
社１後－１ 
令和７年度 第１回午後入試                            令和７年２月１日実施 

京華中学校 入学試験問題 社 会  
１ 次の文章［Ⅰ］と［Ⅱ］を読んで、あとの問いに答えなさい。 

［Ⅰ］ 

  沖縄はかつて琉球という名の国でした。15世紀初め、尚
しょう

巴
は

志
し

は①沖縄島を統一し、琉球王国を建国しました。しかし、1609 年に現

在の②鹿児島県にあった薩摩藩の藩主によって琉球王国は征服
せいふく

されました。明治時代に入ると、明治政府は琉球王国を廃止
は い し

して沖縄

県を設置した、いわゆる琉球処分を行いました。 

石垣島在住の詩人、八重
や え

洋一郎
よういちろう

さんの作品に『日毒』という詩集があります。この詩集は明治政府がおこなった琉球処分を批判し

ています。「日毒」とは「日本の毒」という意味です。八重さんは子どものころ、祖母から、曽
そう

祖父
そ ふ

（祖母の父）が島の牢屋
ろ う や

に入れら

れ、日本人から③拷問
ごうもん

されていた話を聞いていました。当時７歳だったおばあさんはその牢屋まで、毎日食事を届けていたといいま

す。曽祖父は解放後、拷問の後遺症
こ うい し ょ う

でしょうか、何も語らず静かな「狂人
きょうじん

」として生涯
しょうがい

を終えたそうです。そして後年、八重さんが

曽祖父の家を取り壊した際、祖母の居室があった場所の地中からボロボロの手
て

文庫
ぶ ん こ

が見つかり、紙魚
し み

に食われ湿気に汚れて今にも崩
く ず

れ落ちそうな茶褐色
ちゃかっしょく

の色紙が一枚出てきて、そこに「日毒」と血で書かれていたといいます。曽祖父が遺
のこ

した「日毒」という言葉。

八重さんは、この言葉は今なおリアリティをもっているといいます。日本政府が進める辺
へ

野
の

古
こ

の新基地建設や「南西諸島」への④自

衛隊ミサイル部隊配備などへの強い危機感が、そこには表れています。 

  ⑤沖縄戦は1945年の３月末から約３か月間続きましたが、日本軍は「軍民一体」の名のもとに民間人（女性、子どもをふくむ）を

総動員し、その結果、県民の４人に１人が戦死するという稀
まれ

にみる悲惨
ひ さ ん

な結果となりました。沖縄戦でのこうした犠牲
ぎ せ い

は、日本にお

ける⑥沖縄差別をあらわにしたものでもあります。領土に関して、当時の日本政府は日本が将来再起
さ い き

するときにむけてできるだけ守

るけれども、やむを得ない場合は「固有本土」だけを確保できればよい、という考えを持っていました。「固有本土」とは沖縄、⑦小

笠原、樺太を捨て、千島列島は南半分を保有する程度とする、とあります。つまり、大日本帝国が最大の危機に直面したときに、ど

うしても守らなければならない「固有本土」のなかに沖縄は入っていなかった、ということです。 

  沖縄の歴史を見直すことで、米軍基地の問題など現在起きている問題を理解し、解決への指針としていく必要があるでしょう。 

 

問１ 下線部①について、沖縄島として正しいものを、次の中から１つ選び、記号で答えなさい。 

  ア．            イ．              ウ．              エ． 

 

 

 

 

 

（紙面の上が北、縮尺は同一ではありません。） 

 

問２ 下線部②に関連して、次の表は九州地方にある４つの県（鹿児島県、福岡県、佐賀県、沖縄県）の統計をまとめたものです。鹿

児島県を示しているデータはどれですか。正しいものを、次の中から１つ選び、記号で答えなさい。 

 
面積（km2） 人口（万人） 

農業産出額 

（億円） 

製造品出荷額 

（億円） 

ア． 2,282 146 890 4,599 

イ． 4,988 513 2,021 94,450 

ウ． 9,186 158 5,114 22,062 

エ． 2,441 81 1,307 21,051 

出典：国土地理院ＨＰ（2024年）、総務省統計局ＨＰ（2020 年）、農林水産省ＨＰ（2022年）、経済産業省ＨＰ（2021年） 

 

問３ 下線部③に関連して、憲法の定める自由権として間違
ま ち が

っているものを、次の中から１つ選び、記号で答えなさい。 

  ア．中学校で教育を受ける。        イ．強制的に働かされない。 

  ウ．自分の就きたい職業を選ぶ。      エ．以前から読みたかった本を買って読む。 

 

問４ 下線部④が、1992年から参加するようになった国連の活動として正しいものを、次の中から１つ選び、記号で答えなさい。 

  ア．ＰＫＯ   イ．ＵＮＥＳＣＯ   ウ．ＩＡＥＡ   エ．ＷＨＯ 



社１後－２ 

問５ 下線部⑤について、沖縄県では、沖縄戦の終結の日を「慰霊
い れ い

の日」として県の条例で記念日に定め、例年、県内の学校や職場が

休日となります。沖縄慰霊の日として正しいものを、次の中から１つ選び、記号で答えなさい。 

  ア．２月26日   イ．４月29日   ウ．６月23日   エ．９月８日 

 

問６ 下線部⑥に関連して、次の表は2022 年に共同通信社がおこなった「沖縄の日本復帰50周年をめぐる世論調査」の結果をまとめ

たものです。表から読み取れることとして間違っているものを、次の中から１つ選び、記号で答えなさい。 

出典：高橋哲哉『沖縄について私たちが知っておきたいこと』（ちくまプリマー新書、2024 年） 

ア．米軍基地を他の都道府県で引き取るべきであるという意見に肯定的な沖縄県民が圧倒的多数である。 

  イ．米軍基地を他の都道府県で引き取るべきであるという意見に肯定的な沖縄県民以外の人々が過半数である。 

  ウ．自分の住む地域に米軍基地が移設されることに肯定的な沖縄県民以外の人々が過半数である。 

  エ．沖縄県民以外の人々も基地移設に賛成しているが、自分の住む地域に基地が移設されることには否定的な人が多い。 

 

問７ 下線部⑦に関連して、小笠原諸島と同様に世界自然遺産として正しいものを、次の中から１つ選び、記号で答えなさい。 

ア．白神山地   イ．種子島   ウ．釧路湿原   エ．富士山 

［Ⅱ］ 

  ⑧北海道の名付け親は松浦
まつうら

武四郎
た け し ろ う

という人物です。松浦武四郎は 16 歳のときに江戸へ一人旅に出て、その後、19 歳で四国八十八

カ所の霊場
れいじょう

をまわり、⑨中国地方をへて20歳からは九州各地を歩きました。長崎にいたころ、日本の北の地域に、ロシアの船が接近

しているという話を聞いたことが、武四郎の人生を大きく変えました。日本の危機を心配する強い思いにかられた武四郎は、蝦夷地

へ行き、日本の北の地域がどんなところであるかを自分の目で確かめ、多くの人びとに伝えようと決心しました。 

28歳で初めて蝦夷地へ渡ることができた武四郎は、アイヌの人々に案内をしてもらいながら、蝦夷地の調査を進めました。⑩幕末

の頃には、大久保利通らも武四郎の家を訪れ、蝦夷地についての情報を得ていました。その後、武四郎は政府の役人となり、蝦夷地

にかわる新しい名称を考えることにたずさわりました。政府は武四郎の出した案のうち「北加伊道」を採用し、「北海道」と改称しま

した。「北加伊道」は「北の大地に住む人の国」という意味であり、武四郎のアイヌ民族の人々への気持ちをこめた名称でありました。 

北海道では古くから固有の文化や言葉を持つアイヌ民族が生活してきました。しかし、第二次世界大戦以前、そして以後もアイヌ

民族への⑪差別は続きました。こうした差別をなくし、アイヌ民族の伝統文化を復活・振興
しんこ う

させるため、1997年に制定されたアイヌ

文化振興法が施行されました。2019年にはアイヌ民族支援法にかわり、アイヌ民族が先住民族として法的に位置づけられました。こ

の法律の下で、民族としての誇
ほこ

りが尊重される社会の実現が目指されています。 

 

問８ 下線部⑧について、北海道について述べた文として正しいものを、次の中から１つ選び、記号で答えなさい。 

  ア．知床半島の先端
せんたん

に函館市が位置しており、北海道の面積は、四国の約９倍で、日本の総面積の５分の１を占める。 

  イ．雪のなかでは温度や湿度が一定に保たれ、食品の保存に適した環境になるため、キャベツを雪にうめて保存してから出荷する

「越冬
えっ とう

キャベツ」がブランド化するなど、利
り

雪
せつ

の試みが進められている。 

  ウ．火山灰が比較的
ひ か く て き

少ない十勝平野では、てんさいやじゃがいも、小麦、豆類など、寒さや乾燥
かんそう

に強い作物が栽培されており、多

くの農家は、年ごとに栽培する作物を変える二毛作をおこなっている。 

エ．根釧台地では、他の都府県と比べて梅雨の時期の降水量が多く、台風も多くくることから夏に気温があまり上がらないため、

稲作や畑作に適さなかったこともあり、酪農が発展してきた。 

 賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 無回答 

沖縄の米軍基地の一部を他の都道府県で引き取る

べきだという意見があります。あなたは、どう思い

ますか。（沖縄県民の回答） 

 

38％ 

 

37％ 

 

15％ 

 

１％ 

 

１％ 

沖縄の米軍基地の一部を他の都道府県で引き取る

べきだという意見があります。あなたは、どう思い

ますか。（沖縄県民以外の回答） 

 

15％ 

 

43％ 

 

29％ 

 

11％ 

 

２％ 

沖縄にある米軍基地などを整理・縮小するために、

一部を国内のほかの地域に移すことについて賛成

ですか、反対ですか。（沖縄県民以外の回答） 

 

63％ 

 

─ 

 

27％ 

 

─ 

 

─ 

あなたの住む地域に米軍基地が移設されてくると

すればどう思いますか。（沖縄県民以外の回答） 
６％ 23％ 42％ 27％ ２％ 



社１後－３ 

問９ 下線部⑨に関連して、次のグラフは札幌、東京、岡山、那覇の雨温図です。岡山の雨温図として正しいものを、次の中から１つ

選び、記号で答えなさい。 

  ア．             イ．            ウ．            エ． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10 下線部⑩に関連して、江戸時代末期のできごとを述べた文Ⅰ～Ⅲについて、古いものから年代順に並べたものはどれですか。正

しいものを、次の中から１つ選び、記号で答えなさい。 

   Ⅰ－桜田門外の変が起こる。   Ⅱ－ペリーが浦賀に来航する。   Ⅲ－日米修好通商条約を結ぶ。 

  ア．Ⅰ－Ⅱ－Ⅲ     イ．Ⅰ－Ⅲ－Ⅱ     ウ．Ⅱ－Ⅰ－Ⅲ 

エ．Ⅱ－Ⅲ－Ⅰ     オ．Ⅲ－Ⅰ－Ⅱ     カ．Ⅲ－Ⅱ－Ⅰ 

 

問 11 下線部⑪について、不平等や差別を解消するためには、個性に応じた援助
えんじょ

や配慮
はいりょ

をして、多様な個性の人を受け入れるという考

え方（例えば、子育てをする人のために企業内
きぎょうない

保育所
ほ い く じ ょ

を設置するなど）が大切だと考えられています。この考え方を何といいます

か。正しいものを、次の中から１つ選び、記号で答えなさい。 

  ア．アパルトヘイト   イ．インクルージョン   ウ．インフォームド・コンセント   エ．リコール 

 

問 12 下線部⑪に関連して、部落差別に苦しんできた被差別部落の人々が 1922 年に京都で結成し、差別解放運動を進めた団体を何と

いいますか。漢字５字で答えなさい。 

 

 

２ 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。 

 京華中学・高等学校は 1897（明治 30）年に創立されました。創立者は磯江
い そ え

潤
じゅん

という人物です。国家にとって有用な人材を育成する

という建学の精神のもと、31歳
さい

という若さで学校をつくりました。ただ純粋
じゅんすい

に若者を育て、世に送り出したいという磯江の気持ちに賛

同し、支えてくれた多くの人のお陰
かげ

で京華は誕生しました。 

 学校はそれぞれの時代や創立者の考えによって、その成り立ちや性格は大きく異なっています。日本の歴史の中で、後世に影響
えいきょう

を与

えた学校と創立者について見ていきましょう。 

 

 昨年、新しい①紙幣
し へ い

が発行されましたが、新５千円札の肖像
しょうぞう

に採用されたのは津田梅子という女性です。６歳の時に②岩倉遣
けん

欧
おう

使節

団に同行してアメリカへ行き、10 年間の留学をした後に、再度アメリカへ渡りました。この経験から女子で初となる英学塾
じゅく

を開いた

人物です。現在の津田女子大学の前身となったこの塾は、女子教育にとって時代の先駆
が

けとなりました。２代前の５千円札の肖像であ

り、国際連盟で活躍した③新渡戸
に と べ

稲造
いなぞう

も東京女子大学を創立していますので、国際的な視点や経験を積んだ人は、早くから女子教育の

必要性や女性が社会で活
かつ

躍
やく

するべきことに気付き、学校創立に情熱を注
そそ

いだのかも知れません。 

 新１万円札の④渋沢栄一は明治時代の実業家として知られていますが、会社だけではなく多くの学校の支援
し え ん

事業も行っています。一

方、旧１万円札の福澤諭吉は慶應
けいおう

義塾を開いたことで有名ですが、福澤を育てたのは緒方
お が た

洪
こう

庵
あん

という人物です。適塾という⑤蘭学
らんがく

塾を

1838年に⑥大阪で開き、全国から多くの若者が集まり、数々の優秀
ゆうしゅう

な人材を輩出
はいしゅつ

しました。 

福澤諭吉から財政支援を受けて伝染病の研究所を開いたのが、新千円札の北里柴三郎です。北里は⑦ドイツ留学中に破傷風
はしょうふう

の血清
けっせい

療法
りょうほう

を確立して世界的な研究者となりましたが、帰国後にこの研究所を立ち上げ、ペスト菌
きん

の発見を行いました。のちに、北里は慶應

義塾大学医学科を創設して福澤の恩に報います。さらに、北里の門下生であったのが、旧千円札の（ ⑧ ）ですので、新旧千円札の

肖像は師弟関係ということになります。 

 

 

 



社１後－４ 

３代前の千円札の肖像だった伊藤博文は、現在の⑨山口県萩
はぎ

市にあった八畳
じょう

一間の私塾に通っていました。この私塾とは、⑩吉田
よ し だ

松陰
しょういん

が教えていた松下
しょうか

村塾
そんじゅく

です。伊藤や山県
やまがた

有
あり

朋
とも

など、明治時代の日本を牽引
けんいん

する人物を育てた松陰の功績は計り知れません。門下

生の一人である品川
しながわ

弥
や

二郎
じ ろ う

は、桂
かつら

小五郎
こ ご ろ う

（のちの木戸孝允）と行動をともにし、西郷隆盛との間で結んだ薩長同盟の成立に尽力
じんりょく

しま

した。この品川が明治時代に内務大臣となり、本校創立者の礒江と縁
えん

があったことから、「京華」という名前を付けてもらいました。 

⑪京華127年の歴史の中で、送り出した卒業生の数は６万人以上を数えます。特に文化人を多く輩出し、文化勲章
くんしょう

を受章した人は４

人にものぼります。 

学校は、人を育て、社会に貢献
こうけん

する役割があるという磯江潤が考えた理想は、すべての学校に共通する考えだと思います。 

 

問１ 下線部①について、紙幣に関する説明として間違っているものを、次の中から１つ選び、記号で答えなさい。 

  ア．一定の年数が経つと偽造
ぎ ぞ う

防止のために新紙幣を発行している。 

  イ．日本の社会や文化に貢献した人物が肖像に選ばれている。 

 ウ．外国の紙幣との交換
こうかん

は、毎年一定の交換率を決めている。 

   エ．旧紙幣も現在の紙幣と同様に使用することができる。 

 

問２ 下線部②について、この使節団に同行した久米邦
く め く に

武
たけ

という人物が『米欧
べいおう

回覧
かいらん

実記
じ っ き

』という書物を残しています。この書物には、

使節団の詳細
しょうさい

な記録が記されており、下の表はこれをもとに作成した行程表です。この表から読み取れることとして正しいもの

を、次の中から１つ選び、記号で答えなさい。 

1871年 12月 23日 横浜を出港 

1872年 １月15日 サンフランシスコに到着 

1872年 ２月29日 ワシントンに到着 

1872年 ７月27日 ワシントンを出発し、ニューヨークへ 

1872年 ８月 ６日 ボストンを出発し、ヨーロッパへ 

1872年 ８月17日 イギリスのリヴァプールに到着 

1872年 12月 16日 イギリスを出発し、ヨーロッパ各国を訪問 

1873年 ７月27日 スエズ運河を通過 

1873年 ８月27日 シンガポールを経て、香港に寄港 

1873年 ９月 ６日 上海を経て、長崎に到着 

1873年 ９月13日 横浜に帰港 

ア．アメリカの首都ワシントンには、１年以上滞在
たいざい

していた。 

イ．太平洋の横断よりも大西洋の横断に日数がかかった。 

 ウ．日本を出発して帰着するまでに、２年10か月かかった。   

エ．アジア各地には欧米諸国と違い、１か月以上の長期滞在はしなかった。 

 

問３ 下線部③が肖像になっている紙幣には、「我、（  ）の架
か

け橋とならん」という新渡戸の言葉が表現されています。下の資料は、

その紙幣の一部を拡大したものです。（  ）にあてはまる言葉を、この資料から読み取り、次の中から１つ選び、記号で答えなさ

い。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  ア．日本海      イ．東シナ海      ウ．大西洋      エ．太平洋 

 

見 

本 



社１後－５ 

問４ 下線部④について、下の写真は渋沢栄一が設立に関わった世界遺産となっている建物です。この建物名として正しいものを、次

の中から１つ選び、記号で答えなさい。 

ア．富岡製糸場     イ．八幡製鉄所     ウ．日本銀行     エ．大阪紡績工場 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ 下線部⑤について、緒方洪庵などの蘭学者が西洋の学問を教えるために開いたのが蘭学塾ですが、西洋の学問とは関係のないも

のを、次の中から１つ選び、記号で答えなさい。 

  ア．『ターヘルアナトミア』という解剖書を、杉田玄白らが翻訳して『解体新書』を刊行した。 

イ．脚本を書いた近松門左衛門の歌舞伎や人形浄瑠璃が上演され、人気を博した。 

ウ．平賀源内が油絵を描いたり、エレキテルの修理・復元を行ったりした。 

エ．測量術を学んだ伊能忠敬は、日本の沿海を測量して日本地図の作成を行った。 

 

問６ 下線部⑥について、大阪湾に注いでいる川を何といいますか。解答欄
らん

にしたがって漢字１字で答えなさい。 

 

問７ 下線部⑦について、北里柴三郎（1853年に生まれ、1931 年に亡くなる）は32歳のときにドイツに留学し、39歳のときに帰国し

ました。留学中に起こった事柄として正しいものを、次の中から１つ選び、記号で答えなさい。 

  ア．薩長同盟の締結    イ．帝国議会の開催    ウ．関東大震災の発生    エ．太平洋戦争の開戦 

 

問８ 空欄⑧にあてはまる人物を漢字４字で答えなさい。 

 

問９ 下線部⑨について、山口県の説明として正しいものを、次の中から１つ選び、記号で答えなさい。 

  ア．南側を瀬戸内海、西側と北側を日本海に面しており、中央部に中国山地が連なっている。 

  イ．南側は太平洋に面しており、黒潮の影響を受けて冬でも温暖な気候である。 

ウ．北側は日本海、東側は瀬戸内海に面しており、中央部に筑紫山地が連なっている。 

エ．北側は日本海、南側は瀬戸内海に面している。人口は約540万人で全国第７位である。 

 

問10 下線部⑩の吉田松陰について、次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。 

 

わずか10歳のときに藩校
はんこう

明倫館
めいりんかん

の兵学師範
し は ん

となり、11歳のときには藩主の前で兵学講義を行った。やがて欧米列強の存在を知り、

日本の将来に強い危機感を覚えた。23 歳のとき、ペリーが軍艦
ぐんかん

４隻
せき

とともに浦賀に現れ、日本に開国を求めた。黒船を見て衝撃
しょうげき

を

受けた松陰は、直接自分の目で海外の実情を確かめたいと考え、下田に再来航したアメリカの軍艦に乗り込み、米国へ密航させてほ

しいと交渉
こうしょう

するが、失敗した。幕府の外交政策を批判した言動に対して弾圧
だんあつ

が行われ、29歳という若さで刑死
け い し

した。 

 

問い 吉田松陰が欧米列強に対して危機感を覚えたことは、松下村塾の門下生たちにも受け継がれ、明治維新の原動力となります。明

治政府が行った殖産興業政策と並び、経済発展と軍事力の増強による近代国家を目指した目標を何といいますか。漢字４字で答え

なさい。 

 

問11 下線部⑪について、京華は127年の歴史の中で、５つの時代（元号）を経てきました。その中で最も長い元号として正しいもの

を、次の中から１つ選び、記号で答えなさい。 

  ア．明治    イ．大正    ウ．昭和    エ．平成    オ．令和 


