






　社会は暗記科目なので、入試の直前に追い込めば間に合う……そう思っている人も多いのではないでしょうか。しかし、学校
教科書が新しいものへと切り替わり、それに伴って入試問題の傾向も変わりつつあります。設問に対して一問一答的な答えを
出すだけでなく、答えるべき内容を判断し、自分が持つ知識を活用することが必要になっています。文部科学省の「学習指導要
領」に「思考力、判断力、表現力を大切にした指導」とあり、この基準が入試問題にも反映されつつあるということでしょう。「社会
科のツボ」第１回では、歴史の記述問題を例に、新傾向の問題を考えてみることにしましょう。
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以下の文章を読んで問に答えなさい。
江戸時代の初め、幕府の財政は全国の金山・銀山からの収入により安定していたが、次第に赤字が膨らんでいった。そのため
貨幣改鋳を行うなどの財政改革を行ったものの上手く続かなかった。しかし、紀州徳川家より将軍となった人物の改革により
幕府の財政は一旦落ち着きをみせた。
改革とありますが、財政的にはどのような政策が実施されたかについて、具体的な政策名に触れて答えなさい。ただし、以下の
言葉を必ず用いること。“参勤交代”

Q 英国領事館とありますが、この事件において日本国内の事件にもかかわらず、なぜ英国領事館で裁判が行われているのかを
説明しなさい。

Q 世界的な情勢とありますが、この当時から数十年間にわたって世界を二分した対立構造についてどのようなものかを答え
なさい。ただし、以下の言葉を必ず用いること。“陣営” “主義” “中心”

当時の日本は英国など列強に対して領事裁判権（治外法権）を認めていたから。

この問題を解く鍵は、改革です。江戸時代の改革には「享保の改革」「寛政の改革」「天保の改革」の三つがありますが、その
中で紀州徳川家出身の将軍＝徳川吉宗が行った改革は享保の改革ですね。中身は「目安箱」「公事方御定書」「新田開発」と
様々にありますが、“参勤交代”が関係するものは「上米（の制）」ですので、この問題は上米の制について、それがどのよう
なものかを説明する問題であるということがわかります。よって模範解答としては以下のようなものが考えられます。

これはノルマントン号事件について書かれた文章で、これを機に不平等条約改正を求める声が高まっていく重要な事件
です。冒頭から明治時代の話であることと、英国領事館で裁判が行われていることから、領事裁判権に関する問題である
ことが判断できますね。むしろ、イギリス・領事館・裁判というキーワードが問題の中にある分、ふだん社会を苦手として
いる人でもしっかり考えれば十分回答できる問題です。

このように文章・問題を読ませ、そこから答えるべき情報が何かを判断させる。知識だけで答えさせないのが新傾向の
問題の特徴です。少しややこしく感じるかもしれませんが、正しく読み正しく内容を捉えることが出来れば、ふだんの歴史
の問題と内容自体はそれほど大きく変わるものではありません。尻込みせず、積極的に挑戦していきましょう。

上米の制により大名に対し参勤交代の期間を短縮させる代わりに米を献上させた。

よくある『上米』だけを答えさせる問題と比べると、考えることが多いですよね。

最後に、皆さんの力試しにこんな問題をひとつ。

答えは次号で！

ざつがく

That’s雑学 S U M M E R

まずは春号に続いて文学的に、英語の雑学をご紹介します。

続きまして新春号の宿題の答えを発表します（忘れられてるかもしれませんが…）

雑学③ 血管が灰色に見える理由
　血管自体は半透明で、その中を流れる血液は間違いなく赤色です。それなのにどうして灰色に見えるのかという
と、それは皮膚に入った光の吸収率の違いによるものなのです。色というのは物体が浴びた光のうち、吸収されな
かったものが反射してその色に見えます。これが腕の血管の場合、外部から来た光のうち緑と青は血管手前にある
皮膚である程度吸収され、残りが反射して目に届きます。一方赤は皮膚ではほとんど
吸収されず、そのまま血管まで届いてわずかに吸収されます。その結果、反射されて目
に届く３色の数値がほぼ同じになるため、血管は灰色として私たちの目に映ります。
　では灰色のはずの血管が青く見えるのはなぜか。それこそが新春号で扱った目の錯覚です。復習しておくと、
人間の目は似た色が近くにあると、どちらかを別の色に変えて知覚してしまいます（色の対比錯視）。血管の灰色と
肌の色は似ているので、よりくすんだ色である血管部分を肌の色の反対の色（補色）である青として見てしまうの
です。ちょっと難しかったので、まだよくわからないひとは理科の先生に聞いてみよう！

ざつがく

That’s雑学

・ballet（バレイ）：ダンスのバレエ……バレット（Bullet）だと「弾丸」になっちゃいます
・bouquet（ブーケイ）：花束・ブーケ……ブーケットだと
                                                    タイのリゾート地のニセモノみたいですね
・clothes（クロウズ）：衣服……発音が要注意な単語の代表格です
・eight（エイト）：数字の８……nightやrightなど、ghを読まない単語って多いですね
・knife（ナイフ）：ナイフ……クニフェではフニャフニャして役に立たない感じです

雑学① Hello
　電話を取ったときに皆さんは何といいますか？たぶん「もしもし」というのではないでしょうか。では
英語では？そうです「Hello」ですよね。でもこれが、実はあのエジソンの発明だって知っていましたか。
生涯におよそ1,300もの発明を行った傑出した発明家として知られているエジソンが、電報電信会社の
社長に電話口で最初に発する言葉は何がいいのかと問われて、「Hello」がいいと答えたのが始まりだ
そうです。グラハム・ベルも同じ頃に電話機を発明していましたが、彼が提案した「タリホ̶」「ウェル
ウェル」「アホイ」などは広まりませんでした。
　それでは日本語の「もしもし」の由来で閉めておきます。最初は「おいおい」や「こらこら」が候補に
なったものの、最終的には「申す申す」を縮めた「もしもし」に落ち着いたそうです。

雑学② Breakfast
　朝食を英語で「breakfast」というのはご存じですよね。中学生以上の方なら、breakが「破る」とか「壊す」で、
fastが「早い」「最初の」だということは習っていますよね。じゃあ「いったい、朝食が何を破っているのだろう？」って

思いませんか。breakには「休む」という意味もありますが、この疑問を解くカギはfastの
方にあります。fastには「断食」という意味があり、breakfastは「断食を破る」ことに
なり、「断食明けの最初の食事＝朝食」という意味になったのです。

雑多な
雑学編

ざった

疑問に思ったひとは、
英語の先生に聞いてみよう！
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社会科のツボ 新傾向の問題・記述編

例題

以下の文章を読んで問に答えなさい。
明治19年、航行中の英国貨物船が座礁沈没した事件で、日本人乗客が全員船に取り残され死亡した。船長の乗客への扱いは
明らかに不当だったが、英国領事館での裁判において無罪とされた。日本の世論はこれを不服としたため、政府は船長を殺人罪
で告訴するよう動いた。判事は船長を有罪とはしたが、判決は禁錮3か月と軽いものだった。

例題

以下の文章を読んで問に答えなさい。
昭和25年、朝鮮半島で勃発した戦争の際、マッカーサー元帥は吉田茂首相に対し書簡にて「事変・暴動等に備える治安警察隊」
の創設を要望した。これは日本国内の治安維持のみが目的とされていたが、世界的な情勢により重武装化の方向へ向かい、現
在の自衛隊へつながっていくことになる。

例題

第１回

Social studies
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