
令和３年度入学試験問題
２月１日（午前）　実施

　　　　　社　　会　（30分）

〔注　意〕

１．試験開始の指示があるまで問題を開いてはいけません。

２．問題冊子は11ページあります。試験開始後すぐに確かめてください。

３．解答はすべて解答用紙に記入してください。

４．問題冊子の表紙および解答用紙には、受験番号（算用数字）と氏

名をはっきり書いてください。

５．「漢字で答えなさい」という設問については、解答を漢字で書いて

ください。

６．試験終了後、解答用紙のみ集めます。問題冊子は持ち帰ってくだ

さい。

７．試験中、机の上から物を落としたり、気分が悪くなったり、何か

用ができた時は、手をあげて監
かんとく

督の先生に知らせてください。

受
験
番
号

氏
　
　
名

東京女学館中学校
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【１】次の文章を読んで、問いに答えなさい。

　2020 年の NHK 連続テレビ小説「エール」は、昭和の音楽史を代表する作曲家の古
こ

関
せき

裕
ゆう

而
じ

と、
歌手としても活躍した妻の金

きん

子
こ

をモデルに、人々の心に寄りそう数多くの名曲を生み出した作曲
家とその妻をえがいた物語でした。その中の登場人物の一人は、日本初の世界的オペラ歌手の三
浦環

たまき

がモデルになっています。三浦環は、開校して間もない東京女学館の卒業生であり、入学時
に提出した履

り

歴
れき

書
しょ

と在学証書が今でも残されています。
　作曲家の古関裕而は、①福島県②福島市の出身です。彼が作曲した代表的な作品としては、

③全国高等学校野球選手権大会（高校野球） の大会歌である「栄
えい

冠
かん

は君に輝
かがや

く」があり、ほかに
も「高原列車は行く」、「阪神タイガースの歌（六甲おろし）」、「３代目巨人軍の歌（闘

とう

魂
こん

こめて）」
などがあります。④生誕 100 年となる 2009 年からは、JR 東日本の福島駅の⑤東北新幹線ホーム
にて「栄冠は君に輝く」、東北本線・奥

おう

羽
う

本線ホームにて「高原列車は行く」が発車メロディで
流れています。
　「エール」は、2011 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震、およびそれによって生じ
た⑥東日本大震災から 10 年がたつのを前に、福島を応

おう

援
えん

したいという思いから企
き

画
かく

されました。
この震災では、東北地方の太平洋岸を大津波がおそったほか、⑦福島第一原子力発電所の事故に
よって大きな被

ひ

害
がい

が発生しました。福島県内では、主に沿岸部の「浜通り」とよばれる地域に被
ひ

害
がい

が集中しました。その一方で、阿
あ

武
ぶ

隈
くま

高地と奥
おう

羽
う

山脈にはさまれた福島市や郡
こおり

山
やま

市および⑧白
河市を中心とする「中

なか

通り」、奥羽山脈より西の「⑨会
あい

津
づ

」地方では、直接の被害はそれほど大
きくありませんでした。しかし、震災直後は「フクシマ」とひとくくりにされ、「中通り」や「会
津」でも観光客が減少しました。
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図表１　福島県
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　日時がたつにつれて、被害が大きかった「浜通り」においても、段階的に避
ひ

難
なん

指示の解除が進
んできました。2020 年３月には、双

ふた

葉
ば

町・大
おお

熊
くま

町・富
とみ

岡
おか

町の一部地域で避難指示が解除されたほ
か、JR 常

じょう

磐
ばん

線の富岡駅～浪
なみ

江
え

駅の区間が再開されて９年ぶりに全線の運行が再開しました。し
かし、「浜通り」の地域には今なお帰

き

還
かん

困難区域が残されており、⑩震災前に住んでいた住居に
もどれない方々もいます。復興への道のりは始まったばかりとも言えるでしょう。

問１　下線部①について、
（１） 福島県は果物の栽

さい

培
ばい

が盛んな県です。下のグラフは、2019 年の「りんご」「日本なし」
「かき」「もも」の収

しゅう

穫
かく

量の割合を示したものです。ア～エから「もも」の収穫量を
表しているものを選び、記号で答えなさい。

その他，
44％

茨城，10％

千葉，９％

栃木，９％

福島，８％

鳥取，７％
長野，６％

福岡，４％

山梨，28％

福島，25％長野，11％

山形，９％

岡山，６％

和歌山，７％

新潟，２％
青森，１％

その他，11％

和歌山，21％

奈良，15％

岐阜，７％愛知，５％
新潟，５％

その他，30％

福島，４％

長野，５％

青森，58％

長野，18％

岩手，７％

山形，６％

福島，３％
秋田，３％
北海道，１％ その他，２％

（ア）

（ウ）

（イ）

（エ）

（農林水産省 農林水産統計データより作成）
注．小数点以下を四捨五入しているため、合計は必ずしも 100％とはならない。

熊本，４％

福岡，８％

群馬，１％
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（２） 下のグラフは、福島（福島県）、新潟（新潟県）、札幌（北海道）の雨温図です。
ア～ウから福島の雨温図を選び、記号で答えなさい。

（気象庁　気象観測データより作成）

　
問２　下線部②について、下の図表２は福島市の一部を示した地形図です。この地形図について

説明した文章ア～エのうち、正しくないものを一つ選び、記号で答えなさい。

（ア）福島駅には JR だけでなく、私鉄の路線も乗り入れている。
（イ）市役所は福島駅からみて北東の方角にある。
（ウ）腰

こし

浜
はま

町には灯台がある。
（エ）岩崎町や山崎では針葉樹林が見られる。
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図表２
（地理院地図より作成）
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（ア）

（ウ）

（イ）

（エ）

問３　下線部③について、全国高等学校野球選手権大会が行われている、阪神甲子園球場が所在
する都道府県名を漢字で答えなさい。

問４　下線部④について、古関裕而が生まれた 1909 年に、東京女学館の創立にかかわった中心
人物のうちの一人が亡くなりました。その人物は長州藩（山口県）出身で、初代内閣総理
大臣を務めたほか、大日本帝国憲法の制定でも中心的な役割を果たしました。その人物の
名前を漢字で答えなさい。

問５　下線部⑤について、東北新幹線は新青森駅から北海道新幹線に直通しています。北海道新
幹線は、今年の 2021 年で開業５周年をむかえます。北海道新幹線が通るトンネルで、世
界で２番目に長いトンネルの名前を答えなさい。

問 6　下線部⑥について、東日本大震災以後、防災について「自助・共助・公助」ということば
が強調されるようになりました。この震災で被害が広範

はん

囲
い

に生じたことで、国や自治体に
よる「公助」の限界が明らかになったため、自分の身は自分で守る「自助」、同じ地域に
住む人々どうしで助け合う「共助」が重視されるようになったのです。災害時の「共助」
の取り組みにはどのようなものが考えられるか、具体的な例を一つ答えなさい。

問７　下線部⑦について、
（１）以下の図は、日本の火力発電所・水力発電所・原子力発電所・地熱発電所の分布図です。

ア～エから原子力発電所の分布図を一つ選び、記号で答えなさい。（原子力発電所の
分布図には福島第一原子力発電所の事故の影響により運転停止となっているものも
含む）

（電気事業便覧、原子力安全推進協会、産業技術総合研究所地質総合調査センターの全国地熱ポ
テンシャルマップをもとに作成）
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（２）日本は長い間、輸入額よりも輸出額が多い状況が続いてきましたが、図表３にある
とおり 2011 年から輸入額が輸出額よりも多くなりました。この変化の原因について、
生徒Ａが図表４から考えた説明を読み、空らん ☆  に入る文として最
もふさわしいものを、下のア～エから選び、記号で答えなさい。

（図３は経済産業省『通商白書 2019』より、図４は資源エネルギー庁『エネルギー白書』より）

 　〔生徒Ａの説明〕
 　2011 年 3 月 11 日に東日本大震災が起こり、福島第一原子力発電所の事故を

きっかけに、全国の原子力発電所を動かすのを止めて、点検するようにしました。
点検が終わるまでは原子力発電所を動かせないので、 ☆

 　以上から、2011 年度は液化天然ガスの輸入量が急増しました。その影響のせ
いで、日本の貿易全体でみると、輸入額が輸出額よりも多くなったと考えました。

　　
（ア）電力の使用量を減らすために、LNG と呼ばれる天然ガスを用いる信号機に取

りかえました。
（イ）古くなって運転を止めていた火力発電所を再び動かすことにしたため、発電す

るための燃料として天然ガスがたくさん必要になりました。
（ウ）地熱発電所をたくさんつくることにしました。地下深くから地熱を取り出すに

は、天然ガスで地中のかたい岩
がん

盤
ばん

をこわす必要があります。
（エ）水力発電の割合を増やすことにしました。水力発電で発電量を増やすには、ダ

ムから下流に流した水を再びダムにもどす必要があるため、水をくみ上げるポ
ンプの燃料として天然ガスがたくさん必要になりました。

問８　下線部⑧について、白河は江戸時代に五街道の終点の一つでした。江戸の日本橋から白河
に至る街道の名前を漢字で答えなさい。

図表３　日本の貿易収支 図表４　日本の液化天然ガスの輸入量の変化
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問９　下線部⑨について、
（１）江戸時代に会津藩の城下町だった会津若松には、日

にっ

新
しん

館と呼ばれる教育機関があり、
会津藩の武士の子どもたちが学んでいました。同様の教育機関は全国各地でつくら
れましたが、こうした教育機関を何と呼びますか。漢字２字で答えなさい。

（２）会津出身の医師・細
さい

菌
きん

学者で、様々な伝染病の原因を解明し、アフリカで黄
おう

熱
ねつ

病を
研究中に亡くなった、現在の千円札に描かれている人物は誰ですか。漢字で答えな
さい。

問 10 下線部⑩について、このように何らかの環境破壊によって避難せざるをえない人々のこと
を環境難民といいます。たとえば、太平洋のサンゴ礁

しょう

でできている島々のいくつかは、島
民全員が環境難民になることが心配されています。そのようなことが予想されている理由
について、説明しなさい。
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【２】	次の文章を読んで、問いに答えなさい。

　「地球温暖化が伝染病の大流行をもたらす」。世界保健機関（WHO）の報告書に関する 30 年
前の新聞記事が、いまインターネット上で話題になっています。この記事では、2020 年までに
気温上昇によって世界人口の半数近くが伝染病にかかるおそれがあると予測しています。①実際
に 2020 年から始まった新型コロナウイルスの流行とは状

じょう

況
きょう

が異なっていますが、その中で示さ
れている気温上昇の原因の一つは、人口の増加です。
　今から 30 年前に約 53 億人だった世界の人口は、② 2019 年には約 77 億人となり、30 年後の
2050 年には 97 億人をこえると見られています。一方で、③先進国の中には人口減少が始まって
いる国もあり、その一つが日本です。これまで日本列島の人口は、過去１万年の間に４回の成長
と停

てい

滞
たい

をくり返しながら、増加を続けてきました。その推移をたどってみましょう。
　日本列島における人口増加の第一の波は、縄文時代におこりました。この時代の代表的な遺

い

跡
せき

である④三内丸山遺跡では、1500 年もの間、多くの人々が生活する大きな集落が続いており、
最も多いときで 500 人以上が暮らしていたと推定されています。
　第二の波である弥生時代以降の人口増加は、稲作に支えられていました。稲作は⑤大陸や朝鮮
半島から移り住んだ人々によって伝えられ、弥生時代の人口の 70 ～ 90％はそうした人々の子孫
だとする研究もあります。中国の歴史書によると、⑥邪馬台国には７万戸以上の世帯があったと
記されています。しかし、平安時代になると、気候変動や経済活動の停滞などが原因で、人口は
のびなやみます。そのような停滞の時期に⑦国風文化が成立しているのは、とても興味深い現象
です。
　第三の波の始まりは、14 ～ 15 世紀の室町時代です。活発な経済活動が人口増加をもたらしま
した。この時期には文化も発展し、⑧室町時代には日本の伝統文化とされるものの多くが生まれ
ました。その後、18 世紀になると、⑨たび重なるききんによって人口はのびなやみます。
　人口増加の第四の波は、明治維

い

新
しん

のころに始まりました。⑩西洋の技術が導入されて工業が発
展したことで、経済が大きく成長したことが背景です。⑪今から 150 年前、明治初めに 3000 万
人あまりだった人口は、およそ 4 倍にまで増加しています。
　しかし、2004 年に最多の１億 2778 万人を記録したのち、日本では人口の減少が始まっています。
このままだと、2060 年には 8600 万人ほどにまで減少し、現在のおよそ３分の２になってしまう
と推測されています。そのため、深刻な⑫労働力の不足や経済規模の縮小、年金・医

い

療
りょう

費など
の社会保障制度のゆきづまりが心配されています。



― 7 ― ― 8 ― 

問１　下線部①について、2020 年の夏ごろ、図表５のような
設備が、駅など公共の場所に多く設置されました。これ
は、情報通信技術（ICT）を利用することで、時間や場
所にとらわれない働き方が広がったことと関係がありま
す。こうした働き方を何と呼びますか。

問２　下線部②について、
（１）現在、人口が最も多い国は中国です。中国では「一人っ子政策」という人口政策が

続けられてきましたが、2015 年に廃
はい

止
し

されました。この政策が廃止されたのはなぜ
でしょうか。図表６からその理由を考えて、説明しなさい。

（２）図表 7 は、人口の多い国を示したものです。空らん あ  に当てはまる国名を答え
なさい。

順位 国 人口（千人）
１ 中国 1433784
２  あ  1366418
３ アメリカ合衆国 329065
４ インドネシア 270626
５ パキスタン 216565
⋮ ⋮ ⋮　
10 日本 126860

問３　下線部③について、ある研究者によると、日本や韓国のような国は父親の影
えい

響
きょう

力が非常に
強い家族制度を持っており、そのような国では出生率が上がりにくい、とされています。
日本や韓国で父親の影響力が強いのは、「目上の人を敬

うやま

うべき」とする教えが続いてきた
からです。中国の孔

こう

子
し

が開いたこの教え（思想）を何と言いますか。

図表５

図表６　中国の人口の推移と今後の予想
（浜島書店『アクティブ地理総合』2020 年）

図表７　人口の多い国（2019 年）
（矢野恒太記念会『世界国勢図絵 2019/20』より作成）
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問４　下線部④について、この遺跡の位置を図表８
の地図のア～エから選び、記号で答えなさい。

問５　下線部⑤について、このような人々を何と呼
びますか。漢字で答えなさい。

問６　下線部⑥について、この国を治めていた王の
名前を漢字で答えなさい。

問７　下線部⑦について、この時代には女流作家が
活やくし、和歌や物語、日記などの文学が発
達しました。そうした文学が発達した理由に
ついて、簡単に説明しなさい。

問８　下線部⑧について、室町時代の文化の説明と
して正しいものを、次のア～オから全て選び、
記号で答えなさい。

（ア）雪舟が日本風の水墨画を完成させ、「東
海道五十三次」を描いた。

（イ）現代の和室に受けつがれる寝殿造とい
う建築様式ができた。

（ウ）将軍の足利義満が京都の北山に金閣を建てた。
（エ）歌舞伎が民衆に楽しまれるようになった。
（オ）応仁の乱で中断していた祇

ぎ

園
おん

祭を京都の町人が復活させた。
問９　下線部⑨について、江戸時代のききんのときには、江戸や大阪などの都市で図表９のよう

な行動がくり返し見られました。このような行動を何と呼びますか。

図表９（東京書籍『新編新しい社会６上』2018 年より）

ア

イ

ウ

エ

図表８
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問 10 下線部⑩について、
（１）下の図表 10 は、1872 年に政府がフランスの技術を導入して群馬県に設立した工場

の様子です。この工場の名前を漢字で答えなさい。

  図表 10（教育出版『小学社会６上』2018 年より）

（２）明治時代には、人々の生活にも西洋風のものが入りこみ、制度や習慣が大きく変わ
りました。このような動きを何と呼びますか。漢字４字で答えなさい。

問 11 下線部⑪について、図表 11 を見ると、日本では明治時代から 2004 年ころまでの間に人口
が減少した時期が一度だけあります。その時期に何があったのか、具体的な出来事をあげ
て説明しなさい。

図表 11　人口増加の第四の波
（鬼頭宏『人口から読む日本の歴史』〔講談社、2000 年〕より）
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問 12　下線部⑫について、
（１）労働力の不足を補う方法の一つとして、外国人の労働者を積極的に受け入れようと

する動きがあります。それにともなって、外国人への日本語教育を行う「ふれあい
センター」などが各地でつくられるようになっていますが、こうした取り組みは日
本国憲法の三原則のうちの何と最も関係がありますか。

（２）労働力の不足を補うためには、女性の労働参加をもっと増やす必要があると言われ
ています。しかし、図表 12 を見ると、日本では 30 代の女性の働く割合が、他国と
くらべて低いことが分かります。なぜこの年

ねん

齢
れい

層の割合が低いのか、理由を説明し
なさい。

図表 12　年齢階級別女性労働力率
（独立行政法人労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較 2018』より）

（以上）

2-5 年齢階級別女性労働力率 

 
グラフの具体的な数値及び資料出所については, 「第2-11表 性別・年齢階級別人口・労働力人口・

労働力率」(p.67)を参照。 

 

女性の年齢階級別労働力率をみると, 日本では20歳代後半から30歳代にかけて比率が落

ち込むいわゆるＭ字カーブを描いていることが特徴的である。結婚・出産・育児等のため

に労働市場からいったん退出し, その後育児が落ち着いた後に再び労働市場に復帰すると

いう女性労働者の就労行動の特徴が, Ｍ字カーブに反映されている。これはアメリカや

ヨーロッパでも1970年代にはみられた現象だが, 今日ではほとんどみられなくなり, 台形

型となっている。しかしながら, 日本においても時系列でみれば, Ｍ字カーブの底の位置

の上昇と底にあたる年齢の高齢化が観察される。晩婚・非婚化の進行や共働きの増加など

が要因であろう。特に25-29歳における労働力率の上昇が顕著であり, 1975年に42.6％であ

ったものが, 2016年には81.5％に上昇している。それ以外の年齢階層の労働力率も全般的

に上昇傾向にある。 

 

（参考）日本の女性労働力率(％) 

 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65～(歳) 

1975(年) 21.7 66.2 42.6 43.9 54.0 59.9 61.5 57.8 48.8 38.0 15.3 

2016 17.0 71.5 81.5 73.0 72.0 75.7 78.3 77.0 71.0 51.8 16.0 

資料出所 総務省統計局「労働力調査(基本集計)」 
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