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１．合図があるまで、この冊子を開いてはいけません。 

２．問題は １ から ３ 、2ページから 11ページまであります。 

合図があったら確認してください。 

３．解答は、すべて指示に従って解答らんに記入してください。 

４．解答用紙は理科と共通で１枚になっており、この冊子にはさんであります。 

 

注意事項 
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 １  次の文章を読んで問いに答えなさい。 

日本は資源に乏
とぼ

しいとされていますが、かつてはさまざまな金属が豊富に産出されていました。次

の［あ］～［え］は、日本における代表的な金属の歴史について述べたものです。 

 

［あ］弥生時代には日本にこの金属が伝来しましたが、当初、日本にはこの金属を生産する技術がな

く、ヤマト政権が朝鮮半島への進出をめざしたのは、この金属を手に入れる目的もあったと考えら

れています。５～６世紀には日本でもこの金属の生産が始まり、９世紀頃
ころ

には朝廷が東北地方の統

治のために現在の宮城県においた(ア)多賀城の付近で、この金属の生産が盛んに行われました。そ

の後、出雲地方を中心に「たたら」による生産が発展し、鎌倉時代から室町時代にかけて、この金

属を用いて作られる刀
とう

剣
けん

が中国との貿易の重要な輸出品となりました。明治時代に官営の工場が北

九州に建てられるなど政府による工業化が推進されると、たたらによる生産は衰
すい

退
たい

し、(イ)1923年

にたたらによる生産はいったん途絶えました。 

 

［い］(ウ)日本でこの金属が使われだしたのは、紀元前300年頃といわれています。708年には現在の

埼玉県からこの金属が献
けん

上
じょう

されたことを記念して、この金属の名称が含まれた（ エ ）という

元号に改められ、この金属を用いて貨
か

幣
へい

も作られました。(オ)17世紀末には日本はこの金属の世界

一の産出国となり、この金属は長崎貿易の主力品となりました。(カ)1610年に採
さい

掘
くつ

が開始された鉱

山は、明治時代に入ると大幅に生産を伸ばし、この金属の生産を支えましたが、19世紀末にはこの

鉱山の鉱毒問題が大きな社会問題となりました。日本でのこの金属の産出は高度経済成長期にピー

クを迎
むか

えますが、日本におけるこの金属の鉱山は1994年を最後にすべて閉山し、現在はほかの金属

の副産物としてわずかに産出されるのみとなっています。 

 

［う］『続日本紀』によると、749年に現在の宮城県で、日本で初めてこの金属が発見されたといわ

れています。13世紀に中国を訪れたマルコ＝ポーロは、著書の『世界の記述』の中で、日本につい

て(キ)「王の宮殿はこの金属でできている」と述べています。戦国時代には各地でこの鉱山の開発

が進み、特に(ク)1601年に発見された鉱山は、まもなく江戸幕府の直轄
ちょっかつ

領に指定され、幕府の重

要な収入源となりました。江戸時代末期にヨーロッパ諸国との貿易が始まると、この金属と［え］

の金属との交
こう

換
かん

比率の違
ちが

いを利用され、この金属が大量に国外に持ち出されました。明治時代以降

にはほとんどの鉱山は枯
こ

渇
かつ

し、上記の鉱山も1989年には閉山しました。現在日本でこの金属が産出

されるのは、1981年に発見された菱
ひし

刈
かり

鉱山のみとなっています。 
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［え］『日本書紀』には、674年に対馬国からこの金属が朝廷に献上されたことが記されています。

平安時代に編
へん

纂
さん

された『延喜式』では、律令制の下での税として、対馬国の（ ケ ）はこの金属

と定められています。16世紀に朝鮮半島から灰吹
はいふき

法という精
せい

錬
れん

方法が伝わると、この金属の産出量

は飛
ひ

躍
やく

的
てき

に増え、最盛期には世界の生産量の４分の１から３分の１が日本産であったとされていま

す。(コ)16世紀に開発が進んだ鉱山は当時世界有数の鉱山であり、2007年には世界遺産にも登録さ

れました。17世紀後半以降、国内におけるこの鉱山は次第に枯渇していき、現在は菱刈鉱山で［う］

の金属の副産物として産出される程度になっています。 

 

かつては豊富な金属産出国であった日本も、多くは採掘され尽
つ

くした結果、枯渇して現在に至って

います。金属に限らず、石油なども含
ふく

めて資源は有限であり、いつかは枯渇することを念頭におき、

資源の持続可能な利用を進めることが、われわれには求められています。 

 

問１．下線部(ア)について、多賀城の付近で８世紀後半から９世紀はじめにかけてこの金属の生産が

盛んに行われた目的を、20字以内で説明しなさい。 

 

問２．下線部(イ)について、これよりも前の日本のできごとを、次のうちからすべて選び年代の古い

順に番号で答えなさい。 

   １．領事裁判権の廃止を実現した。        ２．女性参政権が認められた。 

   ３．原敬による本格的な政党内閣が成立した。   ４．満州事変が勃発
ぼっぱつ

した。 

   ５．中国に二十一か条の要求を突
つ

き付けた。 

 

問３．下線部(ウ)について、日本でこの金属が使われだした頃の、主な使いみちについて説明した文

として最も適当なものを、一つ選び番号で答えなさい。 

  １．農具として使われた。      ２．ナウマンゾウを狩
か

るための道具に使われた。 

  ３．埴
はに

輪
わ

の材料として使われた。   ４．祭りの道具として使われた。 

 

問４．空らん（ エ ）にあてはまる語句を、漢字で答えなさい。 
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Ｃ 

▲ 

問５．下線部(オ)について、当時の日本の状 況
じょうきょう

について説明した文として最も適当なものを、一つ

選び番号で答えなさい。 

   １．牛肉を食べる習慣が、庶民
しょみん

の間に普
ふ

及
きゅう

していった。 

   ２．近松門左衛門や井原西鶴の作品が、町人の間の娯
ご

楽
らく

となっていた。  

   ３．民衆が「ええじゃないか」と言いながら踊りまわる騒ぎが流行していた。 

   ４．フェートン号をはじめとする外国船が日本に来航していた。 

 

問６．次の図中のＡ～Ｅは、下線部(カ)、下線部(ク)、下線部(コ)の鉱山のいずれかの所在地を示し

たものです。その所在地の組み合わせとして正しいものを、右下の表中の１～８から一つ選び

番号で答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７．下線部(キ)について、マルコ＝ポーロがそのように述べている理由の一つとして、ある建造物

の存在が考えられます。その建造物について説明した文として最も適当なものを、一つ選び番

号で答えなさい。 

   １．足利義満によって建てられた。      ２．現在の岩手県に建てられた。  

   ３．現在の10円硬
こう

貨
か

に描
えが

かれている。     ４．書院造の建造物である。 

 

問８．空らん（ ケ ）にあてはまる語句を、漢字１字で答えなさい。 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

下線部(カ) Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｅ Ｅ Ｅ 

下線部(ク) Ｄ Ｄ Ｅ Ｅ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ 

下線部(コ) Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 

Ａ 

▲ 

Ｂ 

▲ 

Ｄ 

▲ 

▲ 

Ｅ 

▲ 
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問９．次の表のＡ～Ｄは、［あ］～［え］の金属の鉱石の国内産出量について、1940～1990年の間で

５年ごとにみたときの、産出量が最大の年と最小の年、および最小の年の産出量を１としたと

きの最大の年の産出量の割合を示したものです。表中のＤの金属として最も適当なものを、一

つ選び［あ］～［え］の記号で答えなさい。 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

最大の年 1940年 1940年 1970年 1945年 

最小の年 1945年 1945年 1990年 1990年 

最小の年の産出量を１としたときの 

最大の年の産出量の割合 
12.9 5.4 9.2 48.0 

 

 

 ２  次の問いに答えなさい。 

問１．次の表は、2020年度と2023年度の池袋駅、渋谷駅、新宿駅の１日平均の乗降客数(人)における、

定期券を使った人と定期券を使わなかった人の数を示したものです。あ年度とい年度は、2020

年度か2023年度のいずれか、ＡとＢは、定期券を使った人、定期券を使わなかった人のいずれ

かを示しています。「2023年度の定期券を使った人」を、表中の１～４から一つ選び番号で答

えなさい。 

 １ ２ ３ ４ 

あ年度 い年度 

Ａ Ｂ Ａ Ｂ 

池袋駅 137,874 238,475 222,760 267,173 

渋谷駅 94,724 127,425 166,958 147,100 

新宿駅 185,107 291,966 326,731 323,870 

 

 

問２．右の表は、政令によって中核市と定められた都市のうち、人口減少率(2022年から2023年)の高

い上位７都市を示したものです。これらの市に共通する特
とく

徴
ちょう

として最も適当なものを、一つ

選び番号で答えなさい。 

   １．造船業や水産業で知られている都市である。 

   ２．各都道府県の人口の最大の都市は含
ふく

まれていない。 

   ３．新幹線の駅がない都市である。 

   ４．城下町として栄えた都市である。 

 

 

都市の名
めい

称
しょう

 減少率(％) 

呉 1.9 

函館 1.6 

下関 1.5 

長崎 1.4 

いわき 1.4 

横須賀 1.3 

青森 1.3 

（ＪＲ東日本ホームページ「各駅の乗車人員2020年度」「各駅の乗車人員2023年度」より作成） 

（『数字でみる日本の100年』より作成） 

（『データブックオブザワールド2024』より作成） 
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問３．次の図１は千葉県我孫子市の地形図で、図２は図１を含む地域の古い地形図です。図１の一部

の地域では、東日本大震災の時に地面から砂が噴
ふ

き出したり、家屋が傾
かたむ

いたりする現象が顕
けん

著
ちょ

に見られました。図２を参考にしつつ、その地域として最も適当なものを、図１の１～４から

一つ選び番号で答えなさい。(ただし、図１と図２の縮尺は異なります。) 

 

   図１（地理院地図より作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

   図２（明治40年発行 ２万分の１地形図「木
き

下
おろし

」の一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

２ 

１ 

４ 
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問４．次の図１と図２は、再生可能エネルギーのうち二つの発電方式における都道府県別の導入容量

(2022年)を示したものです。図１と図２で示された発電方式の組み合わせとして正しいものを、

右下の表中の１～６から一つ選び番号で答えなさい。 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図１               図２ 

（『データでみる県勢2024』より作成） 

 

問５．次の図は、1960～2021年における、日本人１人１年あたりの供給純食料(通常食しない、野菜

の芯や魚の骨などを除いた食料の量)を10年ごと(2010～21年のみ11年)に示したものです。た

だし、いずれのグラフも1960～2021年の中で最大値を100としたときの割合で示しています。

１～５は果実類、鶏
けい

卵
らん

、米、肉類、野菜類のいずれかです。肉類にあたるものを、１～５から

一つ選び番号で答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図１ 図２ 

１ 太陽光 地熱 

２ 太陽光 風力 

３ 地熱 太陽光 

４ 地熱 風力 

５ 風力 太陽光 

６ 風力 地熱 

(年) 

１ 

３ 
２ 

４ 

５ 

（『データブックオブザワールド2024』より作成） 
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問６．次の図１は、小田原・勝浦・前橋・水戸における、気温の年
ねん

較
かく

差
さ

(１年間の最高月平均気温と

最低月平均気温の差)と日最高気温が35℃以上の日数(2023年)、図２はそれぞれの都市の場所

を示したものです。小田原にあたるものを、図１の１～４から一つ選び番号で答えなさい。 

   図１                        図２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７．ふるさと納税によって多くの寄付を受け入れる自治体がある一方、ふるさと納税を利用して住

民がほかの自治体に寄付を行った影
えい

響
きょう

で、税収が減る自治体もあります。次の表は、ふるさ

と納税の寄付額が多い上位10自治体(2023年度)と、税収減収額が多い上位10自治体(2024年度)

を示したものです。この表に関する以下の⑴・⑵の問いに答えなさい。 

寄付額が多い自治体 減収額が多い自治体 

自治体名 受入額(百万円) 主な返礼品 自治体名 減収額(百万円) 

都城市 19,384 牛肉、豚肉 横浜市 30,467 

（ あ ） 19,213 ほたて、いくら （ お ） 17,654 

泉佐野市 17,514 牛肉、さけ 大阪市 16,655 

（ い ） 16,778 さけ、いくら 川崎市 13,578 

（ う ） 13,903 ほたて、いくら 世田谷区 11,028 

（ え ） 12,554 うに、いくら さいたま市 10,069 

（ お ） 11,710 コーヒー、シャワーヘッド 福岡市 9,651 

焼津市 10,687 まぐろ、ツナ缶 神戸市 9,264 

飯塚市 10,513 ハンバーグ、コーヒー （ か ） 8,974 

京都市 10,006 宿泊券、おせち料理 京都市 8,243 

 

  ⑴ 空らん（ あ ）～（ え ）、および（ か ）は、いずれも同じ都道府県の自治体です。

その都道府県を漢字で答えなさい。 

 

  ⑵ 空らん（ お ）には、いずれも同じ市があてはまります。それはどこですか、答えなさい。 

（気象庁ホームページより作成） 

（総務省「ふるさと納税に関する現
げん

況
きょう

調査結果」より作成） 

前橋

  

水戸 

小田原 

 
勝浦 

２ 
４ 

１ 

３ 

(日) 

(℃) 
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問８．沖縄で話されている言葉はウチナーグチと呼ばれています。その中には、共通語を一定のルー

ルで変化させるとウチナーグチになるものがあります。次の例は、同じルールで共通語から変

化しているウチナーグチの例です。空らん（ あ ）にあてはまる共通語を、漢字で答えなさ

い。 

 

 

 

 

 

 ３  次の文章を読んで問いに答えなさい。 

 人は何のために働くのでしょうか。 

 内閣府が令和４年に実
じっ

施
し

した「国民生活に関する世論調査」によれば、「お金を得るために働く」

という回答が６割以上だったそうです。では、生きていくために十分なお金を得ることができれば、

働かなくてもよいのでしょうか。 

 「働くこと」についての変化として、近年では、「経済的な自立と早期退職」を意味する「ＦＩＲＥ
フ ァ イ ア

」

(Financial Independence, Retire Early)をめざす人も増えています。これは、投資などで収入を確

保し、仕事を辞めるという生き方です。この生き方は、仕事に拘束
こうそく

されずに、自分の好きなことに時

間を使えたり、(ア)家庭生活の時間を確保できたりするなどの利点が考えられます。政府も2022年に

資産（ イ ）プランを決定し、2024年には新ＮＩＳＡ
ニ ー サ

を導入するなど、家計の資産を貯蓄
ちょちく

から投資

にシフトさせることを後押ししています。また、人口減少が始まった現代日本においては、(ウ)女性

も貴重な労働力となっており、仕事と家庭生活を両立させ、多様な生き方を実現することが求められ

ています。 

 (エ)憲法には、「勤労の義務」が明記されています。憲法とは本来、国家権力の暴走を抑
おさ

えるため

に生まれたものであり、勤労していない人が(オ)裁判によって罰を受けるということは、基本的には

ありません。しかし、(カ)決まりに対して「罰
ばつ

がないから守らない」というのは、少し自分本位な印

象も受けます。それでは、「投資」や「勤労」とは、そもそも何なのでしょうか。(キ)投資の多くは

株式に向けられますが、株式投資は、企
き

業
ぎょう

を支援するものでもあります。企業は、自己の利
り

潤
じゅん

の追

求とともに社会貢献
こうけん

を求められる存在でもあるので、投資という行
こう

為
い

自体が社会貢献を後押しする行

為ともいえます。また、「勤労」とは「精を尽くして働く」という意味であり、「労働」よりも奉
ほう

仕
し

の

意味合いが強いと認識されることもあります。それらをふまえて、投資を勤労の一つに位置付けるこ

とはできないでしょうか。 

 みなさんが何気なく使っている言葉には、多義性があります。「働く」とは何かを考える中で、ど

のような生き方が存在しうるのか、多くの人との対話を重ねていってもらうことを期待しています。 

共通語 ウチナーグチ 

親 うや 

（ あ ） くくる 
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(％) 

問１．下線部(ア)について、現在において存在している婚姻
こんいん

に関する規定として最も適当なものを、

一つ選び番号で答えなさい。 

   １．婚姻可能年齢は、男性が18歳以上、女性が16歳以上となっている。 

   ２．婚姻の際は、夫婦ともに同じ姓
せい

を選択
せんたく

しなければならない。 

   ３．離婚後、男性はすぐに再婚できるが、女性は100日間再婚禁止である。 

   ４．住民票上の世帯主は、世帯員の中で最も年長の男性が自動的に登録される。 

 

問２．空らん（ イ ）には、岸信介首相の下で行われた日米安全保障条約の改定と同じ年に政府が

発表した経済計画にも使われた語句があてはまります。その語句を漢字４字で答えなさい。 

 

問３．下線部(ウ)について、以下の⑴・⑵の問いに答えなさい。 

  ⑴ 次のグラフは各国の就業者および管理職に占
し

める女性の割合(2021年)を示したものです。図

中の１～４は、スウェーデン、日本、フランス、マレーシアのいずれかにあたります。日本に

あたるものを、１～４から一つ選び番号で答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑵ 女性の産前産後の休業や生理休
きゅう

暇
か

など、女性の就業に際して配慮
はいりょ

するべきことについて定

めているのは何という法律ですか、漢字で答えなさい。 

 

 

 

 

（『データブック国際労働比較2023』より作成） 



11 

問４．下線部(エ)について、日本国憲法改正の手続きに関する次の１～４を、正しい手続きの順にな

るように並
なら

べ替
か

えなさい。 

   １．天皇が公布する。          ２．国会で発議する。 

   ３．国民投票で過半数の賛成を得る。   ４．憲法審査会で憲法改正案を審査する。 

 

問５．下線部(オ)について、裁判制度や裁判官について述べた文として最も適当なものを、一つ選び

番号で答えなさい。 

   １．これまでに、弾劾裁判によって罷
ひ

免
めん

された裁判官は一人もいない。 

   ２．すべての裁判官は、10年ごとに国民審査の対象となる。 

   ３．いかなる場合においても、内閣が裁判官を罷免することはできない。 

   ４．最高裁判所の長官は、国会の指名により決定する。 

 

問６．下線部(カ)について、決まりの一つに法律があります。中でも、個人と個人の間の関係につい

て定めており、一般の社会生活に密接に関わる法律が民法です。次の条文は、民法第１条の一

部です。条文中の空らん（ あ ）にあてはまる語句を、下の１～５から一つ選び番号で答え

なさい。 

 

第１条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 

２ 権利の行使及び義務の履
り

行
こう

は、（ あ ）に従い誠実に行わなければならない。 

 

   １．期限   ２．行政   ３．憲法   ４．裁判所   ５．信義 

 

問７．下線部(キ)について、株式投資に影
えい

響
きょう

を与えるものの一つに、為替
かわせ

相場があります。2024年

の６月末から７月はじめにかけて為替相場が１ドル＝161円台となり、1986年12月以来の水準

になったとして話題になりました。日本銀行は、2024年には７月末に金利を引き上げるなどの

政策を行ったのに対し、1986年の時には、その２か月後に金利を引き下げるなどの政策を行い

ました。次の文は、この政策の違いの一因となる背景について説明したものです。文中の空ら

ん（ あ ）、（ い ）にあてはまる内容を、それぞれ漢字２字で答えなさい。 

 

2024年の場合は、（ あ ）が進んだことで１ドル＝161円になったのに対して、 

1986年の場合は、（ い ）が進んだことで１ドル＝161円になった。 

 

 


