
 

 

2025 年度  

 

豊島岡女子学園中学校  

 

入学試験問題  

 

（３回）  

 

社 会 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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。 

みなさんは、お墓参りに行ったことはありますか。皆さんのご先祖さまのお墓はどのよう

な形をしているでしょうか。お墓や埋葬
まいそう

のあり方については、時期や地域に応じて多くの変

化が見られます。 

１万年以上前の日本では、死者の手足を折り曲げて埋葬する(ア)屈葬と呼ばれる形がとら

れていました。やがて、棺
ひつぎ

が登場すると手足を伸ばして埋葬するようになり、弔
とむら

われる人と

縁
えん

の深かったものが副葬
ふ くそう

品として一緒
いっ し ょ

に埋葬されるなど、埋葬の多様化が進みます。その後、

次第に埋葬された場所に目印を設けるようになりました。盛り土から始まり、次第に（ イ ）

のような特徴的
とくちょうてき

な形の古墳がみられるようになっていきます。（ イ ）という名前は、前

と後ろに二つの墳
ふん

丘
きゅう

を持つその形が中国皇帝
こうてい

の遺体を運ぶ馬と車の形に似ていることから、

江戸時代の儒学者によって名づけられました。 

古墳は亡くなった首長を弔うだけでなく、儀礼
ぎ れ い

の場としても機能していました。遺
のこ

された

人々が行う儀礼を通して、亡き首長から新しい首長へ権威
け ん い

が継承
けいしょう

されると考えられていたの

です。時代を経ると、次第に（ イ ）は見られなくなり、古墳の形も多様化していきまし

た。例えば、天武天皇と(ウ)持統天皇を合葬
がっそう

した古墳はインドのストゥーパ（塔婆
と う ば

）と同じ

八角形の形をしています。なお、持統天皇は初めて火葬
か そ う

された天皇としても知られています。 

今でも時折用いられる「荼毘
だ び

に付す」という言葉は、もともとは仏教用語で火葬
か そ う

をするこ

とを指す言葉です。平安時代には、藤原道長や娘の彰子など一部の上流貴族のみが荼毘に付

されました。火葬場が足りず火葬技術が未発達だったことから、その後しばらくは土葬
ど そ う

と火

葬の両方がみられます。 

鎌倉時代以降、(エ)鎌倉仏教の広まりを受けて仏教の死生観も広く知られるようになり、本

格的な葬儀
そ う ぎ

が一般的
いっぱんてき

に行われるようになりました。また、(オ)応仁の乱ごろからは、寺院の境

内に墓地を設ける例が数多くみられるようになっていきます。それまでは京都郊外
こうがい

に設けられ

た集合墓地に埋葬されていましたが、一部の寺院については境内の本堂近くへの埋葬が認めら

れるようになりました。こうして次第に墓参りの習慣が生まれていったと考えられています。 

(カ)江戸時代の埋葬のありかたには地域差があるものの、「家」に対する意識が強くなった

ことで世帯ごとに先祖をまつる風習が盛んになりました。各家でお墓に石塔
せきとう

を立てることが

一般的
いっぱんてき

になったほか、(キ)身近な人の死に際して一定期間喪
も

に服すという習慣も誕生します。 

明治時代になると、明治政府は(ク)1873年に火葬禁止令を公布しました。しかし、都市部

の土地不足などにより、２年後には廃止
は い し

されます。その後は(ケ)衛生的な観点から火葬の有

用性を認め、火葬の義務化が進んでいきました。 

現代では、墓地に墓石を立て火葬した遺体を埋葬することが一般的となっています。さら

に宗教や価値観の多様化により、洋風の墓石による埋葬や、海洋
かいよう

葬・樹木
じ ゅ も く

葬という方法、都

会においてはＬＥＤで装飾
そうしょく

された納骨堂など新しい埋葬方法が生み出されています。私たち

が生きる現代は「お墓」というあり方が変わっていく転換
てんかん

点でもあるのかもしれません。 
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問１．下線部(ア)について、このような埋葬形態から分かることとして最も適当でないもの

を、一つ選び番号で答えなさい。 

１．死者の霊
れい

が浮遊
ふ ゆ う

しないように動きにくい体勢にしたこと。 

２．集落間で争いが存在していたこと。  

３．胎児
た い じ

と同じような体勢をとらせて復活を願ったこと。  

４．墓穴を掘
ほ

る労力を少なくしたこと。 

 

問２．空らん（ イ ）にあてはまる語句を漢字で答えなさい。  

 

問３．下線部(ウ)について、この人物が行った政策として最も適当なものを、一つ選び番号

で答えなさい。 

１．行基を登用し、東大寺に大仏を造立した。 

２．墾田永年私財法を出し、土地の私有を認めた。 

３．日本で最初の計画的な都である藤原京に遷都した。 

４．都を大津から飛鳥に戻
もど

し、政治改革を進めた。 

 

問４．下線部(エ)について、次の史料は鎌倉仏教の一派の教えを現代語訳したものです。文

章中の空らんにあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを、一つ選び番号で答

えなさい。 

（ あ ）でさえ幸せになれるのだから、（ い ）はなおさら幸せになる

ことができる。ところが世の中の人は、「（ い ）ですら往生できるのだか

ら、（ あ ）なら当然のことである」という。この言い方は、一応もっとも

であるように思われるかもしれないけれど、純粋
じゅんすい

に阿弥陀仏の本願にすがると

いう心に背いている。 

１．あ―善人   い―悪人 

２．あ―悪人   い―善人 

３．あ―武士   い―商人 

４．あ―商人   い―武士  

 

問５．下線部(オ)について、応仁の乱に関する説明として最も適当なものを、一つ選び番号

で答えなさい。 

１．足利義政と細川勝元の争いに有力な守護大名が加わって発生した。 

２．近江国で馬借がおこした戦乱反対の一揆を受けて、幕府が徳政令を出した。 

３．公家や僧侶
そ う り ょ

が戦乱を逃
のが

れたことで、地方の文化が都に広まった。 

４．将軍の力が衰
おとろ

え、幕府の仏教寺院に対する影響
えいきょう

力が小さくなった。  
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問６．下線部(カ)に関連して、江戸時代の身分制度に関する説明としてあやまっているもの

を、一つ選び番号で答えなさい。 

１．武士の多くは城下町に住み、苗字を名乗り、刀を持つことが許された。 

２．町人の多くは城下町に住み、税負担が免除
めんじょ

されていた。 

３．百姓の多くは村に住み、年貢として収穫
しゅうかく

の半分近くを納めていた。 

４．村や町には、農業に限らず様々な生業で暮らす小さな身分集団があった。 

 

問７．下線部(キ)について、この政策は、儒教や仏教、神道を重んじた将軍が、殺生
せっしょう

を禁じ

て死を忌
い

み嫌
きら

う風潮を作り出すために行ったものですが、この政策を行った将軍の名

前を漢字で答えなさい。 

 

問８．下線部(ク)について、明治時代初期のこの時期にこのような政策がとられた理由はな

ぜですか。以下の空らんに入る言葉を本文から抜
ぬ

き出
だ

して、漢字２字で答えなさい。 

（    ）の影響を排除するため。 

 

問９．下線部(ケ)について、日本の公衆衛生の発展に寄与
き よ

した人物に関する説明を読んで、

その人物の名前の組み合わせとして正しいものを、一つ選び番号で答えなさい。 

 あ：海外に留学し、黄熱病の研究に携
たずさ

わった。 

 い：破傷風の血清療法
りょうほう

とペスト菌
きん

を発見した。 

１．あ―北里柴三郎 い―志賀潔 

２．あ―北里柴三郎 い―野口英世 

３．あ―志賀潔  い―野口英世 

４．あ―志賀潔  い―北里柴三郎 

５．あ―野口英世  い―北里柴三郎 

６．あ―野口英世  い―志賀潔 
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 ２  次の問いに答えなさい。 

問１．次の表は日本の地域別の梅雨入りと梅雨明けの平年値です。あ～うは関東甲信、九州

南部、北陸のいずれかです。この組み合わせとして適当なものを、下の１～６から一

つ選び番号で答えなさい。 

 

 あ い う 

梅雨入り ５月30日ごろ ６月７日ごろ ６月11日ごろ 

梅雨明け ７月15日ごろ ７月19日ごろ ７月23日ごろ 

（気象庁ホームページより作成） 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

関東甲信 あ あ い い う う 

九州南部 い う あ う あ い 

北 陸 う い う あ い あ 

 

問２．次の図１は、３つの市・区の位置と東京都周辺のおもなＪＲの路線を示したものです。

表１は、2024年における市区町村別の平均地価（円/m2）で、あ～うは足立区、豊島区、

立川市のいずれかです。この組み合わせとして適当なものを、下の１～６から一つ選

び番号で答えなさい。 

 

 

  商業地 住宅地 

あ 2,449,100 728,400 

い 1,404,400 272,400 

う 673,500 348,500 

 

 

 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

足立区 あ あ い い う う 

豊島区 い う あ う あ い 

立川市 う い う あ い あ 

（東京都財務局ホームページより作成） 

立川市 豊島区 足立区 

図１ 

表１ 
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問３．次の図は、４つの県の製造品出荷額の割合と総額(いずれも2020年)を示したものです。

図中の１～４は愛知県、岡山県、神奈川県、富山県のいずれかです。神奈川県にあて

はまるものを１～４から一つ選び番号で答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４．次の図は、都道府県別の乗用車と二輪車の保有台数(2024年)を示したものです。図中

のあ～うは愛知県、沖縄県、東京都のいずれかです。この組み合わせとして適当なも

のを、下の１～６から一つ選び番号で答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

愛知県 あ あ い い う う 

沖縄県 い う あ う あ い 

東京都 う い う あ い あ 

あ 

い 

う 

（自動車検査登録情報協会ホームページより作成） 

（『工業統計調査』より作成） 

 

(万台) 

(万台) 

(億円) 

16,382 

7,086 

3,386 

36,497 
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問５．次の表は乳牛１頭当たりにかける１経営当たりの労働時間を、飼育頭数別(表１)と地

域別(表２)で示したものです(2022年、単位：時間)。この二つの表から読み取れるこ

ととして適当でないものを、下の１～４から一つ選び番号で答えなさい。 
 

           表１                   表２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １．北海道も北海道以外の都府県も飼育頭数が多いほど１頭当たりの労働時間が短い。 

  ２．乳牛の飼育頭数は北海道の方が北海道以外の都府県より飼育頭数が多い。 

  ３．北海道と北海道以外の地域では北海道の方が１経営当たり飼育頭数が多い。 

  ４．東北や北陸は関東・東山や近畿よりも飼育頭数の総数が少ない。 

 

問６．次の図は、都県別の各年代の人口増減率(％)を示したものです。図中の１～４は、神

奈川県・千葉県・東京都・栃木県のいずれかです。千葉県にあてはまるものを１～４

から選びなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（『畜産統計調査』より作成） 

（『数字でみる日本の100年』より作成） 

％ 

全国 北海道 都府県 地域名 平均

平均 95.06 86.74 105.20 北海道 86.74

20頭未満 205.57 240.37 196.78 東　北 118.26

20～30 137.56 158.29 132.77 北　陸 118.44

30～50 122.42 123.58 121.81 関東・東山 97.32

50～100 96.74 95.42 99.01 東　海 105.36

100～200 78.68 72.76 90.56 近　畿 95.35

200頭以上 65.88 63.07 69.78 中　国 119.31

四　国 108.70

九　州 107.87

1950 
-1955 

1960 
-1965 

1970 
-1975 

1980 
-1985 

1990 
-1995 

2000 
-2005 

2010 
-2015 

年 

１ 

２ 

３ 

４ 



8 

問７．地球科学的な価値を持つ遺産を保全し、教育や観光に活用しながら持続可能な開発を

進めている場所のことを何と呼びますか。カタカナ５字で答えなさい。 

 

問８．次の図１と図２は同じ場所の航空写真と地形図です。図１中のあの部分は、なぜ木が

直線状に続いているのか、その歴史的な理由を25字以内で説明しなさい。 

 

（地理院地図より作成） 

 

あ 

図１ 

図２ 
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 ３  次の文章を読んで問いに答えなさい。 

みなさんは、友だちや家族を信頼
しんらい

するとはどういうことか考えたことがありますか。信頼

とは、(ア)「この人なら大丈夫」と信じて頼
たよ

ることです。信頼は、私たちの日常生活や社会

の仕組みに深く関わっており、私たちの生活を安心で豊かにするために欠かせない要素です。 

色々な人々からの信頼によって成り立っている制度の一つに、（ イ ）があります。多

くの小学生もこの恩恵
おんけい

を受けています。これは日本で最も古い公的な社会保険であり、少額

の自己負担で病気やけがなどの治療を受けられる制度です。このような制度が維持
い じ

できてい

るのは、色々な人々の理解と働きがあるからです。私たちが受けられる(ウ)公的なサービス

には多くのお金が必要であり、多くの人々が国や地方自治体に納める税金などによって成り

立っています。 

信頼は一度失われると、取
と

り戻
もど

すのはとても難しいものです。もし仮に私たちが選んだ代

表者である(エ)国会議員が私たちの期待を裏切るようなことをすれば、国会議員を信頼する

ことが出来なくなるでしょう。政治家たちは常に誠実で、国民に(オ)平等な対応をすること

が求められています。信頼は日本国内の人どうしではなく、外国の人たちと接するときも同

じように必要です。私たちの生活は、(カ)外国の人に対する信頼によっても成り立っていま

す。グローバル化といわれて久しい今日、(キ)ヒト・モノ・カネ・情報などあらゆるものが

日本国内外を行き来しており、外国とも良好な関係を築く必要はますます高まっています。

国際紛争
ふんそう

が依然
い ぜ ん

として絶えない近年の国際社会においては、多くの国々とよりよい関係を築

くために対話を深め、(ク)国際連合などの組織的な取り組みも大切になります。 

信頼は、私たちが安心して安全に生活するための基盤
き ば ん

です。友だちや家族を信頼するのと

同じように、社会全体でも信頼を築くことが大切です。これからみなさんが成長していく中

で、信頼を大切にしていくことが、より良い社会を作るための第一歩です。 

 

問１．下線部(ア)に関連して、三権を担う役職の人選について正しいものを、次から一つ選

び番号で答えなさい。 

 １．内閣総理大臣は必ず文民の中から選ばれなければならない。 

 ２．国務大臣は必ず国会議員の中から選ばれなければならない。 

 ３．最高裁判所の裁判官は必ず国民審査を受けた人の中から選ばれなければならない。 

 ４．国会議員は必ず30歳以上の日本国民の中から選ばれなければならない。 

 

問２．空らん（ イ ）にあてはまる語句を、漢字４字で答えなさい。 
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問３．下線部(ウ)に関連して、次の資料は豊島岡女子学園中学校のある豊島区の、2022年度

の歳入
さいにゅう

の内訳を示したものです。この資料から読み取れることとして最も適当なもの

を、下から一つ選び番号で答えなさい。 
 

項目
こうもく

  割合 

特別区税 24.0％ 

特別区交付金 23.6％ 

国庫支出金 22.7％ 

都支出金 8.3％ 

地方消費税交付金 5.8％ 

特別区債 0.3％ 

その他 15.3％ 
 

※特別区税：「住民税」と呼ばれている地方税である特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ

税、入湯税などを合わせたお金。 

※特別区交付金：東京都と東京都特別区(23区)の役割分担に応じて、東京都が交付するお金。 

※都支出金：東京都が使い道を指定する、東京都が交付するお金。 

※地方消費税交付金：消費税の一定割合の額を東京都が交付するお金。 

（豊島区ホームページより作成） 

１．特別区税には間接税が少なくとも一つは含
ふく

まれている。 

 ２．国庫支出金が上位にあるのは豊島区の人口密度が上 昇
じょうしょう

したためである。 

 ３．豊島区では歳入全体の半分以上が自主財源でまかなえている。 

 ４．豊島区は借金なしで運営することができている。 

 

問４．下線部(エ)に関連して、次の表１は2024年10月の衆議院議員総選挙における政党ごと

の総獲得
かくとく

議席数で、表２は同選挙の比例代表選での一部のブロックにおける獲得議席

数です。表中のあ～おはいずれかの政党、Ａ～Ｅは九州・近畿・東海・東京・南関東

のいずれかのブロックです。表２中のＡのブロックとして最も適当なものを、下の１

～５から一つ選び番号で答えなさい。 

 

表１     表２ 

あ 191   定数 あ い う え お その他 

い 148  Ａ 28 ６ ４ ７ ２ ３ ６ 

う 38  Ｂ 23 ７ ６ ２ ３ ２ ３ 

え 28  Ｃ 21 ７ ６ １ １ ２ ４ 

お 24  Ｄ 20 ７ ４ １ ２ ３ ３ 

その他 36  Ｅ 19 ５ ５ ２ ３ ２ ２ 

 

   １．九州    ２．近畿    ３．東海    ４．東京    ５．南関東 
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問５．下線部(オ)に関連して、次のうち、法の下の平等を実現するために法律が改正された

事例として最も適当なものを、次から一つ選び番号で答えなさい。 

１．性別や年齢
ねんれい

にかかわりなく義務教育が受けられるように学校教育法が改正された。 

２．妊娠
にんしん

や出産を理由に女性労働者が不利益な扱
あつか

いをされないように男女雇用機会均 

等法が改正された。 

３．外国人が衆議院議員総選挙の投票権が得られるように公職選挙法が改正された。 

 ４．結婚
けっこん

した男女が両者ともに婚前
こんぜん

の姓を名乗れるように戸籍法が改正された。 

 

問６．下線部(カ)に関連して、次の文章は日本国憲法前文を抜き出したものです。空らん 

（ あ ）・（ い ）にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを、下から一

つ選び番号で答えなさい。 
 

日本国民は、（ あ ）を念願し、人間相互
そ う ご

の関係を支配する崇高
すうこう

な理想を深く自覚す

るのであつて、平和を愛する（ い ）に信頼して、われらの安全と生存を保持しよう

と決意した。 

 

 １．あ―国際平和  い―人類普遍
ふ へ ん

の原理 

２．あ―国際平和  い―名誉
め い よ

ある地位 

 ３．あ―名誉ある地位  い―諸国民の公正と信義 

 ４．あ―恒久
こうきゅう

の平和  い―人類普遍の原理 

５．あ―恒久の平和  い―諸国民の公正と信義 

 

問７．下線部(キ)に関連して、地域人口の半数以上が65歳以上となり、地域社会としての機

能が衰
おとろ

えている集落のことを何と呼びますか。漢字で答えなさい。 

 

問８．下線部(ク)に関連して、国際連合の安全保障理事会では、決議に対して拒否
き ょ ひ

すること

で理事会の決定を阻止
そ し

できる権限をもつ国があります。その国として正しい国を、次

からすべて選び番号で答えなさい。 

１．中華人民共和国   ２．ドイツ   ３．ブラジル 

４．フランス      ５．ロシア 

 

 

 

 


