
 
 
 
 
 
 

受験勉強はじめの書～文系編～ 
 
 
 
受験は１点勝負 ！ 
 
よく受験は１点勝負なんていわれたりしますが 
本当のことなのでしょうか？ 
右表をご覧下さい。 
 
１点くらいで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
だから、地歴公民・国語にも早めに目を向けよう ！ 
 
 
当たり前の 
 
 
 
 
 
 
 

 関西の大学受験科目配点一覧（文系学部）  
大学名 日程 英語 国語 地歴 

数 
関西 個別 200 150 100
関西学院 全学部 200 200 150
立命館 全学部 120 100 100
同志社 全学部 200 150 150
京都産業 前期 100 100 100
近畿 前期Ａ 100 100 100
甲南(経済) 前期 100 100 100
龍谷 Ａ日程 100 100 100
摂南 前期Ａ 150 150 150
佛教 Ａ日程 100 100 100

当たり前のことですが、受験は基本的に３教科の総合 
点で合否が決まります。 
上をみていただく通り、合格最低得点率が７０％の大学で
あれば、「国語」や「地歴公民」でも７０％の点数をとら
なければ合格できません。 
地歴、国語の１点も英語の１点も同じです。 
あまり学習が進んでいないのであれば、今からはじめ 
て得意科目にしていきましょう。 

英語の１点も地歴公
民の１点も同じ！ 

理系より文系の方
が高くなる傾向な
るろば 

受験は１点が合否の分かれ目になるとよく言われます
が本当のことなのでしょうか？ 
下表は、ある大学の合格ライン付近の合否の状況です。
合格点は 207 点でしたが、その 10 点圏内で合格した合
格者は 155 名。全体の合格者が 346 名だったので、なん
と実に約半数が合格ライン 10 点以内での合格というこ
とになります。およそ１問５点と考えると、1 問もしく
は２問の正解・不正解で合否が決まったいうことになる
のです。 
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それ以外 
の合格者 
(191 人) 

216～207 点
の合格者 
(155 人) 

216～207 点(10 点圏内)合格者の 
全体に占める割合 

●合格最低点付近の 
合格・不合格得点人数分布 (龍谷大Ａ日程結果) 

 

  ●近畿大学前期Ａ日程合格最低点一覧（2014年度）

学部・学科
Ａ日程
1/25

合格最低
得点率

経営-経営 221 73.7%

経済-経済 205 68.3%

法-法 201 67.0%

文芸-英語英米文学 253 72.3%

文芸-文化・歴史 215 71.7%

文芸-英語コミュ 253 72.3%

総合社会‐社会・マスメディア 218 72.7%

理工-理-化学 198 66.0%

理工-理-物理 179 59.7%

理工-理-数学 199 66.3%

理工-応用科学 190 63.3%

理工-電気電子 185 61.7%

合格者の約 45％が
合格ライン 10 点圏
内に集中！！ 

216 点 10 人
215 点 15 人
214 点 20 人
213 点 13 人
212 点 15 人
211 点 9 人
210 点 13 人
209 点 19 人
208 点 26 人

合格ライン 207 点 15 人
206 点 24 人
205 点 18 人
204 点 13 人
203 点 18 人
202 点 14 人
201 点 16 人
200 点 20 人
199 点 14 人
198 点 17 人
197 点 19 人

155 名 

入試の合格点は大学によって発表されていますが、
どのくらいなのでしょうか？ 
参考までに下の表をごらんください。 
おおよそ６０～７５％必要なことがわかります 
しかも理系学部に比べて、文系学部は合格最低点が
高いので注意が必要です。 
 



  
 
 

日本史・世界史編 

 
 
 
 
 

「日本史、世界史は教科書の内容を覚えれば合格点がとれる」とよく言われます。 
では、どのくらいの用語を覚えないといけないのでしょうか？ 
表は、教科書の太字用語・語句の数を集計した結果です。 
最重要の用語だけで、なんと 1500 語以上もあるのです。 

日本史 B 1,733 語
世界史 B 2,357 語
政治経済 1,487 語
※教科書の太字になっている用語・語句数 

 
 
 
 
 
 
 

教科書の太字用語だけで入試で合格点がとれるのでしょうか？ 
答えは「NO」です。 
入試では太字用語だけでは対応できない問題が出題されます。例えば、「文化史」や「社会経済史」「各
国史」、加えて「近現代史」も細かなところが問われることがあります。(下表参照) 
これらは太字以外の用語も知っておかないと、解く事は難しいでしょう。 
一説では、入試で高得点をとるには、8000 語以上の用語が必要といわれています。 
その半分を覚えると考えても、太字用語の数倍の知識を身につけなければならないのです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本史、世界史は時代の流れをつかむことも重要です。 
しかし、一方で用語や語句を覚えれば、一定の得点が見込め
る科目でもあります。 
だからこそ、早めに学習をしはじめてほしい科目なのです。
人は１回で全てのことを覚えきれません。 
知識を定着させるには、何度も何度も演習し、覚え直さなけ
ればなりません。時間がかかるのです。 
身につけるべき知識は膨大です。 
早く取りかからなければ、入試に必要な知識を定着させる 
ことはできません。 
 

日 本史の問題傾向 

 関西大 
2013 2/6 

龍谷大 
2013 1/31 

摂南大 
2013 1/28 

Ⅰ 中世・近世 
文化史 

中世 
政治・経済史 

古代・中世 
政治・経済史 

Ⅱ 近現代 
社会史 

中世 
政治・経済史 

近世 
経済史 

Ⅲ 古代～近代 
社会・経済史

近現代 
政治・文化史 

近現代 
政治史 

Ⅳ 古代～中世 
文化史 

 
文化史 

 

  世界史の問題傾向 

 関西大 
2013 2/6 

龍谷大 
2013 1/31 

摂南大 
2013 1/28 

Ⅰ 東南アジア史 
中国史 

インド史 東アジア 

Ⅱ 中世 
西洋文化史 

近世 
ヨーロッパ 

イスラーム世界 

Ⅲ 朝鮮史 
ロシア 
ソ連史 

近世ヨーロッパ 
インド 

Ⅳ 戦後史 
 

  

文化史だけで
も、約 800 用
語、教科書に掲
載されいます

79％ 

56％ 

人は悲しいかな 
覚えたことを１時間後に約
半分、１ヶ月後には 80％忘れ
てしまうのです。 

100％ 

１時間後 １ヶ月後 

エビングハウスの忘却曲線 



 
 
 

国語編 

現 代文の配点 

 立命館大 京都産業大 近畿大 追手門学院

Ⅰ 現代文(45) 現代文(44) 現代文(40) 現代文 

Ⅱ 現代文(15) 古文(35) 古文(30) 現代文 

Ⅲ 古文(40) 現代文(21) 現代文(30)  

     ６０％   ６５％    ７０％   １００％ 

現代文しか出題されな
い大学も多数あります

多くの大学の国語では、「現代文」と「古文」が出題され
ます。国語というと、どうしても「古文」に目がいきが
ちです。しかし、みなさんもご存知の通り「現代文」の
方が配点は高くなっています。なかには、７０％を占め
る大学もあり、現代文の勉強をおろそかにしてしまうと
合格できません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

① つまり 
→前の文を ( )たり( )たりする 

② なぜなら 
→前の文の（ ）を付け加える 

③ しかし 
→前の文とは( )の事実をもってくる 

「現代文」の文章をただやみくもに読んで、何となく問題を解いて
いては、「現代文」の得点は伸びません。 
どういう勉強したら得点が伸びるのでしょうか？ 
実は、「現代文」にも解くコツというものがあるのです。 
文章は、一定のルール（日本語や文を書く際のルール）に基づいて
書かれています。そのルールを意識しながら読むことで、正答率が
格段に向上するのです。現代文は、これらのルールを学ぶことから
はじめなければならないのです。 

 
① 封建的 
② 近代的 
③ 恒常的 
④ コンテクスト 
⑤ ツール 
⑥ フィジカル 
⑦ システム化する 
⑧ モットー 
(近畿大学 2013 前期 A 日程２日目第１問より) 

いくつ意味が 
答えられますか？

現代文は日本語で書かれていますので、読むことはできます。
しかし、それが大きな落とし穴なのです。 
右の語句の意味を確認してみてください。 
おそらく全てを正確に答えられる人は少ないはずです。 
英語は、英単語の意味が理解できていなければ、文章を読むこ
とはできません。現代文も同じです。 
現代文も背景となる知識や語句の意味を知っていなけれ
ば、文章を理解することなどできないのです。 

次の接続詞のはたらき
を答えてみよう 

 
 
 

古文の勉強は英語の勉強によく似ています。 
みなさんは英語をどのように勉強していきますか？ 
きっと、英文法を学んで、英文をじっくり読む練習をして 
その後、入試問題に出題されるような長文や文法の問題演習を 
していくかと思います。 
古文も同じです。まず文法の学習、その後文法を確認しながら 
文章を読む練習をしなければ、入試問題に取り組めません。 
早期に文法を確実に自分のものにしてしまいましょう。 

 
 
 
 
 
 其ノ壱 

古典文法・古文精読 

古文上達の道は 
1日してならずじゃ

其ノ弐 
読解演習 

其ノ参 
過去問演習 


