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２０２３年度  入学試験問題 

 

 

２月３日 第３回  

 

 

 

 

社 会（２５分） 

 

 

 

 

 

 

 

   

 １．開始のチャイムが鳴るまで問題用紙には手をふれないでください。 

 ２．問題は２ページ～９ページまでです。試験開始後、必ず確認して 

     ください。 

 ３．解答用紙には氏名ではなく、受験番号を記入してください。 

 ４．机の上にあるQR コードのシール（どれでも良い）を解答用紙右下の 

「ここにシールをはってください」のわくの中にはってください。 

 ５．解答はすべて解答用紙に記入してください。 

 ６．終わりのチャイムが鳴り始めたら、書くのをやめて、えんぴつを 

   おいてください。 

 

 

 

 

三輪田学園中学校 

注意 
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１．交通についてレポートを書くことになった希さんは資料をさがし、メモを作成し

ました。次の 2つのメモを読み、問に答えなさい。 

 

［メモ１］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ西日本の 2022 年 4月 11日ニュースリリースより 

 

平均通過人員（人／日） 2000 人／日未満の路線区 

 

路線 区間 1987 年 1997 年 2007 年 2017 年 2020 年 

小浜線 ①敦賀～東舞鶴 2712 1846 1278 1035 782 

大糸線 南小谷～②糸魚川 987 346 164 104 50 

紀勢線 ③新宮～白浜 4123 3435 1927 1222 608 

       

  ※平均通過人員とは、乗客の 1日 1 キロメートルあたりの人数のことを指す。 

 

（私の感想・疑問など） 

「…ローカル線を取り巻く環境は大きく変化しております。そうした中で④鉄道

は自動車に比べてきめ細やかな移動ニーズ（要求）におこたえできないこともあり、

…厳しいご利用状きょうとなっています。…」とニュースリリースには書いてあっ

た。日本の鉄道は今年（2022 年）に開業から（ あ ）年をむかえたが、大きく変

わるときなのだろうか。 

 しかし、これらの路線が廃
はい

線
せん

になったら通学等で困る人もいる。鉄道の代わりに

（ い ）が考えられるが、利用者が少なければ（ い ）も赤字になる。その際、

自動車の自動運転は本当に問題解決の糸口になるだろうか？ 次は自動運転車に

ついて調べよう。 
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［メモ２］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１ 下線部①～③と次のア～ウを正しく組み合わせなさい。 

  ア．リアス海岸である若狭湾に面している。 

  イ．世界遺産「紀伊山地の霊場
れいじょう

と参詣
さんけい

道
どう

」の入り口に位置している。 

  ウ．フォッサマグナの西のはしに位置している。 

 

問２ 下線部①～③について、これらの駅のある県名をそれぞれ答えなさい。 

問３ ［メモ１］中の表を解答らんにグラフとして完成させなさい。 

問４ 下線部④について、きめ細やかな移動ニーズとは具体的にどのようなことです 

か。説明しなさい。 

問５ 空らん（ あ ）と（ い ）にあてはまる数字や語をそれぞれ答えなさい。 

問６ 空らん（ う ）と（ え ）にはメモ中で使われていることばが入ります。

それぞれ答えなさい。 

 

「自動運転の社会的ジレンマ」（アメリカ人におこなったアンケートの分析
ぶんせき

。『サイ

エンス』2016 年 6月に発表された論文）より 

 

・「自動運転の事故により 10人の歩行者が死傷するより、1人の同乗者が死傷する

方が道徳的だ」と回答したのは 76％ 

・「歩行者が 1人の場合、自動運転の事故からその歩行者を守るために、1 人の同乗

者をぎせいにするのが道徳的だ」と回答したのは 23％ 

・筆者らは「歩行者よりも同乗者の方を守るようにプログラミングされた自動運転

車」と「同乗者よりも歩行者の方を守るようにプログラミングされた自動運転車」

の両方が売られていた場合、後者を買う人はほとんどいないだろう、と分析して

いる。 

 

（私の感想） 

  以上の分析を受けると、自動車メーカーは（ う ）の安全を優先した自動運

転車を作った方が売り上げは上がることになる。しかしそのような車が走ってい

るのは安全な世界とはいえない。（ う ）と（ え ）の両方が納得できる規制

（法律）が必要だと考えた。 
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２．光さんと希さんの次の会話文を読み、問に答えなさい。 

 

光： お年玉で何を買おうかな？ ところで、お金が発明される前は、どうやって買

い物をしていたんだろう。 

希： お金が発明される前は、物々
ぶつぶつ

交換
こうかん

をしていたのよ。①弥生時代になっても、お

金ではなくめずらしい貝などの価値のあるものと交換していたの。 

光： ②奈良時代には和同開珎を使っていたんだよね。 

希： 朝廷は日本が律令国家として貨幣
か へ い

があるきちんとした国だということを示した

くて、和同開珎を作ったの。でも民衆はそれをなかなか使いたがらなかった。

そのため役人の給料を銅銭にしたり、蓄
ちく

銭
せん

叙位令
じょいれい

という法律を出して、銅銭を

ためたら官位と交換できるという制度をつくったりしたのよ。 

光： それって、③変な法律だよね。だってこの法律を作った朝廷のねらいは       

Ａ  Ａ   なのに、民衆は   Ｂ   でしょ。 

希： そうよね。結局、10世紀末に貨幣は生産されなくなってしまうの。 

光： 平安時代末期から、④日宋貿易で中国銭が輸入されたって習ったよ。 

希： 鎌倉時代から室町時代は、農村が発達して、それにつれて商工業も発展してい

ったの。⑤品物の取引が増えていくと、輸入された中国銭を使用するようにな

ったのよ。 

光： じゃあ、日本ではまったく貨幣を作らなかったの？ 

希： 戦国時代には、大名が自分たちの領地で使用できる貨幣を作っていたの。特に

この時期の⑥日本は金や銀の生産量が多く、海外へも輸出していたのよ。そし

て江戸幕府は、平安時代以来、600年ぶりに全国で通用する金貨・銀貨・銅銭を

作ったの。 

光： え、でも、江戸時代の税って「年貢」だと習ったよ。そんなに銀があったのな

ら、貨幣ではらってもよかったのじゃない？ 

希： 確かにそうね。大名たちは領地や収入を米で計算していたので、年貢も米で取

り立てていたのかもね。でもその後、都市部では、商業がさかんになり、貨幣

でのやりとりが中心になっていくの。農村部も買い物には現金も必要になるの

よ。それで農家でも現金を得るために⑦商品作物が作られるようになっていっ

たの。 

光： 江戸時代の日本の商業や交易はすごく活発におこなわれていたんだね。貨幣が

いっぱい使われていたってことはわかった。江戸時代の後は、どうなったの？ 
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希： ⑧明治時代になると、「円」を使うようになったのよ。現在使っている貨幣は、

⑨第二次世界大戦前に使われていたものとはちがって、戦後に新たに作られた

ものなのよ。⑩昭和の東京オリンピックでは、はじめての記念貨幣も生まれた

のですって。 

光： これから新しいお札も出てくるし、楽しみだね。 

 

 

問１ 下線部①について、この時代の説明としてあてはまらないものを次から１つ選 

び、記号で答えなさい。 

ア．祭りのために銅鐸や銅剣などの青銅器の道具が作られた。 

イ．豪族たちが自分たちの力を示すために大きな古墳を作らせた。 

ウ．収かくした稲を貯蔵するために高床倉庫が作られた。 

エ．稲の栽培のために、田げたや石包丁などの農具を用いた。 

 

問２ 下線部②について、この時代のできごととして、あてはまらないものを次から 

１つ選び、記号で答えなさい。 

ア．平城京に都が移された。 

イ．墾田永年私財法が出された。 

ウ．万葉集がまとめられた。 

エ．大宝律令が定められた。 

 

問３ 下線部③について、光さんはなぜそのように思ったのですか。文章中の Ａ と 

 Ｂ にあてはまるように考えて、答えなさい。 

 

問４ 下線部④について、この時代に大輪田泊を整備して日宋貿易をおこなった中心 

人物の名前を答えなさい。 

 

問５ 下線部⑤について、鎌倉時代以降に、寺社の門前や人の集まるところで、月に 

何回か決まった日に物が売り買いされるようになっていきました。これを何とい 

いますか。 
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問６ 下線部⑥について、戦国時代の金山・銀山にあてはまらないものを次から１つ 

選び、記号で答えなさい。 

ア．生野   イ．石見   ウ．佐渡   エ．足尾 

 

問７ 下線部⑦について、江戸時代に作られるようになった商品作物で、油をとる 

ための原料になるものを次から１つ選び、記号で答えなさい。 

  ア．茶    イ.うるし     ウ.菜種     エ.たばこ 

 

問８ 下線部⑧について、1873 年に地租改正条例が出されて、税金を年貢ではなく、 

現金で納めることが決まりました。地租改正について説明した次の文の空らんに 

あてはまることばの組み合わせとして、正しいものを次から 1つ選び、記号で答 

えなさい。 

 

地租は（ Ｘ ）の（ Ｙ ）％を現金で納めるしくみである。 

 

ア. Ｘ＝土地の値段    Ｙ＝３ 

イ. Ｘ＝土地の値段    Ｙ＝５ 

ウ. Ｘ＝収穫物の値段   Ｙ＝３ 

エ. Ｘ＝収穫物の値段   Ｙ＝５ 

 

問９ 下線部⑨について、日本は、これより前に第二次世界大戦につながる戦争を始 

めていました。1937 年の盧溝橋事件から始まったその戦争の名前を答えなさい。 

 

問１０ 下線部⑩について、この時期よりも前におこったできごとは、次のうちどれ 

ですか。正しいものを１つ選び、記号で答えなさい。 

ア．沖縄が日本に復帰した。 

イ．第一次石油ショックがおこった。 

ウ．国際連合に加盟した。 

エ．阪神淡路大震災がおこった。 
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問題は次のページに続きます。 
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３．香織さんと美里さんの次の会話文を読み、問に答えなさい。 

 

香織：昨年、①国際連合が世界の人口推計
すいけい

を発表したね。それによると、現在人口数 

第２位の（   ）が、今後世界最多の人口になる可能性があるそうだよ。 

美里：現在人口数最多の国である中国をこえるかもしれないんだね。 

香織：（   ）では人口が増加しているようだけれど、日本の人口は、昨年②総務省 

が発表した人口統計によれば、一昨年に比べて約８５万人減少したらしい。昨 

年には、全国の市町村の半数以上が過疎地域と認定されたんだって。 

美里：過疎地域では、税を納める人が減ってしまうから、③地方自治体の財源も限ら 

れてくるよね。住民に提供できるサービスにも、制限が生まれてしまうんじゃ 

ないかな。 

香織：コロナ禍
か

以降東京をはなれる人たちが増えているみたいだけれど、それによっ

て過疎地域の人口が増えたりはしていないのかな。 

美里：うーん。東京を出た人の多くは、神奈川県や埼玉県に移り住んでいるみたい。

香織：地方創生を進めるために、地方自治体が「住みたいと思えるまちづくり」を 

進めていくだけではなくて、④会社も「人びとがどこに住んでいても生活しや 

すいしくみ」を作っていけるんじゃないかなあ。 

美里：国や地方自治体だけじゃなく、東京の学校に通っている私たちが、地方のため 

にできることや考えられることってなんだろう？もう少し調べてみようよ。 

 

 

問１ 下線部①について、国際連合の本部はどこにありますか。次のうちから１つ選 

び、記号で答えなさい。 

  ア. ニューヨーク   イ. ジュネーブ   ウ. ハーグ   エ. パリ 

 

問２ 空らんにあてはまる国名を答えなさい。 

 

問３ 下線部②について、各省庁の大臣を任命するのはだれですか。その役職名を 

答えなさい。 
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問４ 下線部③について、地方自治体の説明として正しくないものを次から１つ選び、 

記号で答えなさい。 

  ア．地方自治体は、各地域の条例の制定をおこなう。 

  イ．国から支給される地方交付税交付金の使い道は、国に定められる。 

  ウ．地方自治体は、地域に病院や学校を建設することができる。 

  エ．住民のうち、有権者の３分の１以上の署名で、首長や議員の解職を求めるこ 

とができる。 

 

問５ 下線部④について、会社はどのようなしくみを作ることができますか。具体的 

な例を考えて書きなさい。 

 

 

以 上 

 


