
令和 3 年度　特別選抜コース

第 ２ 回　入学試験問題（ ２ 月 3 日　午後）

（S特選チャレンジ）

社　　会

1 　この問題用紙は、試験開始の合図で開くこと。
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1 次の国土地理院発行の［地図Ⅰ］・［地図Ⅱ］を見て、後の問いに答えなさい。なお、［地図Ⅰ］・［地図
Ⅱ］は同じ場所の同縮尺の地図です。

※北西の方向から地表面に向かって光を当て、凹
おう

凸
とつ

のある地表面の北西側が白く、
　南東側が黒くなるよう作成した図。	 （地理院地図）
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問 1 　[地図Ⅰ]・[地図Ⅱ］から読み取れる内容として正しいものを、次の①〜④から選びなさい。

①　品川駅から上野駅の間を結ぶ J R 線の線路は、平
へい

坦
たん

な地形の上に作られている。
②　地図の西部に、標高が低い場所が集中している。
③　地図の東部の方が、西部より起伏が激しい。
④　新宿区の北と文京区の南の境界線は、周囲より標高が高い土地に沿って引かれている。

問 2 　以下の［表］から読み取った内容として正しいものを、次の①〜④から選びなさい。

[表］都内の人口と面積（平成30年 3月 1日現在）

区 人口
（人）

面積
（km2）

密度
（人/km2）

区 人口
（人）

面積
（km2）

密度
（人/km2）

東京都全体 13754043 2193.96 6269 東京都区部 9482125 627.57 15109

目黒区 283153 14.67 19301 中央区 157484 10.21 15424

大田区 728437 60.83 11975 港区 253940 20.37 12466

世田谷区 921708 58.05 15878 新宿区 343494 18.22 18853

渋谷区 229994 15.11 15221 文京区 227224 11.29 20126

中野区 335813 15.59 21540 台東区 203219 10.11 20101

杉並区 575691 34.06 16902 墨田区 264515 13.77 19210

千代田区 61420 11.66 5268 江東区 510692 40.16 12716

（東京都HP）

①　台東区は、渋谷区より人口が少ない。
②　両国駅を含

ふく

む墨田区は、[表］の中で人口が最も少ない。
③　品川駅を含む港区は、1 km２の人口密度が19000人を超

こ

える。
④　[表］の中で最も人口密度が高いのは、新宿区である。
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問 3 　次の［地図Ⅲ］・［地図Ⅳ］を見て、後の問いに答えなさい。

豊洲運河豊洲運河

［地図Ⅲ］

（地理院地図）

［地図Ⅳ］

多摩川多摩川

田園調布駅田園調布駅田園調布駅

東京都市大東京都市大東京都市大

（地理院地図）

（ 1 ）[地図Ⅲ］の北部に仙台堀川という川があります。この川の名前の由来は、江戸時代、川の近くに大
名の倉庫があったことです。仙台市は、何県の県庁所在地ですか。
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（ 2 ）[地図Ⅳ]の田園調布駅西側の道路の並びのモデルになったといわれる都市を次の①〜④から選び、
その国名も答えなさい。	

①　パリ ②　ロンドン

③　ペキン ④　ニューヨーク
（Google Map）

（ 3 ）［地図Ⅲ］の豊洲運河と［地図Ⅳ］の多摩川について、形を比べてその成り立ちの違
ちが

いについて、次
の言葉を必ず使用して30字以内で説明しなさい。

【人工】

（ 4 ）［地図Ⅳ］中の東京都市大について、同じ地図内の神社から見ると、八方位でどの方角にあります
か。漢字 2 字で答えなさい。
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2 次の文章は、ある女子中学生が、夏休みの自由研究で母親（50代）・祖母（70代）・曾
そう

祖
そ

母
ぼ

（90代）のそ
れぞれの日記を見たり、聞き取りを行ったりして、それぞれの時代に女性がどのような思いを持って生活し
ていたのかを、ア〜エの資料にまとめました。これを読んで、後の問いに答えなさい。

ア　尋
じん

常
じょう

高等小学校を出てから、友達と一
いっ

緒
しょ

に働きながら高等女学校に通いました。午前中は女学校の
授業を受けて、午後は工場で飛行機の部品を作ったのよ。お国のために働くことを誇

ほこ

りに思ったもの
よ。でも東京にも空襲が始まると、A米の配給制がどんどんきびしくなっていったのはつらい思い出
ね。

イ　朝鮮戦争がひと段落すると、B所得倍増計画の時代で、給料がどんどん増え、結婚で仕事をやめるの
はもったいないと思ったのよ。給料が増え経済的に豊かになったわ。電化製品を購入して家事も楽にな
り、生活全般にゆとりが出てきたけど、風がなく晴れた日はCスモッグがひどくて困ったわ。

ウ　D株式や土地の急激な値上がりによる好景気によって、短大を卒業し金融関係の会社に就職したとこ
ろ、ボーナスは長年勤めている父と変わらない額だったわ。結婚するころに湾岸戦争が始まって、新婚
旅行に行けなかったのは残念だったな。

エ　終戦の翌年だから、物はないし、着のみ着のまま。普段着で投票に行ったのよ。E初めて一人前の人
間と認められるようになったんだなと思って、それはうれしかったのを覚えているわ。空襲から逃

のが

れる
ために弟や妹が （　あ　）していた田舎から帰って来たのもうれしかったわ。

問 1 　ア〜エの資料を時代の古い順に並べなさい。

問 2 　ア〜エの資料の中に同じ人物が書いたものが 2 つあります。それは誰のものですか。①〜③から選
びなさい。

①　母親　　　　　②　祖母　　　　　③　曾祖母
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問 3 　下線部Aについて、次の［表］を参考に、配給制がきびしくなった理由の説明として正しいものを、
後の①〜④から選びなさい。

（「近代日本経済史要覧」）

農業 重工業 運輸業 鉱業

1930年 747 138 120 27

1940年 672 326 136 53

1944年 433 501 146 66

[表］男性労働者の変化	 （単位　万人）

①　男性は農業より収入の良い運輸業や鉱業の職に就き、農産物は欧米からの輸入に頼
たよ

ったから。
②　パン食に代表される生活の洋風化によって、米の消費量が減ったから。
③　男性は戦地や軍需工場などに動員されたので、農業人口が減り食料生産が低下したから。
④　農業分野での男性労働力の減少は都市への出

で

稼
かせ

ぎによるためで、都市人口が減少したから。

問 4 　下線部Bについて、国民総生産（GNP）が資本主義国で世界第 2 位になるなどした、当時の好景気
を何といいますか。
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問 5 　下線部Cについて、この時期に公害問題が各地で起こりました。四大公害病で下の［写真］に関係
する場所を、［地図］中の①〜④から選びなさい。

[写真］ [地図］

問 6 　下線部Dについて、こうした好景気を何といいますか。

問 7 　下線部Eについて、こうした思いになったのはどうしてですか。次の 2 つの言葉を必ず使用して25字
以内で説明しなさい。

【改正】　　【付与】

問 8 　エの資料の（　あ　）にあてはまる言葉を答えなさい。
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3 次の会話文を読んで、後の問いに答えなさい。

あかね :今日は、学校で裁判官について習ったわ。
　父　	:裁判官は、A人々の権利を守る仕事だね。B君も裁判の判決に参加するときが来るかもしれないね。
あかね :知ってるわ。ほかにも、C衆議院議員総選挙のときに国民が最高裁判所の裁判官を罷

ひ

免
めん

するかどう
かを決める制度もあるわよね。

　父　	:ところで裁判官っていつも黒い服を着ているのは、知ってる ?
あかね :うん。D裁判官は何ものにも染まらないということで黒い服を着てるんでしょ。
　父　	:そうだよ。E日本の裁判制度をよく知っているね。今度は、F海外の裁判制度についても調べてみる

といいよ。
あかね :そうね。日本と海外でいろいろと比較してみると面白いかもね。

問 1 　下線部Aについて、次の（ 1 ）〜（ 3 ）のことがらは、何という権利に関連するものでしょうか。そ
れぞれ後の①〜⑥から選びなさい。

（ 1 ）花子さんは、国から支給される公的扶
ふ

助
じょ

の金額が少なすぎるとの理由で、厚生労働大臣を相手に裁
判を起こしました。

（ 2 ）一郎さんは会社で、1 日10時間以上働かされることが長期間続いたので、職場の仲間といっしょ
に、会社側に労働時間の短縮を求めてストライキを起こしました。

（ 3 ）次郎さんは、八百屋を営んでいましたが、市から道路拡張のために立ちのきを求められました。商
売が続けられなくなるかもしれないので、市を相手に裁判を起こしました。

①　団結権　　　　　②　法の下の平等　　　　　③　団体行動権　　　　　④　財産権
⑤　生存権　　　　　⑥　信教の自由

問 2 　下線部Bについて、現在くじで選ばれた20歳以上の国民が、裁判官とともに刑事裁判を行っていま
す。この制度を何といいますか。

問 3 　下線部Cについて、最高裁判所の裁判官が適切か、不適切かを国民の投票で審査する制度を何とい
いますか。

問 4 　下線部Dについて、このことを直接表している憲法の条文を、次の①〜④から選びなさい。

①　特別裁判所は、これを設置することができない。
②　裁判官の懲

ちょう

戒
かい

処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。	
③　すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘

こう

束
そく

される。
④　裁判の対審及び判決は、公開法

ほう

廷
てい

でこれを行ふ。
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問 5 　下線部Eについて、三審制とは何ですか。次の言葉を必ず使用して21字以上25字以内で説明しなさ
い。

【 1 つの事件】
　　　　　　　　　　

問 6 　下線部Fについて、次の［表］の内容として誤
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

っているものを、後の①〜④から選びなさい。

[表］裁判官 1人あたりの国民数の推移（各国比較）	 （単位　人）

　　　　			西暦
国名 2015 2016 2017 2018 2019

日本 43167 46138 45742 45545 45581

イギリス 16440 17664 18072 18992 19687

フランス 11420 11474 11726 11713 11562

アメリカ合衆国 9971 10051 10104 10012 10056

ドイツ 3963 4000 4048 3979 3992

※表の値は、各国の人口を各国の裁判官数でそれぞれ割って算出したものである。
（『弁護士白書　2019年版』）

①　アメリカ合衆国の「裁判官 1 人あたりの国民数」は、毎年、日本の「裁判官 1 人あたりの国民数」の
4 分の 1 未満である。

②　イギリスの「裁判官 1 人あたりの国民数」は、毎年100人以上増加している。　
③　フランスの「裁判官 1 人あたりの国民数」は、毎年ドイツの「裁判官 1 人あたりの国民数」の 2 倍以

上である。　
④　日本の「裁判官 1 人あたりの国民数」は、毎年500人以上増加している。
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