
問題冊子が配られても、開いてはいけません。

問題冊子は１ページから１２ページまであります。

「やめなさい」と言われたら、すぐに筆記用具をおき、

2018年度　桐朋女子中学校入学試験（Ｂ入試）

　筆記試験（社会）

【注意】

(1)

(2)

「はじめなさい」と言われたら、まず、問題冊子の表紙

と解答用紙に、それぞれ受験番号と氏名を書きなさい。

(5)

(6) 語句を答えるときは、漢字で書けるものは漢字で解答し

(4) 問題冊子に書きこみをしてもかまいません。

(3)

受験番号 氏名

答えはすべて解答用紙に書きなさい。

なさい。

(7) 解答用紙の※印の空らんには何も書いてはいけません。

(8)
解答用紙も問題冊子も表を上にして机の上におきなさい。

(9) 試験時間は３０分です。
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１ 歴史上の様々な戦争に関わる図版を手がかりに、あとの問いに答えなさい。 
 
問1  武士が活

かつ

躍
やく

した時代の３つの図に関する文章を読み、あとの問いに答え

なさい。 
 

   
〈図１〉            〈図２〉 

 
 
 
 
 
 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈図３〉 
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 平安時代の後期には、武士は朝

ちょう

廷
て い

や貴
き

族
ぞく

の勢力争いにかかわって力を伸
の

ばしていった。図１は（ X ）を描
えが

いた絵で、この出来事の後【 A 】

が武士で初めて太
だ い

政
じょう

大
だ い

臣
じ ん

になり、一族で朝廷の重要な役職を独
どく

占
せん

して政治

の実権をにぎった。その後、源頼朝が鎌
かま

倉
くら

幕
ばく

府
ふ

を開くことで、武士が国の

政治を動かす時代となった。図２は、幕府の執
しっ

権
けん

が【 B 】の時におこ

った（ Y ）を描いた絵である。日本の武士たちが外国の軍の戦い方に

苦しんだ様子が図から読みとれる。a）この出来事の後、鎌倉幕府の力は

おとろえていった。図３は（ Z ）を描いた絵で、左側の織田信長・
【 C 】連合軍と右側の武田軍の b）戦い方の違

ちが

いが勝敗を分けた。こ

うした出来事を通して、戦国の世は全国統一に向かっていった。 
 
（１）文中の空らん【 A 】～【 C 】にあてはまる人名をそれぞれ答え 

なさい。 

（２）文中の空らん（ X ）～（ Z ）にあてはまる出来事の組み合わせ
として正しいものを以下から選び、記号で答えなさい。 
 （ X ）    （ Y ）    （ Z ） 

ア 承
じょう

久
きゅう

の乱      元
げん

寇
こう

       平
へい

治
じ

の乱 

イ 元寇       平治の乱     長
なが

篠
しの

の戦い 
ウ 長篠の戦い    承久の乱     平治の乱 
エ 平治の乱       元寇         長篠の戦い 

 （３）下線部 a）について、鎌倉幕府の力がおとろえていったのはなぜです 
か。具体的に説明しなさい。 

（４）下線部 b）について、どのように違ったのか、図を見て具体的に説明 
しなさい。 

 
 
 
 
 
 

ちょうてい

じょうだい だいじん

じょうきゅう



- 3 - 
 

 
問2  明治時代の２つの図に関する文章を読み、あとの問いに答えなさい。 

   
        〈図４〉           〈図５〉 
 

 ２つの図は、この時代に活躍したフランス人ビゴーが当時の新聞にのせ

た風
ふう

刺
し

画
が

である。図４の左
ひだり

端
は し

で釣
つ

り糸をたれている人物は日本、その向か

い側は【 Ａ 】、橋の上で様子をうかがって横取りしようとしているの

は【 Ｂ 】をあらわしている。日本と【 Ａ 】はどちらが先に【 Ｃ 】

を得るのか、争っている。図５の左端の髭
ひげ

の人は【 Ｂ 】を、刀を向け

ているのは日本を、日本の肩
かた

をおして戦いをけしかけているのは【 Ｄ 】

を、右端のパイプをふかした人はアメリカをあらわしている。 

 
（１）文中の空らんには、国名や地域名がはいります。【 Ａ 】～【 Ｃ 】 

にあてはまる名称をそれぞれ答えなさい。 

（２）図４に見られるような状況から発展し、1894年には戦争がおこりま 
した。この戦争の名前を答えなさい。 

（３）図５で【 Ｄ 】が日本をあと押ししているのは、ある同盟を結んで

いたからです。この同盟の名前を答えなさい。 

（４）明治時代、日本は富
ふ

国
こ く

強
きょう

兵
へ い

や産業革命を通して大国の仲間入りをし、

江戸時代末に欧
おう

米
べい

諸国と結んだ不平等条約を約半世紀もかけて改正す

ることに成功しました。日本が江戸時代末に結んだ不平等条約にあて

はまるものを１つ選び、記号で答えなさい。 
ア ポーツマス条約 イ ベルサイユ条約  ウ 日

に ち

米
べ い

修
しゅう

好
こ う

通
つ う

商
しょう

条
じょう

約
や く

 

エ 下関条約    オ 日
に ち

米
べ い

安
あ ん

全
ぜ ん

保
ほ

障
しょう

条
じょう

約
や く

 

 

 

 

ひだりはし

ふ こくきょうへい

にちべいしゅうこうつうしょうじょうやく

にちべい あんぜん ほ しょうじょうやく
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問3  昭和時代の２つの新聞記事に関する文章を読み、【 Ａ 】～【 Ｃ 】

にあてはまる名
め い

称
しょう

、数字をそれぞれ答えなさい。                    

        
〈図６〉国際連盟脱退に関する新聞記事  〈図７〉サンフランシスコ平和条約 

（1933 年 2 月 25 日付 朝日新聞）      調印を伝える新聞記事 

（1951 年 9 月 9 日付 朝日新聞） 

 
図６の新聞記事は、1933 年に日本が国

こく

際
さい

連
れん

盟
めい

からの脱
だっ

退
たい

を決意した時

の様子を伝えるものである。そのいきさつは、1931 年におきた柳
りゅう

条
じょう

湖
こ

事

件をきっかけに日本軍が中国東北部を占領したことから始まる。その後、

日本は「【 A 】国」をつくって実質的に支配をはじめた。国際連盟はこ

れを認めず、日本が占領地から撤
てっ

退
たい

することを求めた。しかし、日本はこ

の求めに不満をもって、国際連盟から脱退した。やがて、日本は、1937
年には中国と開戦し、アメリカとの関係も悪くなり、【 B 】年 12 月 8
日から太平洋戦争に突

と つ

入
にゅう

した。 
図７の新聞記事は、1951年に日本とアメリカなど 48か国がサンフラン

シスコ平和条約を結んだ様子を伝えるものである。日本は独立を回復した

が、その後もアメリカ軍が日本にとどまることになった。特に【 C  】
県は、現在でも県の面積の５分の１がアメリカ軍基地であり、日本のアメ

リカ軍基地全体の４分の３が集中している。 
 
 
 
 
 
 
 
 

めいしょう

とつにゅう

りゅうじょうこ
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問4  現在でも、世界各地では戦争が絶えません。これに関する以下の文章を
読んで、あとの問いに答えなさい。 

 山本
やまもと

美香
み か

さんは、約 20年にわたって戦場に生きる人びとを取材したジャー
ナリストでした。アジア、アフリカ、民

みん

族
ぞく

紛
ふん

争
そう

、宗教対立・・・過
か

酷
こく

な戦場

にあって、彼女が信じ、命の危険を感じながらも伝えたかったことは、なん

だったのでしょう？ 
 2012年 8月 21日早朝。悲しく、衝

しょう

撃
げ き

的
て き

な知らせが日本にとびこんできま

した。「ジャーナリストの山本美香さんが、取材で滞
た い

在
ざ い

中
ちゅう

のシリア、アレッポ

で銃
じゅう

撃
げ き

を受け、亡くなったもようです。」そのころ、シリアでは、政府軍とそ

れに対
たい

抗
こう

する勢力の間で戦
せん

闘
とう

がくりひろげられていました。山本さんは、現地

で戦闘のようすを取材するため、街を歩いている最中に突
と つ

然
ぜ ん

銃
じゅう

撃
げ き

を受けまし

た。一
い っ

瞬
しゅん

のことでした。（中略） 
 「わたしは、ジャーナリストは『証

しょう

言
げ ん

者
し ゃ

』『目
も く

撃
げ き

者
し ゃ

』だと思っています。で

きるだけ多くの視点が戦場にあることによって、状況が悪化しないよう、抑
よ く

止
し

力
りょく

＊１になればいいと思います。そういう意味では、ひとりやふたり、ジャー

ナリストがいるだけでは足りないのです。何人殺されようと、のこっただれか

が記録して、かならず世界につたえなくてはいけません。相手がどんなに強力

な力をもった存在でも、きっとだれかが立ちむかってくれます。」（中略） 
 2012年の夏、山本さんは戦地で命を落としました。戦闘が日常になってし
まったシリア、アレッポでは、武器を持たないジャーナリストにまで、銃

じゅう

口
こ う

が

向けられました。戦いは終わることなく、現在もつづいています。 
       （野上暁監修「ほんとうにあった戦争と平和の話」講談社青い鳥文庫、2016年） 

注＊１ 抑止力：おさえとどめる力のこと。 

以下の文章は最後の取材に出発する１か月前の山本さんの言葉の一部です。

【 ◆ 】にふさわしいとあなたが考えた文を作りな 

さい。 
 

「伝え続けることによって【 ◆ 】。その 

ために取材がしたい。」 
 

 

〈図 8〉山本美香さんが書いた本（講談社） 

 

しょうげきてき

たいざいちゅう

とつぜんじゅうげき

いっしゅん

じゅうげき

しょうげんしゃ もくげきしゃ

じゅうこう

よく し

りょく
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２ 次の桐子さんと朋子さんの会話文を読んで、あとの問いに答えなさい。 
桐子：去年の夏休みにおじいちゃんの家へ行く途中、宮城県から山形県に入っ

たところで「分
ぶん

水
すい

嶺
れい

」と書いてある看板があったから寄ってみたの。そ

のとき撮ってきた写真がこれよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【写真】山形県・境田分水嶺 
朋子：分水嶺って雨水が異なる方向に流れる境

きょう

界
か い

のことを言うんだよね。だか

ら山地や山脈では尾根や頂が境界になる場合が多いと教わったね。この

場所は何という所なの？ 
桐子：奥羽山脈にある境

さかい

田
だ

分水嶺という所で、案内板に書いてあるように、北

から流れてきた用水路が、東西に分かれるの。日本で１つの水の流れが、

2つに分かれていく分水嶺はとても珍
めずら

しいそうよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【案内板】資料：山形県最上町役場 
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きょうかい
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朋子：ということは、この 1 つの川が分かれて、a）東に流れる小川はやがて

太平洋へ、西に流れる小川は日本海に流れ出るの？ 
桐子：そうなの！東京に帰ってきてから近くの図書館で調べたら、b）太平洋側

か日本海側かどちらに流れ出るかを分ける分水嶺は「中央分水嶺」とか

「大分水嶺」と呼ばれることがわかったわ。 
朋子：国土が細長い日本列島には、北海道から九州まで山々が連なって山地 

や山脈になっているわね。 
桐子：いろいろ調べたら「日本の分水嶺」の地図があったの。日本列島を北 

から南まで通る線が c）中央分水嶺を示すんだって。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地図】資料：堀公俊著「日本の分水嶺」 

                山と渓谷社 社団法人・日本山岳会より 
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朋子：社会の授業で先生が「山脈や山地をはさんで自然や人々の生活が大きく

変わる場合がある」って教えてくれたね。そう考えると d）分水嶺をは

さんで気候や動植物などの自然のようすが変わるだけでなく、方言やく

らし、産業などが違うこともあるんだろうなぁと思うよ。 
桐子：よく見ると分水嶺の多くは県

けん

境
ざかい

や市町村の境になっていることに気づ 
くわ。昔から分水嶺は人々のくらしの境界になっているのかもしれない

ね。 
朋子：分水嶺を調べると、自然と人間の生活の両方に関わる問題が明らかにな

りそうね。中学校に入学したら自由研究をしてみようね。 
 
問1  下線部ａ）について、あとの問いに答えなさい。 
 （１）境田分水嶺から太平洋側へ流れ出た小川は、やがて北

きた

上
かみ

川
がわ

に合流しま

す。その河口に位置する平野の名称を答えなさい。 
 （２）境田分水嶺から日本海側へ流れ出た小川は、やがて最

も

上
がみ

川
がわ

に合流しま

す。最上川沿いの産業の様子について、次の中から正しいものを１つ

選び、記号で答えなさい。 
   ア 途

と

中
ちゅう

に位置する盆地では、さくらんぼや洋なしなど果
か

樹
じゅ

の生産がさか

んで、河口の平野では江戸時代から米作りがさかんである。 
   イ 途中に位置する盆地では、じゃがいもやたまねぎなど野菜作りがさか

んである。河口の平野では米作りも行われている。 
   ウ 上流の山脈はヒノキの産地として名高く、下流部ではみかん栽

さい

培
ばい

がさ

かんである。 
   エ 上流の高原ではキャベツやレタスなどの野菜作りがさかんで、下流に

進むにつれて小麦の生産が行われている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

とちゅう
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問2  文中の下線部ｂ）について、日本海側に流れ出る河川の組み合わせとし
て正しいものを１つ選び、記号で答えなさい。 

   ア 天
て

塩
しお

川
がわ

・阿
あ

賀
が

野
の

川
がわ

・黒
くろ

部
べ

川
がわ

・江
ごう

の川
かわ

・筑
ちく

後
ご

川
がわ

 
   イ 十

と

勝
かち

川
がわ

・阿
あ

武
ぶ

隈
くま

川
がわ

・木
き

曽
そ

川
がわ

・淀
よど

川
がわ

・四
し

万
まん

十
と

川
がわ

 
   ウ 天塩川・阿武隈川・黒部川・淀川・筑後川 
   エ 十勝川・阿賀野川・木曽川・江の川・四万十川 
 
問3  文中の下線部ｃ）について、次の中で「中央分水嶺」が通っている県を
１つ選び、記号で答えなさい。 

   ア 神奈川県    イ 愛知県    ウ 富山県 
エ 兵庫県     オ 長崎県 

 
問4  次の雨温図は石

いし

狩
かり

川
がわ

、阿武隈川、信
しな

濃
の

川
がわ

、太
おお

田
た

川
がわ

の河口に位置する都市

のいずれかのものです。ＡとＢを示す都市名をそれぞれ答えなさい。 

    
【雨温図】平成 28 年 理科年表より作成 
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問5  下線部ｄ）について、中部地方に関するあとの問いに答えなさい。 
 （１）太平洋側の濃

のう

尾
び

平
へい

野
や

には、日本の３大工業地帯の１つがあります。こ

の地域の工業地帯の名称を答えなさい。また下のグラフのＸ～Ｚのど

れにあたるか記号で答えなさい。 

 
【グラフ】「３大工業地帯の生産額の割合」 

平成 28 年 工業統計表より作成 

 
 （２）グラフの Ａ・Ｂにあてはまる工業を次の中から選び、それぞれ記号 

で答えなさい。 
   ア 鉄

てっ

鋼
こう

  イ 機械  ウ コンピュータ  エ 製紙 
 （３）日本海側の北陸地方では太平洋側と異なり、伝統工業が栄えてきまし

た。その理由を、気候の特色と関連づけて説明しなさい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｚ
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３ 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。 

日本では、1890年 7月 1日に初めての衆議院議員選挙が行われた。a）この

時に選挙権を与えられたのは、日本の全人口の 1.1％程度だった。その後、選
挙制度が変更されるたびに、少しずつ選挙権を持つ人の割合が増えていった。

現在では全人口の 80％以上の人が選挙権を持っている。 
選挙が民主的に行われるためには、4 つの原則が重要である。その一つに一

定年
ねん

齢
れい

になった全ての国民に選挙権が与えられる【 A 】選挙の原則がある。

国政選挙では、2016年 7月 10日に行われた b）参議院議員選挙から、投票で

きる年齢が【 B 】歳
さい

以上に引き下げられた。参議院議員選挙では、都道府

県を単位とする選挙区ごとに議員を選ぶ選挙区制と、c）比例代表制という二種

類の選挙のやり方が採用されている。 
選挙で投票できる年齢が引き下げられた理由の一つに d）少子高齢化の影

え い

響
きょう

がある。日本の人口の中で、高齢者の割合が高くなると、高齢者の考えに沿う

ような政策がとられるようになる。しかし、その一方で、今の若者たちが将来

影響を受けるような問題も無視できない。例えば、e）国の借金が増えていけば、

今の若者たちがいつかはその借金を返さなくてはならなくなる。 
中学生となる私たちも、選挙で投票することについて真

しん

剣
けん

に考えていく必要

があるのではないだろうか。 
 

問1  文中の空らん【 A 】・【 B 】にあてはまる語・数字を答えなさい。 
 
問2  下線部 a）に関して、この時に選挙権を与えられた人の条件として正し

いものを１つ選び、記号で答えなさい。 
ア 直接国税１５円以上をおさめる２０歳以上の男子 

イ 直接国税２５円以上をおさめる２０歳以上の男子 

ウ 直接国税１５円以上をおさめる２５歳以上の男子 

エ 直接国税１０円以上をおさめる２５歳以上の男子 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

1
えいきょう



- 12 - 
 

 

問3  下線部 b）に関する文として正しいものを１つ選び、記号で答えなさい。 
ア 参議院議員の任期は 6年ある。このため、次の参議院議員選挙は 

2022年に行われる。 

イ 参議院議員の任期は 6年ある。しかし、3年ごとに議員の半分を選 

びなおすことになっており、次の参議院議員選挙は 2019年に行われ 

る。 

ウ 参議院議員の任期は 4年ある。このため、次の参議院議員選挙は 

2020年に行われる。 

エ 参議院議員の任期は 4年ある。ただし、解散があるため、次の参議

院選挙がいつ行われるのかは決まっていない。 

 

問4  下線部ｃ）に関して、参議院議員選挙の比例代表制の選挙の際に、何を
書いて投票するか、正しいものを１つ選び、記号で答えなさい。 
ア 候補者の名前を書いて投票する。 

イ 候補者の名前または政党名を書いて投票する。 

ウ 政党名を書いて投票する。 

エ 候補者の名前と政党名の両方を書いて投票する。 

 

問5  下線部ｄ）に関して、少子高齢化が進んでいる日本の現状の説明として
正しいものを１つ選び、記号で答えなさい。 
ア 少子高齢化が進んだので、政府の統計資料等では、75歳以上の人の

ことを高齢者と呼ぶようになった。 

イ 少子化が進んだため、保育園に入れない子どもの数が減ってきた。 

ウ 高齢者の数が増えたために介
かい

護
ご

サービスの費用が増えている。 

エ 高齢者の数が増えたため、日本国民全体の医
い

療
りょう

費
ひ

が減っている。 

 

問6  下線部ｅ）に関して、国の借金が増えるのを防ぐために、どのような対
策をとればよいとあなたは考えますか。それによって、どのような効果が

あるかについても説明しなさい。 
な








