
まえがき
高専を志す皆さん、こんにちは。社会担当の岡田です。
高専受験の社会、いかにも隅に追いやられそうな科目ですね。

しかし、みなさんはこの授業をとりました。
高専受験といえば数学や理科などの理系科目ですが、きっとみなさんは高専に絶対合格したいと
思ったのでしょう。社会という科目で後悔したくありませんよね。だって社会も高専に入るため
の大事な点数になるんですから。

この講座はそんな皆さんの力になります。ぜひ復習をしっかりして社会の力をつけてください。
これから社会を学習していく上での注意点をここに記します。

１. 社会は一問一答だけではできるようにならない、「つながり」を意識しよう。

２. 暗記は机に向かってしない。寝転がりながらでもできる。机に向かってするのはそうしな
ければできないことだけで良い。

３. 社会は「解く」経験をしなければできるようにはならない。インプットだけで満足せず、
問題にたくさん触れる機会をつくろう。

この授業は、他にもやるべきことがたくさんある高専受験生のために、必要最低限の内容を載せ
ています。ですから、授業で扱われることは全て大事な内容になります。これは覚えなくてもい
いやというのは存在しません。一つの授業はそこまで長くありませんから集中力をもって一気に
受講してしまいましょう。

みなさんが社会の知識を一気に身につけて、合格を勝ち取ることを楽しみにしています。一
緒にがんばりましょう！

ナレッジスター 　岡田泰典



世界各地の人々の生活と環境
ナレッジスター社会

様々な気候帯
気候帯…世界は気温と降水量によって５つの　　　に分けられる
→各気候帯は寒さや乾燥の程度などの様子 
　でさらに細かく分けられる（　　　）

2019年度入試出題 大問1-1
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寒帯の気候
寒帯…北極や南極に近い地域で見られ、一年の大半が雪や氷に覆われている
寒帯の雨温図の特徴

降水量が極端に少ない
気温が極端に低い

寒帯の特徴

・緯度が高いため冬は極夜・夏は 
　　が続く
・短い夏の間に雪や氷が溶ける
・　　　　　　　の地域

冷帯（亜寒帯）の気候
冷帯（亜寒帯）…北半球の寒帯の南に広がる。夏と冬の気温差が大きい。 
　　　　　　　　気温は冬は-10度を下回るが、夏は平均気温が10度をこえ、昼間の気温が 
　　　　　　　　30度近くになることもある。
冷帯の雨温図の特徴

寒暖差が大きい
降水量は少なめ

冷帯の特徴

・　　　とよばれる広大な　　　 
からなる森林がある
・一年中凍ったままの　　　　が 
見られる←溶けると地盤沈下など
・日本では北海道

13



温帯の気候
温帯…温暖で適度に雨が降る。南極以外の大陸の沿岸部に見られる。

温帯の雨温図の特徴

地域によって雨量に差がある
気温は温暖で季節の差がある

温帯の特徴

・地中海性気候では夏に乾燥して 
いるためぶどうやオリーブを栽培

日本は夏に雨が多い
→

地中海沿岸は冬に雨が多く 
降るが夏は乾燥している。
→

緯度の割に寒くなく、一年中雨が降る
→

　　　の影響！
2019年度入試出題 大問1-1

乾燥帯の気候
乾燥帯…アフリカ北部やアラビア半島、ユーラシア大陸の内陸部に広がる、雨が少ない地域
乾燥帯の雨温図の特徴

雨量が極端に少ない
平均気温が高い

乾燥帯の特徴

・自然の湧き水などがみられ、 
人々があつまる
・　　　などの少量の雨が降る 
地域もあり、植物が少しだけ育つ

2019年度入試出題 大問1-1
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熱帯の気候
熱帯…一年中暑く季節による変化がほとんどない。赤道付近では毎日のように雨が降る。
熱帯の雨温図の特徴

雨量が極端に多い
平均気温が高い

熱帯の特徴

・赤道付近には

・自給自足に近い生活も見られる。
・沿岸には

気温が季節で変化しない

2019年度入試出題 大問1-1

世界の主な宗教

・

三大宗教

・
・
・

2021年度入試出題 大問1-1

15



世界恐慌と日本の中国侵略
ナレッジスター社会

世界恐慌とブロック経済
アメリカは世界経済の中心として反映していた 
1929年10月にニューヨークの株式市場で株価が大暴落

世界恐慌の影響を受けなかったソ連は成長を続け 
アメリカに次ぐ工業国に発展

→国際協調の体制が崩れた

大不況のなかイギリスやフランスは本国と植民地との 
貿易を拡大する一方、それ以外の国から輸入品には 
高い関税をかけるブロック経済を形成

アメリカのローズベルト大統領はニューディール 
（新規巻き直し）政策を始め、農工業の生産調整、公共事業 
による失業者の救済、労働組合の保護などを行なった

→銀行や企業の倒産、失業者の増加 
→この影響は世界に広がって世界恐慌となった

ファシズムの台頭
第一次世界大戦の後、ヨーロッパでは人間の平等を否定するファシズム 
という政治運動が広がった、ファシズム国家では個人の自由や民主主義 
を否定する全体主義が成立した

→世界恐慌が起こると議会で第一党になり、首相となったヒトラーはワイマール憲法を 
　停止して独裁をはじめドイツを全体主義の国家にした

ベルサイユ条約による賠償金で経済が混乱したドイツではヒトラーの率いる 
ナチス（国民社会主義ドイツ労働者党）がドイツ民族の優秀性を宣伝した

→世界恐慌が起こると、ムッソリーニはエチオピアを併合した

イタリアではムッソリーニの率いるファシスト党が国民の不満をあおって政権を握り 
国王の支持を得て独裁政治を行なった

2019年度入試出題 大問6-2

昭和恐慌と満州事変・日中戦争
日本では加藤高明内閣以降、憲政会と立憲政友会が交互に政権を担当した 
→「憲政の常道」と呼ばれた

立憲政友会の浜口雄幸内閣はロンドン海軍軍縮条約を結んだが、天皇の権限を侵害したとして 
右翼の青年に狙撃される

→満州の直接支配をねらう関東軍（現地の日本軍）は満州の軍閥の張作霖を爆殺したが、 
　国民政府は満州も支配した

中国では、国民党の指導者の蒋介石が南京に国民政府を作った
→日本は大不況に陥った
→その上、東北地方では大凶作が起こる
→1930年、昭和恐慌
→さらに世界恐慌の影響が日本を襲う
関東大震災の経済混乱がもとになって、1927年に金融恐慌が起こる
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昭和恐慌と満州事変・日中戦争
1931年、奉天郊外の柳条湖で関東軍が南満州鉄道の線路を爆破し、これを中国側の 
行為として軍事行動を開始した

→すぐに鎮圧されたが、軍部の発言力はますます強くなった

1936年2月26日、陸軍の青年将校が大臣などを殺傷、東京の 
中心部を占拠（二・二六事件）

1932年5月15日、海軍の青年将校らが首相官邸をおそい、 
満州国建国に慎重な立場の犬養毅首相を暗殺した 
（五・一五事件）→政党内閣の終わり

→1933年、日本はこれを受け入れず国際連盟を脱退

→リットン調査団を派遣し調査、その報告をもとに満州国の 
　不承認と占領地からの撤兵を勧告

→1932年、清の最後の皇帝、溥儀を元首として満州国の建国 
　中国は国際連盟に訴える

→満州事変

2021年度入試出題 大問7-1

昭和恐慌と満州事変・日中戦争
1937年7月、北京郊外で盧溝橋事件→日中戦争へ

→日本によって首都の南京を占領された国民政府は、 
　拠点を移しアメリカの支援を受けて戦争を続けた

中国では共産党の毛沢東の提唱で国民政府（国民党） 
との内戦が停止され、日中戦争では抗日民族統一戦線 
が結成された 2021年度入試出題 大問7-3

戦時体制の日本
1938年、国家総動員法が成立 
→議会の承認なしで労働力や物資を動員できるようになった

日本の植民地であった朝鮮や台湾では、日本語の強制や 
日本式の姓名に改める創氏改名などの皇民化政策が進められた

軍需品の生産が優先され、米や砂糖、衣類などは配給制や切符制になった 
小学校は国民学校と改められ、軍国主義的な教育をおこなった

1940年、大政翼賛会 
→政党を解散させた

2021年度入試出題 大問7-1
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市場経済の仕組みと金融
ナレッジスター社会

市場経済と価格
商品が自由に売買されている場を市場という 
→市場で決まる価格を市場価格という

→商品の需用量が供給量を上回っているとき 
→価格が上がる 
→消費者は需用量を減らし、生産者は供給量を増やす 
→需用量と供給量が一致する 
→この価格を均衡価格という

消費者は価格を見て買おうとする量（需用量）を決め、 
生産者も価格を見て売ろうとする量（供給量）を決める

√
√
√

√

市場経済と価格 2020年度入試出題 大問8-2

価格の動き
市場を通じて商品の需用量と供給量が決められる経済を市場経済という

市場での商品売買はお金（貨幣・通貨）を使って行われる

電気、ガス、水道などは住民生活に不可欠 
→大きな価格変動が起こらないように公共料金が定められている

→1947年、独占禁止法が制定された（監視は公正取引委員会が行う）

→競争に敗れた企業が市場から脱落していき、商品を供給する企業が少数（寡占）になったり 
　一社だけ（独占）になると競争が弱まり、価格と質が不均衡になる

√

√

√

√
√

√

2020年度入試出題 大問8-4
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貨幣の役割と金融
市場での商品の売買は、お金（貨幣・通貨）を使って行われる

日本の中央銀行は日本銀行 
→発券銀行、政府の銀行、銀行の銀行としての役割をもつ

→人々から集めた預金を運用している 
→お金を借りた側は金利に従って利子をつけて返す 
日本に流通しているお金の９割は預金通貨

銀行は代表的な金融機関

間接金融 
→銀行などの金融機関が間に入る

直接金融 
→債券や株式などを発行して、投資家から直接お金を借りること

お金を貸し借りすることを金融という√

√

2020年度入試出題 大問8-3

景気と金融政策、円高と円安
経済全体の状態を景気という

異なる通貨を交換する比率を為替相場 
（為替レート）という外国通貨に対して 
円の価値が高くなることを円高、低くな 
ることを円安という

物価が上がり続けるインフレーション 
物価が下がり続けるデフレーション

→好景気と不景気が繰り返すことを 
　景気変動という

好景気（好況）→商品がよく売れて、 
　　　　　　　　家計の収入が増える 
不景気（不況）→商品が売れず、家計の 
　　　　　　　　収入が減る

√

√
√
√

√
√

√
√


