
２０２1年度 第２回 入学試験問題 

社  会 （２５分） 

解答はすべて解答用紙に記入しなさい。 

註： 10 ページの２

イ は、横浜開港資料館所蔵の図版、

［問９］　ア　は、美術同人社所蔵の図版、

ウ　は、川崎市市民ミュージアム所蔵の図版です。
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1  次の生徒と先生の会話を読んで、あとの問いに答えなさい。

ヒサシ君

 「修学旅行が中止になっちゃって、つまんないなあ。」

タカユキ君

 「だったらさ、ぼくたちで想像上の３泊４日の修学旅行を計画しようか。」

ヒサシ君

 「それいいね。バーチャル修学旅行で日本を一周しよう。タブレットを使えば交通

　手段も調べられるし、地図や風景の写真も見られるから、行程をスライドにまとめ

　ようよ。」

コイズミ先生

 「ヒサシ君、タカユキ君、とっても楽しそうな旅行を考えたみたいね。よかったら

　スライドを見せて説明してくれないかな。そして私が日本の８つの地方についての

　クイズを出すから、答えてみてね。はい、白地図。」

タカユキ君

 「白地図？」

コイズミ先生

 「そう、白地図。クイズに正解した方が、白地図上でその地方をぬりつぶしていくの。

　クイズが終わったところで、どちらがより多くの面積をぬりつぶせているかな。」

ヒサシ君　　　　　　　　　　　　

 「陣
じん

取り合戦だね。負けないぞ。」
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第１日目

タカユキ君

 「初日は東京駅から新幹線で出発だ。①名古屋駅で降りて観光をして、深夜バスで

博多に向かうよ。壇之浦パーキングエリアで休けいがあって、翌朝に到着だよ。」

コイズミ先生

 「楽しそうだけどハードね。さっそく問題Ａよ。名古屋駅のある愛知県を代表する　

“ある企
き

業
ぎょう

 ”は、静岡県でスマートシティの建設に取り組み、インターネット

やＡＩ、ロボットなど最
さい

先
せん

端
たん

の技術を使った新しい未来の生活を生み出そうと

しています。世界でも有名なこの企業は、主に、何を生産しているでしょうか？」

タカユキ君

 「はい、（　②　）です。テレビコマーシャルで見たことある！」

コイズミ先生

 「正解。その調子で、答えてね。続けて問題Ｂ。壇之浦パーキングエリアを出て、

目的地の博多に到着するまでに渡
わた

るのは何という海
かい

峡
きょう

でしょう？」

ヒサシ君

 「はい、（　③　）です。歴史好きなぼくには簡単だったな。」

コイズミ先生

 「正解。ヒサシ君、さっそく巻き返したわね。」

［問１］下線部①の周辺に広がる濃尾平野に注ぎこむ川を、次の ア～エ から１つ

　　 選び、記号で答えなさい。

　　　　 ア．最上川　　　イ．長良川　　　ウ．天竜川　　　エ．球磨川

［問２］空らん②にあてはまるものを、次のア～エ から１つ選び、記号で答えなさい。

　　　　 ア．時計　　　　イ．鉄鋼　　　　ウ．自動車　　　エ．化学肥料

［問３］空らん③にあてはまる海峡の名前を漢字で答えなさい。
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２日目

タカユキ君

 「２日目は、レンタカーで移動だよ。④博多から長崎へ行き、そのあと、大分の臼
うす

杵
き

に移動してフェリーで愛媛に渡るよ。八
や

幡
わた

浜
はま

港に到着したら、瀬戸内海に沿って

徳島港をめざし、またフェリーに乗って和歌山港まで行ったら、市内で一泊だよ。」

コイズミ先生

 「レンタカーとフェリーを使うなんて、バーチャルだからできることね。さあ問題Ｃ。

昨年８月９日の平和祈念式典で、長崎市長が次のような平和宣言をしました。

　 『私たちのまちに原子爆弾が襲
おそ

いかかったあの日から、ちょうど（　⑤　）年。

　　４分の３世紀がたった今も、私たちは核兵器のある世界に暮らしています。』

　さて、ちょうど何年がたったのでしょうか？」

タカユキ君

 「はい、（　⑤　）年です。」

コイズミ先生

 「そうね。核兵器のない世界の実現のために、私たちは何ができるのかしらね。

 では問題Ｄ。これから八幡浜港から徳島港までの風景を説明するのでイメージ

　してみて。説明の中には明らかにおかしな部分が１カ所あるので、見つけてね。

　 『瀬戸内海を左にながめつつ東に向かうと、傾
けい

斜
しゃ

地
ち

にミカン畑が続きます。やが

 　て海沿いに広がる讃岐平野と、干ばつに備えて作られた輪中が見えてきます。

 　そしてさつまいもで有名な鳴
なる

門
と

を過ぎ、吉野川を渡ると徳島港に到着です。』

　どうかな。景色が目にうかんだかしら。」

ヒサシ君

 「わかった、⑥（　１　）を（　２　）に直せばいいんだね。」

コイズミ先生

 「大正解。よく気がついたね。」

［問４］下線部④の青果市場ではさまざまな農作物が取り引きされている。次の都道

　　 府県別の農作物の生産量の割合（単位％）を示したグラフを見て、あてはまる

　　 農作物を、次の ア～エ から１つ選び、記号で答えなさい。

（『日本国勢図会 2020/21』より作成）

　　　 ア．トマト　　　　イ．なす　　　　ウ．なし　　　　エ．いちご
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［問５］空らん⑤にあてはまる数字を答えなさい。

［問６］下線部⑥について、あやまっている語句（　１　）をぬき出し、正しい文章に

　　 なるように（　２　）を答えて、セリフを完成させなさい。

３日目

タカユキ君

 「さあ、３日目だ。和歌山から大阪（伊
い た み

丹）空港までいったら、⑦釧路まで飛行機

　でひとっ飛びするよ。そして釧路からは札幌、函館を経由して秋田をめざすよ。」

コイズミ先生

 「日本を縦断するダイナミックな旅ね。わくわくするわ。では、問題Ｅ。吉野スギ

や尾鷲ヒノキなど良質な木材がとれることで知られる山地はどこでしょう。」

ヒサシ君

 「すぐわかったよ。答えは（　⑧　）だね。」

コイズミ先生

 「早かったわね。正解よ。たて続けに、問題Ｆにいくわよ。北海道の歴史や文化に

ついて、あやまっているものを１つ選びましょう。」

タカユキ君

 「これは任せて。答えはきっと（　⑨　）だね。」

コイズミ先生

 「ピンポーン。問題Ｇもいくわよ。ここに秋田と宮古の雨温図があります。この　

２つの都市はほぼ同じ緯
い

度
ど

なのに、冬の降水量にちがいがあるのはなぜでしょう。」

　　　　　　　　 秋田　　　　　　　　　　　　　　　宮古

（気象庁ウェブサイトより作成）
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ヒサシ君

 「冬の平均気温は、そこまで差がないと思うんだけど、なぜだろう。冬だから雪が

降っていることはわかるんだけれども。難しいな。」

タカユキ君

 「あ、そうか。 ⑩ 。」

コイズミ先生

 「正解。雨や雪が降るしくみと地形の関係をよく考えて答えられたわね。」

［問７］下線部⑦とその周辺の産業の特
とく

徴
ちょう

を説明した次の２つの文を読み、正しい

　　 正誤の組み合わせを、次の ア～エ から１つ選び、記号で答えなさい。

Ｘ　火山灰におおわれた根釧台地は、千島海流によって霧
きり

が発生して夏でも

　  気温が上がらず、日照時間が短いために稲作がさかんである。

Ｙ　北海道でもっとも水揚
あ

げ量が多い釧路港は、マグロ漁やカツオ漁で

　　知られ、日本全体の水揚げ量でも上位５つに入っている。

　　　　 ア．Ｘ＝正、Ｙ＝正 　　　　　　　　イ．Ｘ＝正、Ｙ＝誤

　　　　 ウ．Ｘ＝誤、Ｙ＝正 　　　　　　　　エ．Ｘ＝誤、Ｙ＝誤

［問８］空らん⑧にあてはまる山地の名前をひらがなで答えなさい。

［問９］空らん⑨でタカユキ君が選んだものを、次の ア～エ から１つ選び、記号で

　　 答えなさい。

　　　　 ア．坂上田村麻呂は征夷大将軍に任じられ、この地に住む蝦夷を討
とう

伐
ばつ

した。

　　　　 イ．松前藩に対してシャクシャインを指導者とする反乱がおこった。

　　　　 ウ．伊能忠敬に指導を受けた間宮林蔵が、測量をおこなった。

　　　　 エ．ロシアの勢力拡大を警
けい

戒
かい

し、開拓使が設置され屯田兵が派
は

遣
けん

された。

［問10］４ページの雨温図を見て、空らん⑩にあてはまるよう文章を考えて答え　　

　　 なさい。
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４日目

タカユキ君

 「最終日は、秋田から在来線で日本海側を南にくだり、新潟で新幹線に乗り換
か

えて

東京まで帰ってくるよ。これで日本を一周するバーチャル修学旅行も終わりだよ。」

コイズミ先生

 「では、最後の問題Ｈよ。以前「チバニアン」が話題となった千葉県には、古く

から人間が生活していた跡
あと

も残っているわ。それは次のうち、どれでしょう。」

ヒサシ君

 「はい、（　⑪　）です。」

コイズミ先生

 「お見事。これでクイズは終わりよ。さあ、どちらが勝ったかしら。勝ったのは

　タカユキ君ね。」

　

［問11］空らん⑪にあてはまるものを、次の ア～エ から１つ選び、記号で答え

 　　なさい。

　　　 ア．加曽利貝塚　　イ．稲荷山古墳　　ウ．吉野ケ里遺跡　　エ．岩宿遺跡

［問12］クイズの問題Ａ～問題Ｈは、日本の８つの地方についての問題である。その地方

　　 の組み合わせとして正しいものを、次の ア～カ から１つ選び、記号で答え

　　 なさい。

ア イ ウ エ オ カ

問題Ａ 中国地方 中国地方 中部地方 中部地方 近畿地方 近畿地方

問題Ｃ 四国地方 九州地方 中国地方 九州地方 四国地方 中国地方

問題Ｇ 中部地方 東北地方 関東地方 東北地方 中部地方 関東地方
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2  次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

　2013 年に「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録され　

ました。①農林水産省によると「自然の美しさや季節の移ろいの表現」「②正月などの

年中行事との密接な関わり」などが和食の特
とく

徴
ちょう

であるとしています。では、和食や

現在の日本の食文化がつくられるまでに、どのような歴史があったのでしょうか。

　和食の中心であり主食でもある米は、③弥生時代に稲作が広まったことにより

各地で食べられるようになりました。④飛鳥時代に入ると、675 年に⑤天武天皇によ

って「肉食禁止令」が出され、この命令により牛や鶏
にわとり

などの肉を食べることが禁止

されました。そのため、魚や大
だい

豆
ず

などから必要なたんぱく質をとるという日本独特

の食文化がつくられました。

　⑥平安時代になると、世界的なブームにもなっている豆
とう

腐
ふ

が中国から日本に伝わり

ました。その後、鎌倉時代には、肉食禁止令を強く守ろうとする僧
そう

侶
りょ

の間で、

⑦肉を一切使わない料理である精
しょう

進
じ ん

料理が広まりました。

　江戸時代に入ると、都市部のお店で⑧うなぎ、天ぷらなどが出され、庶
しょ

民
みん

が口に　　

する機会も増えました。そして⑨明治時代に入った 1871 年に、「肉食禁止令」が解除

されて、牛肉を使った料理も作られるようになりました。

　明治時代以降、日本は国力をのばしたものの、⑩第二次世界大戦での敗戦で大きな

打
だ

撃
げき

を受けます。その後、⑪第二次世界大戦後に学校給食が全国で始まり、⑫高度

経済成長を経て、⑬日本の食文化も多様化しています。

［問１］下線部①について、農林水産省は日本の行政機関の一つであり、行政権は

　　 内閣が持っている。次の文の中で、内閣がおこなったこととして正しいものを、

　 　次の ア～エ から１つ選び、記号で答えなさい。

　　 ア．新型コロナウイルスに対応するために、すでにある法律を改正するための

　　　　 審議や決議をおこなった。

　　 イ．新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための取り組みに関する

　　　　 条例を制定した。

　　 ウ．新型コロナウイルスによる不安に対応するため、１人につき 10 万円を

　　　　 支給する特別定額給付金の実施を決めた。

　　 エ．新型コロナウイルスの対策のために必要な補正予算（追加する予算）を

　　　　 認めるかどうかについて、審議や決議をおこなった。
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［問２］下線部②について、次の ア～カ の日本の年中行事を、やってくる順番に

　　 ならべかえ、その順番を記号で答えなさい。ただし、最初は「ア」、最後は「カ」

　　 である。

　　　 ア．正月　　　　　イ．節分　　　　　ウ．十五夜

　　　 エ．お盆　　　　　オ．七夕 　 　　　カ．大
おおみそか

晦日

［問３］下線部③について、稲作が広まったことで、人びとのあいだに身分の差が

　　 うまれるようになった。なぜ、身分の差がうまれたのか、その理由を

　　 30字以内で説明しなさい。

［問４］下線部④について、飛鳥時代までには箸
はし

が中国から伝わり、聖徳太子が日本

　　 で初めて箸
はし

食
しょく

制度を朝廷の儀
ぎ

式
しき

で採用したといわれる。その聖徳太子が採用

　　 した、家がらではなく、能力によって役人を取り立てる制度のことを漢字５字

　　 で「■■■■□」という。□に入る漢字１字を答えなさい。

［問５］下線部⑤について、天武天皇は大化の改新をすすめた中大兄皇子（のちの

　　 天智天皇）の弟である。大化の改新の説明として正しいものを、次の ア～エ

　　 から１つ選び、記号で答えなさい。

　　　 ア．中大兄皇子らは藤原氏をほろぼし、政治改革をはじめた。

　　　 イ．中国で学んだ留学生とともに天皇中心の国づくりがすすめられた。

　　　 ウ．平城京を都に定め、天皇自らが政治のしくみを改めた。

　　　 エ．天智天皇は全国に国分寺や国分尼寺をつくるように命じた。

［問６］下線部⑥について、平安時代の文化の説明として正しいものを、次の ア～エ

　　 から１つ選び、記号で答えなさい。

　　　 ア．仏教や儒教が伝わる前の日本人の考え方を研究する国学が広まった。 

　　　 イ．国風文化がうまれ、貴族は寝殿造のやしきで暮らした。

　　　 ウ．貴族のあいだで茶の湯が楽しまれ、茶を飲む習慣が広まった。

　　　 エ．仏教文化が広まり、法隆寺などの寺院がさかんにつくられた。
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［問７］下線部⑦について、精進料理には多くの野菜が使われる。昨年の７月から

　　 ８月にかけて、野菜の価格がいつもの２～３倍になった。なぜ上がったのか、

　　 その理由としてもっともふさわしいものを、次の ア～エ から１つ選び、記号

　　 で答えなさい。

　　　 ア．長い休校期間の影
え い

響
きょう

で給食の日数が大
おお

幅
はば

に減ったことにより、給食で使う

　　　　　 はずの野菜がスーパーなどにたくさん流通したため。

　　　 イ．新型コロナウイルスの影響で、飲食店の営業時間が短くなり、野菜の消費

　　　　　 が大幅に減ったため。

　　　 ウ．長い梅雨により、買い物のために外に出る機会が減ってしまったことで、

　　　　　 多くの人が野菜を買いだめしたため。

　　　 エ．梅雨の期間が長く、日が照る時間が短かった影響で野菜が育たず、野菜の

　　　　　 生産量や出荷量が大幅に減ったため。

［問８］下線部⑧について、次の問題に答えなさい。

　（１）養殖うなぎの都道府県別での生産量の割合を表したグラフとして正しいもの

　　 を、次の ア～エ から１つ選び、記号で答えなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 

（農林水産省および日本養鰻漁業協同組合連合ウェブサイトより作成）
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　（２）天ぷらは、鉄
てっ

砲
ぽう

とともにポルトガルから日本に伝わったとされている。天ぷら

　　 が日本に伝わったころのできごととして正しいものを、次の ア～エ から１つ選び、

　　 記号で答えなさい。

　　　 ア．足利尊氏が征夷大将軍になった。

　　　 イ．京都で応仁の乱がおこった。

　　　 ウ．元が日本を従えようとして、初めて九州北部に攻
せ

めてきた。 

　　　 エ．外国人宣教師が日本に上陸し、キリスト教を広めはじめた。

　（３）うなぎや天ぷらなどの食文化は浮世絵にも描
えが

かれている。浮世絵作家として

　　 あやまっているものを、次の ア～エ から１つ選び、記号で答えなさい。

　　　 ア．東洲斎写楽　　　　　　イ．近松門左衛門　

　　　 ウ．葛飾北斎　　　　　　　エ．歌川（安藤）広重

［問９］下線部⑨について、明治時代の事件やできごとを表しているものとしてあやま

　　 っているものを、次の ア～エ から１つ選び、記号で答えなさい。

　　　ア．　　　　　　　　　　　　　　　　イ．

　　　ウ．　　　　　　　　　　　　　　　　エ．
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［問10］下線部⑩について、第二次世界大戦中の日本の説明としてあやまっている

　　 ものを、次の ア～エ から１つ選び、記号で答えなさい。

　　 ア．清からの賠
ばい

償
しょう

金で八幡製鉄所がつくられ、軍
ぐん

艦
かん

や大
たい

砲
ほう

が生産された。

　　 イ．男子学生は戦場に送られ、中学生や女学生は兵器工場で働いた。

　　 ウ．隣
となりぐみ

組がつくられ、住民同士が助け合う一方で監
かん

視
し

しあうしくみができた。

　　 エ．日本の本州も空
くう

襲
しゅう

にあい、たくさんの死者と多くの被
ひ

害
がい

が出た。

［問11］下線部⑪について、戦後、日本国憲法が制定された。日本国憲法の説明

　　 として正しいものを、 ア～エ から１つ選び、記号で答えなさい。

　　 ア．日本国憲法が施
し

行
こう

されてから70 年以上たつが、現在まで一度も改正され

　　　　 ていない。

　　 イ．日本国憲法には戦争を放
ほう

棄
き

することが記されているが、自衛隊を保持する

　　　　 ことも記されている。

　　 ウ．日本国憲法は、日本で初めて制定された憲法であり、国民主権などが定め

　　　　 られている。

　　 エ．日本国憲法では、18歳以上の国民に選挙権が与えられているが、選挙権が

　　　　 あるのは男性だけとされている。

［問12］下線部⑫について、この時期の日本では公害が社会問題となった。下の地図

　　 をみて、公害とそれがおきた場所の組み合わせとして正しいものを、表の

　　 ア～カ から１つ選び、記号で答えなさい。
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［問13］下線部⑬について、現在、多様化がすすむ一方で「和食の危機」もいわれて

　　 いる。その理由のひとつに、各家庭で使われる食材の変化があげられる。下の

　　 グラフは、その変化を示したものである。グラフから読み取れることとして

　　 正しいものを、次の ア～エ から１つ選び、記号で答えなさい。

 

（総務省統計局ウェブサイトより作成）

　　 ア．米の支出額は、グラフに書かれた 2000 年～ 2019 年の 20 年間、常に減り

　　　　 続けている。

　　 イ．大豆加工品の支出額は、2000 年～ 2009 年の 10 年間はわずかに増えて

　　　　 いるものの、2010 年～ 2019 年の 10 年間は減り続けている。

　　 ウ．2000 年～ 2019 年の 20 年間で支出額の減った割合を比べると、米よりも

　　　　 大豆加工品の方が減った割合が大きい。

　　 エ．2000 年と 2019 年の米と大豆加工品の支出額の差を比べると、2019 年の

　　　　 方が米と大豆加工品の支出額の差が小さい。



以下余白
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