となっ
ています）、ウの平

ひら

塚
つか

雷
らい

鳥
ちょう

は明治～昭和時代の婦人運動家（1911年、女性だけの近代文学集
団「青

せい

鞜
とう

社
しゃ

」を設立しました）、エの与
よ

謝
さ

野
の

晶
あき

子
こ

は明治～昭和時代の女流歌人で、代表作の「み
だれ髪

がみ

」のほか、日露戦争中に反戦詩「君死にたまふことなかれ」を発表したことでも知ら
れています。

※２ 　不平等条約の予備交
こう

渉
しょう

や欧米の制度・文化の視
し

察
さつ

などを目的として1871年に派
は

遣
けん

された岩
いわ

倉
くら

具
とも

視
み

を大使、木
き

戸
ど

孝
たか

允
よし

と伊藤博文、大久保利通などを副使とする使節団は、アメリカやヨ
ーロッパ諸

しょ

国
こく

をまわり、1873年に帰国しました。
※３ 　欧米使節として派遣された木戸や伊藤、大久保らは、留守政府をあずかっていた西郷隆盛

や板垣退助などがとなえていた、朝鮮を武力で開国させようという「征韓論」に反対する立
場（対外問題よりも国内整備を急ぐべき、とする立場）をとりました。

※４　岩倉具視は、1951年、1969年に発行された旧500円紙幣の肖像となりました。

問３　 A2  具体・抽象  比較
　1873年に行われた地

ち

租
そ

改
かい

正
せい

は、明治新政府による土地・租
そ

税
ぜい

の制度改革をいいます。藩によっ
てまちまちだった年

ねん

貢
ぐ

率
りつ

が統一され、土地の所有者をはっきりさせるために地券を発行し、地券
保有者に、収

しゅう

益
えき

から算定された地価の３％を地租として現金で納
おさ

めさせました（よって、アの文
が正解です）。
　これによって豊作・凶

きょう

作
さく

で増減しない税の徴
ちょう

収
しゅう

が可能となりましたが、地租が高額であったた
め、1876年には三重県や茨城県など各地で「地租改正反対一揆」がおこり、政府は翌

よく

1877年、地
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租を地価の３％から2.5％に引き下げました。このことは「竹
たけ

槍
やり

でどんと突
つ

き出
だ

す二分
ぶ

五厘
りん

」とい
われています。

問４　 A2  具体・抽象  比較
　非常にややこしい内容ですが、領

りょう

事
じ

裁
さい

判
ばん

権
けん

（治
ち

外
がい

法
ほう

権
けん

）とは、要するに「外国人の、外国人に
よる、外国人のための裁

さい

判
ばん

」ということになります。不平等条約改正の、一方の中心（もう一方は、
関
かん

税
ぜい

自
じ

主
しゅ

権
けん

の回復です）となりました。
※１ 　1886年、イギリスの貨物船ノルマントン号が紀

き

伊
い

半
はん

島
とう

沖
おき

で沈
ちん

没
ぼつ

した際、イギリス人の船員
のみが救出され、日本人の乗客25名は全員が水死するという事件（ノルマントン号事件）が
発生しました。この事件では神戸のイギリス領事が船長を無罪とした（後に、船長は禁

きん

固
こ

３
か月に処

しょ

されています）ため国民は憤
ふん

慨
がい

し、国民に領事裁判権撤
てっ

廃
ぱい

の必要性を痛
つう

感
かん

させるき
っかけとなりました。

※２ 　（国際法で）特定の外国人が、滞
たい

在
ざい

する国の裁判権に従
したが

わない権
けん

利
り

を「治外法権」といい、
国家元首や外交使節、駐

ちゅう

留
りゅう

軍隊、軍
ぐん

艦
かん

などに認
みと

められています。

問５　 A2  関係づけ  比較
　セオドア＝ルーズベルトはアメリカの第26代大統領で、ポーツマス会議の仲

ちゅう

介
かい

をしたことから、
1906年、ノーベル平和賞を受賞しました。なお、第32代のフランクリン＝ルーズベルト大統領は
親
しん

戚
せき

にあたります。
　小村寿

じゅ

太
た

郎
ろう

は宮崎県の出身で、外務大臣として1902年に日
にち

英
えい

同
どう

盟
めい

を結びました。ポーツマス条
約調印の後は、不平等条約の改正（関税自主権の回復）や韓

かん

国
こく

併
へい

合
ごう

などを進めています。
※１ 　ウィルソンはアメリカの第28代大統領で、第一次世界大戦後のベルサイユ講和会議で活躍

し、1919年にノーベル平和賞を受賞しました。国
こく

際
さい

連
れん

盟
めい

の結成に大きな役
やく

割
わり

を果たしていま
す。

※２ 　陸
む

奥
つ

宗
むね

光
みつ

は和歌山県の出身で、幕末は坂本竜
りょう

馬
ま

が結成した「海
かい

援
えん

隊
たい

」に属して活躍しました。
維新後は地租改正にあたったほか、外務大臣として不平等条約の改正（領事裁判権の撤廃）
や下関条約の調印などを行いました。意見が鋭

するど

く、「カミソリの陸奥」と呼ばれました。

問６　 A2  比較
　「政

せい

党
とう

内
ない

閣
かく

」とは、議会において多数を占
し

めた政党を基
き

礎
そ

として成立する内閣（「議院内閣制」
といいます）をいい、議院内閣制が規定されている日本国憲法下では、政党内閣以外はありえま
せん（よって、正解は「◯」です）。現在の岸田文雄内閣は、自

じ

由
ゆう

民
みん

主
しゅ

党
とう

と公
こう

明
めい

党
とう

で構成される
「連

れん

立
りつ

内閣」となっています。

問７
⑴　 A1  知識
　普

ふ

通
つう

選
せん

挙
きょ

法
ほう

と同時に制定された治
ち

安
あん

維
い

持
じ

法
ほう

の第１条（一部：読みやすくしています）には「国
体の変

へん

革
かく

（天皇制の打
だ

倒
とう

）や私
し

有
ゆう

財産制度を否
ひ

認
にん

することを目的として結社を組織・加入した者
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は10年以下の懲
ちょう

役
えき

または禁固に処
しょ

す……」とあり、社会主義者（共産主義者）を取
と

り締
し

まる目的
で制定されました。この法

ほう

律
りつ

は改定されて最
さい

高
こう

刑
けい

は死
し

刑
けい

となり、軍国主義の広まりとともに戦争
に反対する人々、自由や平和を主張する人々なども取り締まられるようになりました。

⑵　 A1  知識
　海軍の青年将

しょう

校
こう

らが犬
いぬ

養
かい

毅
つよし

首相などを殺害した集団テロまたはクーデター未
み

遂
すい

事件（五・一五
事件）は、1932年５月15日に発生したことから、その名がつきました。この事件によって政党政
治は終

しゅう

了
りょう

し、軍部の発言権が増すなど、以後の日本は軍国主義への道を歩んでいくことになって
しまいました。
※同じように日付けから名がつけられた事件に、1936年２月26日に発生した「二・二六事件」が
あります。軍部中心の政権樹

じゅ

立
りつ

を目指した陸軍の青年将校らが起こした事件で、岡
おか

田
だ

啓
けい

介
すけ

首相は
助かりましたが、斉

さい

藤
とう

実
まこと

内務大臣や高
たか

橋
はし

是
これ

清
きよ

大
おお

蔵
くら

大臣などが殺害されました。

問８　 A1  比較
　 ⑦ には1931年９月18日におこった、日本の軍部（関東軍）による南満州鉄道爆

ばく

破
は

事件（柳
りゅう

条
じょう

湖
こ

事件）があてはまり、 ⑧ にはこの事件をきっかけとする日本の満州での軍事行動（満州
事変）があてはまります。中国とは、以後15年にわたって戦争状態となりました（十五年戦争）。
　 ⑨ には1937年７月７日におこった、ペキン郊

こう

外
がい

の盧
ろ

溝
こう

橋
きょう

で日中両軍が衝
しょう

突
とつ

した事件（盧溝
橋事件）があてはまり、 ⑩ にはこの事件をきっかけとする日中戦争があてはまります。よって、
正解は「イ」となります。
※ 昭和時代初期、第一次世界大戦後の混

こん

乱
らん

からヨーロッパ諸
しょ

国
こく

が立ち直ったことなどから日本は
輸出先を失って不景気となり、さらにアメリカから始まった世

せ

界
かい

恐
きょう

慌
こう

の影
えい

響
きょう

を受け、不景気は
深
しん

刻
こく

となりました。そこで「満州は（日本が立ち直るための）生命線」であるとして、満州（中
国東北部）への進出を強めていったのです。

問９　 A1  置き換え
　ポツダム宣

せん

言
げん

は1945年７月26日、ドイツ・ベルリン郊
こう

外
がい

のポツダムで、アメリカのトルーマン
大統領、イギリスのチャーチル首相（のち、アトリー首相）、ソ連のスターリンが会談を行って
中国（中

ちゅう

華
か

民
みん

国
こく

）の同意を得たのち、アメリカ・イギリス・中国の名で出された、ヨーロッパの
戦後処

しょ

理
り

と対日戦争終結のための宣言です。
　日本政府は８月14日にこの宣言の受

じゅ

諾
だく

を決定し、翌15日、国内に公表（昭和天皇の玉音放送）
して太平洋戦争が終了することになりました。

問10　 A2  比較
　サンフランシスコ平和条約は1951年９月８日、日本と連合国48か国のあいだで結ばれた第二次
世界大戦の講和条約で、翌1952年４月28日に発効しました。
※１ 　戦争の終結や朝鮮の独立、領土の範

はん

囲
い

の規定、外国軍隊の駐留の容
よう

認
にん

（認めること→これ
により、日米安全保

ほ

障
しょう

条約が結ばれました）などを内容としています。
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※２ 　ソ連とポーランド、チェコスロバキアは講和会議には参加しましたが、条約には調印して
いません。インド、ビルマ、ユーゴスラビアは会議に招かれましたが、参加しませんでした。
中国は中

ちゅう

華
か

人
じん

民
みん

共
きょう

和
わ

国
こく

と中華民国にわれていたためどちらを招いてよいかわからず、結局、
会議に招かれませんでした（国名は当時のもの）。

　Ⅰ： 日米安全保障条約は、サンフランシスコ平和条約と同じ日に結ばれました（したがって、
正しい内容です）。アメリカ軍の駐留と基地の提

てい

供
きょう

などを定めていますが、米軍の日本防
衛義務については規定がありませんでした。

※ この条約の改定として1960年に「新日米安全保障条約（岸信
のぶ

介
すけ

首相が調印しました）」が結ば
れましたが、この改定に反対する動きが日本各地でありました（「安保闘

とう

争
そう

」といいます）。
　Ⅱ： 日本が国際連合に加

か

盟
めい

したのは、「日ソ共同宣言」が結ばれた1956年のことです（したが
って、「発効と同時」が誤っています）。10月に日本とソ連との戦争状態の終結と国交の樹

じゅ

立
りつ

を内容とする「日ソ共同宣言」が結ばれ（鳩
はと

山
やま

一
いち

郎
ろう

首相）、12月、日本の国際連合加盟
が実現しました。

（記述問題の採点について）
・�明らかな誤字・脱字がある場合…－１点
2 問２
・�「入（または込）」と「出」の語句が使用されていな
い場合…不正解
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