
2024 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) 問題冊子が配られても，開いてはいけません。 
 
(2) 問題冊子は 1 ページから 13 ページまであります。 
 
(3) 「はじめてください」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。 
 
(4) 答えはすべて解答用紙に書きなさい。 
 
(5) 語句を答えるときは，漢字で書けるものは漢字で解答しなさい。 
 
(6) 問題冊子に書きこみをしてもかまいません。 
 
(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) 「やめてください」と言われたら，すぐに筆記用具をおき，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 分間です。 
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１ 以下の桐子さんと朋子さんの会話を読んで、あとの問いに答えなさい。 

桐子；私たちも、もうすぐ小学校を卒業ね。私は、6 年生で栃木県へ修学旅行

に行けたことが思い出の 1 つなの。 

朋子； 私たちが 3 年生のころは、「県をまたいで旅行するのは自
じ

粛
しゅく

しましょう。」

と言われて、なかなか出かけられなかったね。 

桐子； そうだね。この県境は、どうやって決まったのかな？ 

朋子； 私も気になって、旅行中に先生に聞いてみたんだ。もともと明治時代よ

り前は、各地の地名は「何々国」というように国という単位で表されて

いたんだって。そのころから引き継がれている境界が多いらしいよ。 

桐子； それじゃ、その国と国の境界はどうやってできたのかな？ 

朋子； どうなんだろう。「何々国」というのは、a)律令によって定められた仕組

みだということなんだけど、東京都は、ほとんどが武蔵国
む さ し の く に

におさまるら

しいの。ただ、武蔵国には今の埼玉県の大部分や神奈川県の一部も含ま

れているんだって。それより前のことは聞かなかったな。b)今度調べて

みるよ。 

桐子； 小学校の校歌に「武蔵野の」という歌詞があるね。あれは c)武蔵国の野

原という意味だったんだね。そういえば、春の遠足で陣
じ ん

馬
ば

山
さ ん

に登ったと

き、案内板に、東は東京都、西は神奈川県に接しているということが書

いてあった。ここは県境なんだと思って面白かったから写真をとってき

たの。ほら。 

朋子； 本当だ、戦国時代には「甲斐
か い

武田氏の狼煙
の ろ し

台
だ い

（警報や合図などのために

火をたいてけむりを上げる施
し

設
せ つ

）があった」とも書いてあるね。ちなみ

に甲斐国というのは今の【 Ａ 】だよ。甲斐国を治めた武田氏の力が、

神奈川県や東京都あたりまでおよんでいたそうだよ。 

桐子；武田氏というのは、有名なあの武田信
し ん

玄
げ ん

のことなのかな。 

朋子；そうだよ。授業で習った長
な が

篠
し の

の戦いで、【 Ｂ 】と d)徳川家康の連合

軍に負けたあの武田氏だよ。ただ、長篠の戦いで戦ったのは武田勝
か つ

頼
よ り

で、

勝頼のお父さんが武田信玄なの。「甲斐の虎
と ら

」と呼ばれて、とても強か

った武田信玄は、新潟県出身の上
う え

杉
す ぎ

謙
け ん

信
し ん

と、長野県北部の地域を取り合

って、何度も戦ったんだって。 

桐子；その頃は、何国を誰
だ れ

が治めると決まっていたわけじゃなくて、武田と上

杉が支配していた土地の境界は、その時々の戦争の結果で変わったとい

うことかな。 
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朋子；実際には、ある 2 つの勢力の境目に住んでいる人が両方の勢力に従って

いたり、複数の人々が共有する土地があったりしてもおかしくなかった、

ということみたい。明治時代以降は、欧米
お う べ い

の政治や文化を受け入れるこ

とで、地図上に線を書いて、その土地がどこに所属するか、誰の所有地

であるか、といったことをはっきりさせることが普
ふ

通
つ う

になっていったん

だって。県境も、明治時代になって 1871 年に行われた【 Ｃ 】によ

って、府や県ができたことでたん生したんだね。 

桐子； 日本には 47 の都道府県があるけど、e)北海道と f)沖縄県を除くと、たく

さんの県境や都県境、府県境が陸上にあるんだよ。ほとんどが歩いては

行きにくい g)河川や山脈を境にしているね。 

朋子； そういう人々が住みにくかったり、行き来しにくかったり、権力者の力

が及
お よ

びにくいところは、国の境目が県境になっているんだね。 

桐子；h)3 つの県や都、府の境目になっている所を「三
さ ん

県境
けんきょう

」と言って、地図 

で調べてみたら全国に 48 か所あることに気づいたのよ。せっかくだか

ら両親にお願いしてお姉ちゃんと一緒に i)《地図２》の★の場所へ連れ

て行ってもらったの。水田の広がる平地だから最寄り駅から歩いて行け

たよ。 

朋子；なぜ他の県境と違
ち が

って、平地が境になったんだろうね。 

桐子；インターネットで調べたら、その理由が日本河川協会のホームページに

のっていたよ。もともとは県境となっていた渡
わ た

良
ら

瀬
せ

川
が わ

と谷
や

田
た

川
が わ

があって、

その 2 つの川が合流する場所が三県境だったみたい。ところが j)渡良瀬

遊
ゆ う

水地
す い ち

を造るときに川の流れを変
へ ん

更
こ う

したため、三県境が陸地になってし

まったんだって。 

朋子；面白いね。旅行をするときに県を越
こ

えると「東北地方に来た」とか「い

よいよ k)中国地方に入った！」って思うよね。東北地方では、2011 年に

東日本大
だ い

震
し ん

災
さ い

があったね。教科書にこの震災の原因となった地震の名前

は【 Ｄ 】地震と書いてあるね。 

桐子；今の小学校 6 年生は誰も体験していないできごとね。東日本大震災で津

波の被
ひ

害
が い

にあった地域はリアス海岸という地形だったよね。リアス海岸

は広い海から狭
せ ま

い入
い り

江
え

に津
つ

波
な み

が押
お

し寄せることで、より水位が上がるの。

リアス海岸のあるところは、ℓ)養
よ う

殖
しょく

業が盛んだよね。 

朋子；ところで、社会の授業で日本の m)四大工業地帯を学習したんだけど、 

京浜工業地帯ってどこだったかしら。 
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桐子；京浜工業地帯は東京都と【 Ｅ 】、場合によっては埼玉県も入るのよ。 

朋子；へぇ、そうなんだ。ところで地図を見ると世界にはたくさんの国境があ

るね。ヨーロッパには、小さな国がたくさんあって戦争もたびたび起き

ていたというよ。 

桐子；でも、n)第二次世界大戦で、多くのぎせい者を出してしまった反省に立

って、政治や経済、外交などで協力するＥＵを作ったんだって。ヨーロ

ッパの国々は強い結びつきを目指していて、ＥＵに加盟している国が

【 Ｆ 】か国あるのよ。 

朋子；国境をこえて協力することもできるということだね。でも、国境をめぐ

る争いは世界各地で発生しているね。2022 年 2 月に始まったＥＵ加盟国

と隣
と な

り合っている【 Ｇ 】とロシアの戦争は悲しいことだね。私たち

は戦争のない平和な世界を築きたいね。 

 

問1  文中の空らん【 Ａ 】～【 Ｇ 】にあてはまる語や数字を答えなさ

い。 

 

問2  下線部 a)について、次のページの《地図１》は律令によって定められた

国名を現在の日本地図上に表したものです。このなかで、もともと 1 つの

名前でよばれていた地域を、3 つあるいは 2 つに分割して国としたところ

があります。そのような国には、もともとの地域の名前のうちの 1 文字と、

前・中・後あるいは上・下の文字を組み合わせた国名（例：備前・備中・

備後）が付いています。前・中・後あるいは上・下の文字の付け方にはあ

る規則性がありますが、その規則性とはどのようなものでしょうか、あな

たの考えを説明しなさい。 
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《地図１》 

出典：『日本史Ｂ 新訂版』 
（実教出版株式会社） 
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問3  下線部 b)について、朋子さんは律令制度ができる前の東京都の歴史につ

いて調べました。その内容をまとめたものが、以下の文章です。文中の空

らん〔 １ 〕～〔 ３ 〕にあてはまる語を答えなさい。 

 縄
じょう

文
も ん

時代より前に東京に住んでいた人々は、川の流域を中心に、食料を求め

て移動をしながら生活していました。 

 縄文時代になると、気候が暖かくなり手に入る食料が豊富になりました。そ

のため、ある場所に続けて住むことができるようになりました。東京都の広い

はん囲に、縄文時代の遺
い

跡
せ き

が残っています。そこから、土をほり下げて作った

〔 １ 〕と呼ばれる住居のあとや、貝がらや魚・動物の骨、食料を貯蔵した

り、調理したりするのに使った〔 ２ 〕の破片などが見つかっています。続

く弥生時代の遺跡としては、防
ぼ う

御
ぎ ょ

施設を備えた集落や墓地のあとが見つかって

います。 

 古
こ

墳
ふ ん

時代にでき現在まで残っているものの代表に、その地域の有力者であっ

た豪
ご う

族
ぞ く

のものと思われる古墳があります。その形や大きさから、当時の政府で、

近畿地方にあった〔 ３ 〕と強い結びつきを持っていたと考えられています。

都内では特に多摩川流域に多くの古墳があり、有力な豪族がいたと考えられま

す。後の時代の記録によれば、古墳時代に「ムサシ」の豪族と「チチブ」の豪

族が争って、「チチブ」の豪族が勝利したとあるそうです。「ムサシ」の豪族が

多摩川流域を中心とした豪族で、「チチブ」の豪族は埼玉県秩
ち ち

父
ぶ

地方を中心とし

た地域を支配した豪族だと考えられることから、武蔵国はこれらの豪族たちの

勢力はん囲を中心に成立したのだと考えられます。 

 

問4  下線部 c)について、武蔵国に関するあとの問いに答えなさい。 

 （１）武蔵国には、朝廷に命じられて、朝鮮半島や中国からやってきた人々

が移住してきました。これらの人々を何と呼ぶか、答えなさい。 

 （２）平安時代以降、豪族たちは土地を開発して武士となり、鎌倉時代にな

ると多くの武士が征
せ い

夷
い

大
た い

将
しょう

軍
ぐ ん

源頼朝に従うようになりました。これら

の武士を何と呼ぶか、答えなさい。 
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問5  下線部 d)について、徳川家康が築いた江戸城とその城下町に関するあと

の問いに答えなさい。 

 （１）将軍が全国の大名に命じて、江戸城の築城やその周りの河川の改修工

事をさせ、大名たちも命令を受けて積極的に取り組みました。なぜ大

名たちはそのように取り組んだのか、またそのことで大名や大名の家

臣・領民にどのような影
え い

響
きょう

があったか、説明しなさい。 

 （２）江戸の城下町には、国内だけでなく、海外からの情報ももたらされ、

蘭学
ら ん が く

とよばれた西洋の語学・学問も学ばれるようになりました。オラ

ンダの医学書を杉田玄
げ ん

白
ぱ く

や前野良
りょう

沢
た く

がほん訳し、出版した本は何か、

答えなさい。 
 

問6  下線部 e)について、次のア～エの帯グラフは 2021 年に北海道の生産量

が 1 位となったじゃがいも、たまねぎ、かぼちゃ、牛乳のいずれかの都道

府県別生産量の割合を示しています。じゃがいもにあたるグラフを 1 つ選

び、記号で答えなさい。 

ア                 イ 

 

 

 

 

 

 

 

ウ                 エ 

 

 

 

 

 

 

 

問7  下線部 f)について、沖縄県は室町時代から江戸時代まで、尚
しょう

氏という一

族が治めた国でした。この国は、中国の皇帝
こ う て い

にも鹿児島県の大名島
し ま

津
づ

氏に

もしたがっていました。この国を何というか、答えなさい。 

『農林業センサス』より作成 
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 d)

 

 e)

 f)
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問8  下線部 g)について、《地図２》にある▲と■の県境の組み合わせとして

正しいものをそれぞれ 1 つ選び、記号で答えなさい。 

 ▲の県境 ア 飛
ひ

驒
だ

山脈 石川県と富山県の境 

      イ 飛驒山脈 長野県と岐阜県の境 

      ウ 奥羽山脈 山形県と宮城県の境 

      エ 奥羽山脈 岩手県と青森県の境 

 ■の県境 ア 最上川  山形県と新潟県の境 

      イ 利根川  茨城県と千葉県の境 

      ウ 木曽川  岐阜県と愛知県の境 

      エ 筑後川  佐賀県と福岡県の境 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《地図２》 
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問9  下線部 h)について、以下のⅩとＹの三県境は《地図２》の①～④のどれ

に当たるか、そ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。 

Ⅹ 島根県／鳥取県／広島県の三県境 

Ｙ 熊本県／大分県／宮崎県の三県境 

組み合わせ 

ア Ⅹが① Ｙが②    イ Ｘが① Ｙが③ 

ウ Ｘが② Ｙが③    エ Ｘが② Ｙが④ 

 

問10  下線部 i)について、次の写真は《地図２》の★の地点で撮
さ つ

影
え い

した写真で

す。幅
は ば

30 ㎝くらいの 3 つの用水路の真ん中にある四角柱が三県境になり

ます。右の看板に栃木県と書かれています。では看板Ａと看板Ｂには何県

と書かれているか、そ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 Ａ；新潟県 Ｂ；福島県  イ Ａ；福島県 Ｂ；茨城県 

ウ Ａ；群馬県 Ｂ；福島県  エ Ａ；埼玉県 Ｂ；群馬県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問11  下線部 j)について、この遊水地は、ある鉱山が原因で明治時代に発生し

た公害の被害を軽減するために作られました。この鉱山の名前を答えなさ

い。 

 

問12  下線部 k)について、昨年（2023 年）5 月に主要国首脳会議が開かれた都

市名を答えなさい。 
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問13  下線部 ℓ)について、なぜリアス海岸では養殖業がさかんなのか、その理

由を説明しなさい。 

 

問14  下線部 m)について、次のア～エのグラフは 2019 年の四大工業地帯の生

産額をそれぞれ示しています。中京工業地帯にあたるグラフを 1 つ選び、

記号で答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問15  下線部 n)について、第二次世界大戦に関するあとの問いに答えなさい。 

 （１）日本は、海外に支配地域を広げようとして、アメリカなどと対立する

ようになり、アジア・太平洋戦争へと突
と つ

入
にゅう

しました。この戦争の時に、

日本軍が支配していた地域としてあてはまらないものを、次の中から

1 つ選び、記号で答えなさい。 
ア 中国   イ 朝鮮  ウ ハワイ  エ フィリピン 

 （２）この戦争を始めたヨーロッパのある国は、戦後 2 つの国に分かれてし

まいました。その後、1990 年になると再び統一され、1 つの国となり

ました。この国の現在の首都はどこですか、答えなさい。 
 

『2020 年工業統計表』より作成 
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２ 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。 

みんなで話し合ってものごとを決めていくという政治のやり方を「民主主義」

といいます。民主主義に基づいて政治を行うために、日本では a)三権分立の仕

組みを採用して 1 つの国家機関だけが強くならないようにしたり、日本国憲法

において「【 Ａ 】の尊重」を原則の 1 つとし、b)国民の権利を保障したりし

ています。 

しかし、ものごとを決める時に、必ずしもすべての人の意見が一
い っ

致
ち

するとは

限りません。だから、多数決のルールが存在するのです。同じ考えを持つ人が

多ければ、その考えは世の中全体に強い影
え い

響
きょう

を与えることがあります。 

国会議員の選挙や地方議会議員の選挙等で投票できる権利を持つ人のことを

有権者と呼びます。現在の日本の有権者の中で、65歳
さ い

以上の高
こ う

齢
れ い

者
し ゃ

が占める割

合は 30％を超
こ

え、年々その割合が増えてきています。そのため高齢者は、選挙

において強い影響力を持つと言われます。c)高齢者の意見を優先して政治が行

われることを、シルバー民主主義と呼びます。このシルバー民主主義の傾
け い

向
こ う

は、

d)年代別の投票率（有権者の中で実際に投票した人の割合）にも表れています。 

しかし、その一方で若者の声を政治に取り入れていくことの必要性もさけば

れています。民法という法律が改正されたことで、2022 年 4 月 1 日から e)成年

年齢が 18 歳に引き下げられました。若者の意見が政治に反映され、日本の社会

が変わっていくことが期待されています。 
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問1  文中の空らん【 Ａ 】にあてはまる語を答えなさい。 

 
問2  下線部 a)について、次の図は日本の三権分立の様子を示したものです。

この図に関するあとの問いに答えなさい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （１）この図の①にあてはまる、裁判官をやめさせることが出来る裁判所を

何というか、答えなさい。 
（２）この図の②にあてはまる、法律を制定する権限を何というか、答えな

さい。 
問3  下線部 b)について、生存権について説明しているものを、次の中から 1

つ選び、記号で答えなさい。 

ア 国から規制されることなく自由に活動する権利。 
イ 私生活をみだりに公開されない権利。 
ウ 健康で文化的な最低限度の生活を送る権利。 
エ 人の権利がおかされた時に、国にその救済を求める権利。 

 

問4  下線部 c)について、シルバー民主主義と呼ばれる状況において、政治家

や政党は具体的にどんな政策を実
じ っ

施
し

しようとするのか。あなた自身が政治

家になったつもりで、高齢者の意見を優先する政策を考えなさい。  
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問5  下線部 d)について、次のグラフは第 36 回衆議院議員総選挙以降の年代

別投票率がどのように変化してきたかを示したものです。このグラフに関

するあとの問いに答えなさい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 （１）このグラフからは読み取れないことを述べているものを、次の中から

1 つ選び、記号で答えなさい。 
ア 選挙権が 18 歳に引き下げられて初めて衆議院議員総選挙が行われ

たのは 2017 年である。 

イ 1990 年代から最も高い投票率を維
い

持
じ

し続けているのは 60 歳代であ

る。 

ウ 1980 年以降で、20 歳代の投票率が 80％を上回ったことは一度もな

い。 

エ 2009 年以降は、どの年代も投票率が下がる傾
け い

向
こ う

がある中で、70 歳

代以上の投票率だけ上
じょう

昇
しょう

し続けている。 

 （２）このグラフを見ると、この 20 年間で、6 回の衆議院議員総選挙が行わ

れています。しかし、その間かくは 3 年であったり、4 年であったり

とバラバラです。なぜ、このようになるのか、その理由を一文で説明

しなさい。  

『総務省資料』より作成 
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問6  下線部 e)について、成年年齢の引き下げによる変化について説明した以

下の文の中で正しいものを 1 つ選び、記号で答えなさい。 

ア 18 歳になったら、タバコを吸うことが許される。 

イ 18 歳になったら、親の同意がなくても携
け い

帯
た い

電話の契
け い

約
や く

をすること 

ができる。 

ウ 18 歳になったら、衆議院の選挙に立候補することができる。 

エ 18 歳になったら、年金の保険料を納めなければならなくなる。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






