
2025年度

令和 7年 2月 2日実施
40 分

中等部第２回

社 会
〔受験上の注意〕

氏 名受 験 番 号

１．問題は13ページまでです。

２．解答時間は40分です。

３．解答用紙はこの冊子の最後に
あります。
解答は解答用紙の所定のとこ
ろに記入してください。

４．問題用紙・解答用紙に、
受験番号・氏名を記入してくだ
さい。

５．答えはすべて解答欄
らん

に記入し
てください。なお、漢字で書
くべきところは漢字で書いて
ください。
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〈はじめに〉

　みなさん、お正月に雑
ぞう

煮
に

やおせち料理を食べましたか。雑煮は地域によって、いろ

いろな特色があり、日本ならではの食文化といえます。雑煮以外にもさまざまな日本

の食文化の移り変わりについて、時代とともにみていきましょう。

１．原始・古代の食

　⑴□□□□□□時代の日本では、おもに打製石器などを用い狩
しゅ

猟
りょう

・採
さい

集
しゅう

をおこない、
食べ物を得ていました。当時の遺

い

跡
せき

からは、ナウマンゾウやオオツノジカなどの大型
動物の骨が見つかっています。
　やがて、気候が暖かくなると、氷河が溶けて海水面が上がり、海に囲まれた、現在
に近い日本列島があらわれました。自然環

かん

境
きょう

も大きく変わり、それに合わせて人び
との食生活も、大型動物を追いかけて移動する生活から、一カ所にとどまって暮らす
生活に変わりました。人びとは、弓矢を用いて、シカやイノシシ、ノウサギなどを捕

つか

まえ、ドングリなどの木の実からアク（渋
しぶ

みや苦み）を抜
ぬ

いたり野菜や肉と一緒に煮
に

るために、⑵□□□□土器を用いました。各地域の貝塚では、シカやイノシシの骨のほか、
シジミやアサリ、タイなど魚介類の骨や貝殻

がら

が見つかり、当時の人びとがさまざまな
ものを食べていたことがわかっています。
　その後、中国大陸から日本列島に稲作が伝わると、地域によっては、水田が開かれ、
暮らしが安定した所もありました。しかし、はじめは、収穫が少なくコメだけでは生
きていけませんでした。当時の人びとは、コメよりもヒエやアワなどの雑

ざっ

穀
こく

や大豆な
どの豆類を多く食べていました。

　⑶□□世紀になると、中国大陸から仏教が伝わり、食生活が大きく変わりました。そ
れまでイノシシやシカなどの肉を食べていた人びとに対して、６７５年、天武天皇は

「肉食禁止令」を出し、春から秋にかけての農作業の時期に「牛・馬・犬・猿・ 鶏
にわとり

」
を食べることを禁じました。仏教では殺

せっしょう

生（生き物を殺すこと）を禁じていたこと
のほか、農作業に欠かせない牛や馬を食べないなど、いくつかの理由があげられます。
しかし、その後も、人びとは、イノシシやシカの肉などを食べていました。
　遣隋使や遣唐使が中国大陸に送られるようになると、中国大陸の文化に触れる機会
が増えました。食事の仕方も中国の王朝にならい、有力者はテーブルとイスで食事を
とり、料理を食べるために、匙

さじ

（スプーン）と箸
はし

が用意されました。東大寺にある正
倉院には、銀の匙と箸が残されています。
　このころ、人びとは、塩や 醤

ひしお

（豆から作られた味噌や 醤
しょう

油
ゆ

の原型）などの調味料

を料理につけて食べていました。奈良時代につくられた最古の和歌集とされる⑷『□□
□□□□』には、食材に醤をつけて食べるのがご馳

ち

走
そう

だ、と詠
よ

んだ歌があります。

あ

い

う



社２社２ − 2 − − 3 −

　当時の書物によれば、９世紀初めには、貴族たちは「大
だい

饗
きょう

」という大規模な 宴
うたげ

を 催
もよお

 
したと、記されています。朱

しゅ

塗
ぬ

りの台
だい

盤
ばん

（食物を盛る皿を載せる大きな台）の上に銀
製の食器が載

の

せられ、「高盛り飯」と呼ばれた蒸したご飯や、醤、酒、酢
す

、塩など調
味料が並べられました。そのほか、干した果物やムギやコメなどの粉を練

ね

って揚
あ

げた
り焼いた菓子などが出されました。貴族たちは、中国の食事方法の影響を受け、豪

ごう

華
か

で特別な食事をとることがありました。
　一方で、庶民の食事は、アワやキビなどの雑穀を主食とした素

そ

朴
ぼく

なものでした。
コメは税として納めるため、ほとんど食べられませんでした。おかずは、魚の干

ひ

物
もの

や漬
つ

け物
もの

程度でした。

２．中世の食事のしかた

　鎌倉時代になると、⑸□□に渡った僧たちは、禅宗の寺院で修行の１つとして学ん
だ「 精

しょう

進
じん

料理」を日本に持ち帰りました。曹
そう

洞
とう

宗
しゅう

を開いた⑹□□□□は、書物のなかで
精進料理に関する記録を残し、自身の寺院でも精進料理を採り入れました。のちに野
菜や豆を用いて肉の味に近づけた料理がみられるようになりました。
　鎌倉時代の武士たちは、無

む

駄
だ

なものを省
はぶ

き、質
しっ

素
そ

に暮らすことを尊ぶ考えのもと、将
軍であっても、ふだんの食事は、一

いち

汁
じゅう

一
いっ

菜
さい

（ご飯と汁ものとおかず１品）か一
いち

汁
じゅう

二
に

菜
さい

でした。しかし、室町時代になると、京都に幕府が置かれたため、武士たちは、貴族
の影響を受けて、次

し

第
だい

に豪華な食事になっていきました。そのなかで登場したのが、
平安時代の大饗料理を手本とした「本

ほん

膳
ぜん

料理」です。本膳料理は、いくつもの膳（料
理を載せる台）に、ご飯や汁ものの他、焼き物や煮物を並べて、宴の時に出されました。

　次の写真は、１５８２年に織田信長が、武田勝
かつ

頼
より

（１
生 ま れ た 年

５４６〜１
亡 く な っ た 年

５８２）との戦い
に貢

こう

献
けん

した徳川家康などの武将たちを安土城に招いてもてなした時の本膳料理とされ
るもの（一部）を再現したものです。

　１６世紀後半には、 ⑺□□□□□□がつくりあげた茶の湯が広まりました。茶の湯では、
茶会のなかで、季節の 旬

しゅん

の食材や 器
うつわ

にこだわった料理を出すことがありました。の
ちに「懐

かい

石
せき

料理」とよばれるものです。
  また、１６世紀中頃からの約１００年は、ポルトガルやスペインをはじめとする西

ヨーロッパと日本との交流がさかんで、新たな宗教である⑻□□□□□□□□教などととも
にさまざまな料理や食材がもたらされました。コンペイトウやカステラのほか、トウ
ガラシなども伝わりました。

３．近世の食文化

　⑼□□□□□□□□年に徳川家康が江戸に幕府を開いたことで、今までにない大きな都市
が建設され、おおぜいの職人や商人、武士たちが全国から江戸に集まりました。その

ため、「⑽□□□□□□□□□□」と呼ばれた大坂から、醤油や塩、酒などが大量に江戸へ運ば
れるようになりました。江戸へ多くの食品や日用品を運ぶ時には、街道などではなく、
船を用いて運びました。江戸と大坂の間だけでなく、全国的な海上交通路も整えられ

ました。蝦
え

夷
ぞ

地から日本海をまわって、関門海峡を通り瀬戸内海を経て京まで⑾□□□□
□□などの海産物を運びました。この頃から、⑾□□□□□□は、かつお節とともに出

だ

汁
し

と
して使われ始め、１８世紀後半になると、⑾□□□□□□は、日本海から九州をまわって
薩摩藩まで届けられ、さらに⑿□□□□を通って中国大陸へ渡った、という記録が残され
ています。

江戸時代に再現した 12 世紀の ｢大饗｣
（国立科学博物館『特別展「和食〜日本の自然、人々の知恵〜」』）

織田信長が徳川家康をもてなした膳（再現）
（国立科学博物館『特別展「和食〜日本の自然、人々の知恵〜」』）

え

お

か

き

く

け

台盤

高盛り飯
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　同じ頃、江戸の近くで作られた醤油が出回るようになりました。また、そばや握
にぎ

り
寿司などを手軽に食べられる屋台が増えました。
　さらに、春先になると花見をするために、庶民が弁当やお酒を持って出かけるよ
うになりました。８代将軍によって植えられた飛

あ す か

鳥山
やま

（現在の東京都北区）の桜を
見に庶民が集まったとの記録があります。花見弁当のほか、庶民が親しんだ歌

か

舞
ぶ

伎
き

や人
にん

形
ぎょう

浄
じょう

瑠
る

璃
り

などの芝
しば

居
い

見物には弁当がつきものでした。このように行
こう

楽
らく

などの時
は、庶民も食事を楽しむ習慣が生まれました。

　江戸時代には、庶民の間でも、おせち料理を食べるようになりました。
　おせち料理は、もともと平安時代に朝廷で年５回おこなわれた特別な儀式の時に食
べられていたものでしたが、江戸時代になると、新年を迎

むか

える正月の料理として広ま
りました。裕福な家では、黒豆や紅白のかまぼこなど縁起が良いとされる料理を家族
で食べるようになりました。

４．近代　食の洋風化

　１９世紀半ばに開国したことで、日本には西洋文化が多く入ってきました。明治時
代に入り、欧米の制度や文化が積極的に受け入れられ、明治の初めには、珍しい食べ
物として、 牛

ぎゅう

鍋
なべ

などが食べられるようになりました。同じ頃、鶏や牛などの肉を、
砂糖や醤油、ショウガなどで濃く味付けした「大

や ま と

和煮
に

」が登場しました。
　明治時代の２つの戦争では、兵士の食料として牛肉の缶

かん

詰
づめ

が戦地に送られました。
これにより国内の牛肉が不足し、代わりに豚肉が用いられるようになりました。
　２０世紀に入り、日本でも産業革命が進み、１９１４年に始まった第１次世界大戦

の頃には、大都市を中心に労働者が増えました。この頃、都市部では、ガスコンロや
水道設備が普及し、家庭で料理がしやすくなりました。また、当時の女性の間で主婦
向けの料理書や雑誌が多く読まれるようになりました。これらの本ではナイフとフォ
ークを使わずに箸で食べられるトンカツやコロッケなど、明治時代には高級品だった

「洋食」のメニューが紹介されました。

５．第２次世界大戦後　大きく変化する食

　戦後間もないころは、極度のもの不足で、十分に食事がとれない状態でした。
１９４６年、連合国軍最高司令官総司令部（GHQ）の指導のもと、学校の給食が再開
されました。しかし、この頃は、脱

だっ

脂
し

粉
ふん

乳
にゅう

（牛乳から乳脂
し

肪
ぼう

を除
のぞ

いて粉状にし、水
に溶かしたもの）と、わずかな食事だけの厳しいものでした。アメリカなどから受け
た食料の援助としてコムギが送られてくると、給食に、パンが出されるようになりま
した。
　１９５０年代後半からの高度経済成長期に、食生活は大きく変わりました。商店街
などの小さなお店で、食材をそれぞれ買っていたのが、法律が改正され、全ての食品
を一つの大きな店で買うことができるスーパーマーケットが登場し、買い物の仕方も

変化しました。１９６０年代になると、⒀□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□が登場しました。
⒀□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□は、長時間営業し、食料品や日用品を扱う小さな店のこ
とです。消費者の要望に応

こた

えて、２４時間の営業をおこなうようになり、年中無休の
便利さで店の数を増やしていきました。
　同じ頃、冷

れい

凍
とう

庫
こ

や電子レンジなどの電化製品が広まったほか、手軽に食べられるカ
ップラーメンなどのインスタント食品やギョウザなどの冷凍食品も種類が増えまし
た。１９７０年に開かれた大阪万国博覧会 （万博）では、世界７７の国・地域が参加して、
約６４００万人が訪れました。この時、アメリカ館内に出店したケンタッキーフライ
ドチキンは、その後、名古屋に１号店がつくられました。また、翌年に銀座三越デパ
ートにマクドナルド日本１号店が開店するなど、１９７０年代に「ファーストフード」
が広まりました。同じ頃、すかいらーくが東京都府

ふ

中
ちゅう

市にオープンするなどファミ
リーレストランも開店し、外で食事をする外食も増えました。

〈おわりに〉

　２０１３年に「和食；日本人の伝統的な食文化－正月を例として－」が国際連合教

育科学文化機関の無形文化遺産に登録されました。「素材の味を尊重する」、「一汁三

菜の健康的な栄養バランス」、「季節感を大切にすること」、「年中行事との関わり」を

大切にする点が評価されたことによります。しかし、現在の私たちの食をみると、さ

こ

さ

し

す

せ

そ

た

ち

江戸時代の書物をもとに再現した花見弁当
（国立科学博物館『特別展「和食〜日本の自然、人々の知恵〜」』）

つ



社２社２ − 6 − − 7 −

角餅

丸餅

①
山
脈

②

③

④

まざまな課題もあります。改めて、私たちの食文化について考えてみませんか。

おもな参考文献

　『国立科学博物館　特別展 ｢和食〜日本の自然､ 人々の知恵〜｣』公式ガイドブック　朝日新聞社

　『教養としての和食』江原絢子監修　山川出版社

　『「和の食」全史』永山久夫　河出書房新社

問１　文章中の空
くうらん

欄（１）〜（13）に入る語句・数字を答えなさい。□□内に１字とす
る。漢字で書くべき語句は漢字で書くこと。

問２　下線部あに入っている餅
もち

は、四角い形の角餅と丸い形の丸餅があり、地域によ

って形が異なります。次のページの地図中の点線は、角餅・丸餅の分布の境目を

示したものです。次の（１）（２）の問いに答えなさい。

（１）地図中の  ①山脈  を、答えなさい。

（２）地図中の②〜④にあてはまる県の組み合わせとして正しいものを、次のなか

から１つ選び、記号で答えなさい。

ア．②富山県　③岐阜県　④三重県
イ．②富山県　③長野県　④愛知県
ウ．②福井県　③岐阜県　④愛知県
エ．②福井県　③長野県　④三重県

『国立科学博物館　特別展 ｢和食〜日本の自然､ 人々の知恵〜｣』をもとに作成
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（月）

問３　下線部いについて、次の（１）（２）の問いに答えなさい。

（１）６０７年、遣隋使の大使（代表者・長官のこと）として、中国に渡った人物を、

漢字で答えなさい。

（２）次の地図は、奈良時代の遣唐使船の航路を示したものです。この航路を４隻
せき

の船で渡りましたが、複数の船で渡ることで、どのような危険を避
さ

けられると

考えたのか、説明しなさい。

問４　下線部うにおきた出来事ととして間違っているものを、次のなかから１つ選び、

記号で答えなさい。

ア．東北地方の蝦
え み し

夷を支配するために、多賀城が築かれた。 
イ．倭国軍は、白村江の戦いで、唐・新羅軍に敗れた。　　
ウ．天皇は、全国に国分寺と国分尼寺を建てるよう命じた。
エ．公地公民の制度がくずれ、荘園がつくられるようになった。

問５　下線部えのうち、「調」について、税の内容と納める場所を、説明しなさい。

問６　下線部おについて、次の（１）（２）の問いに答えなさい。

（１）源頼朝と対立するようになった法皇（出家した上皇）を、漢字で答えなさい。

（２）下線部おが任された地頭の仕事を１つあげなさい。

問７　下線部かについて、次の（１）（２）の問いに答えなさい。

（１）３代将軍の時代、貴族の文化と武士の文化が合わさり、新しい文化が生まれ

ました。この文化を、漢字で答えなさい。

（２）（１）のなかで、観
かん

阿
あ

弥
み

・世
ぜ

阿
あ

弥
み

が大
たい

成
せい

したものを、漢字で答えなさい。

問８　下線部きとの貿易では、当時の日本で多く採れるようになった金属がお金とし

て用いられました。この金属を、次のなかから１つ選び、記号で答えなさい。

ア．金　　　イ．銀　　　ウ．銅　　　エ．鉄

問９　下線部くについて、紀
き

伊
い

国（現在の和歌山県）の沖合いで捕まえた大型のほ乳類は、

特産品として広く食べられるようになりました。この動物を答えなさい。

問10　下線部けについて、次の（１）（２）の問いに答えなさい。

（１）次の雨温図のなかから、瀬戸内の気候の特徴を示したものを、１つ選び、記

号で答えなさい。

ア イ ウ エ

「日本国勢図会　2024/25」より作成

降
水
量（
mm
）

気
温（
℃
）
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（２）次の表は、瀬戸内海に面している県に関するものです。

県名 人口（万人）
（2023 年）

面積（㎢）
（2023 年） 県庁所在地 特産品

兵庫県 537 8401 （あ）市 酒、ズワイガニ

（い）県 184 7115 （い）市 桃、ぶどう

愛媛県 129 5676 （う）市 みかん、真珠

（え）県 92 1877 高松市 うどん、（お）

① 空欄（あ）〜（え）に入る語句を、漢字で答えなさい。

② 次の表は空欄（お）の都道府県別の収穫量を示したものです。（お）にあては

まる特産品を答えなさい。

問11　下線部こがおこなった改革を、漢字で答えなさい。

問12　下線部さについて述べた次の文章の内容が、正しければ○を、間違っていれば

×をつけなさい。

ア．井
い

原
はら

西
さい

鶴
かく

は、江戸を中心に歌
か

舞
ぶ

伎
き

の舞台を作り上げた。
イ．近

ちか

松
まつ

門
もん

左
ざ

衛
え

門
もん

は、『曾
そ

根
ね

崎
ざき

心
しん

中
じゅう

』など人形浄瑠璃の 脚
きゃく

本
ほん

を書いた。

（お）の収穫量

資料：農林水産省「特産果樹生産動態等調査」

全国
596.4t

静岡県（2位）
16.7t

広島県（3位）
14.0t

その他
43.9t

（え）県
（1位）
521.8t

2021（令和 3）年産

問13　下線部しについて、次の史料は、１８５８年に幕府とアメリカ合衆国が結んだ

条約の一部です。空欄（ア）〜（エ）に入る語句を、漢字で答えなさい。□□内に
１字とする。

一、（ア）□□□□・箱館に加え、次の場所を開港・開市する。
（イ）□□□□□□・長崎・新潟・兵庫
（イ）□□□□□□開港の６か月後に（ア）□□□□は閉

へい

鎖
さ

する。
開港地に、アメリカ人は居

きょ

留
りゅう

（一時的に、その土地に住むこと）を許され、
土地を借り、建物や倉庫を購入したり、建てたりすることができる。（後略）

一、日本人に対し犯罪を犯
おか

したアメリカ人は、（ウ）□□□□裁判所でアメリカの
国内法に従って裁かれる。アメリカ人に対して犯罪を犯した日本人は、日
本の法律によって裁かれる。

一、アメリカ人は（エ）□□□□の自由を認められ、居留地内に教会を作っても良い。

問14　下線部すについて、次の（１）〜（３）の問いに答えなさい。

（１）１９世紀末の戦争で日本が講和条約を結んだ場所を、答えなさい。

（２）（１）で結んだ条約で得た賠償金は、産業の振
しん

興
こう

を目的にある施設をつくる資

金として使われました。１９０１年に操
そう

業
ぎょう

を始めたこの施設の名前を、漢字で

答えなさい。

（３）２０世紀はじめに、日本はある国と戦争を始めました。この戦争で、イギリ

スとともに日本を支援し、講和を仲介した国を、答えなさい。

問15　下線部せの時代におきた次の出来事を、古い順に並べ、記号で答えなさい。

ア．第５福竜丸が、太平洋でアメリカの水爆実験に巻き込まれ被ばくした。
イ．日本は、ソヴィエト連邦と国交を回復して、国際連合に加盟した。
ウ．日本は、サンフランシスコ平和条約に基づいて独立した。
エ．高度経済成長のなか、東京タワー（日本電波塔）が完成した。

「2025 データでみる県勢」より作成
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問16　下線部そについて書かれている日本国憲法の条文に関する、次の（１）（２）

の問いに答えなさい。

第５９条　

１. 法律案は、この憲󠄁法に特別の定のある場合を除いては、（ア）□□□□□□で可
決したとき法律となる。

２. 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で

出席議員の（イ）□□□□□□□□以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

３. 前󠄁項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、（ア）□□□□□□の協
議会を開くことを求めることを妨げない。

４. 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を

除いて（ウ）□□□□日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がそ
の法律案を否決したものとみなすことができる。

（１）空欄（ア）〜（ウ）に入る語句・数字を答えなさい。□□内に１字とする。

（２）枠内の波線部について、２０２４年１０月２７日に第５０回衆議院議員選挙

がおこなわれました。

①  選挙後、１１月１１日に開かれた国会の名前を、漢字で答えなさい。

②  ①の国会が開かれる目的を、述べなさい。

問17　下線部たについて、次の（１）〜（３）の問いに答えなさい。

（１）１８６７年にパリで開かれた万国博覧会に、幕府も参加しました。この時の

将軍を、答えなさい。

（２）今まで日本で万国博覧会が開かれたことのある都道府県として正しいものを、

次のなかから１つ選び、記号で答えなさい。

ア．北海道　　　イ．東京都　　　ウ．愛知県　　　エ．福岡県

（３）今年は大阪・関西万国博覧会が開かれます。万国博覧会のような国際的な催

しを開くことは、開催国・自治体にとって、どのような良い点・問題点があるか、

それぞれ述べなさい。

問18　下線部ちは、国際社会の平和や安全を守ることを目的に活動しています。

（１）安全保障理事会の常任理事国５カ国だけが持つ権利を、漢字で答えなさい。

（２）（１）の権利がひんぱんに使われると、どのような問題がおきますか、説明し

なさい。

問19　下線部つについて、近年、食料や食品に関する日本の課題は何だと考えますか。

また、その課題を解決するために国の政策として、どのようなことをおこなえば

よいか、それぞれ解答欄に合わせて述べなさい。



社　　会解答用紙 （第２回）

受 験 番 号 得　　点氏　　　　　　　　　　名
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令和 7年 2月 2日実施
40 分

中等部第２回

社 会
〔受験上の注意〕

氏 名受 験 番 号

１．問題は13ページまでです。

２．解答時間は40分です。

３．解答用紙はこの冊子の最後に
あります。
解答は解答用紙の所定のとこ
ろに記入してください。

４．問題用紙・解答用紙に、
受験番号・氏名を記入してくだ
さい。

５．答えはすべて解答欄
らん

に記入し
てください。なお、漢字で書
くべきところは漢字で書いて
ください。


