
2 0 2 4 年 度 一 般 入 学 試 験 問 題

地歴・公民・数学
（ 2 月 13 日）

開始時刻　　午後 2時 45 分

終了時刻　　午後 3時 45 分

日　本　史　 1 ～ 10 ページ

世　界　史　11 ～ 23 ページ

現 代 社 会　25 ～ 38 ページ

数　　　学　39 ～ 42 ページ

Ⅰ 注 意 事 項 （各科目共通）

1．試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。

2．この冊子は 42 ページです。落丁、乱丁、印刷の不鮮明及び解答用紙の汚れなどがあった場合に

は申し出てください。

3．上記の 4科目の中から 1科目を選択し、該当する解答用紙を切り離して解答してください。2科

目以上を解答した場合は、すべて無効となります。

4．解答用紙には解答欄以外に次の記入欄があるので、監督員の指示に従って、それぞれ正しく記入

し、マークしてください。

①　受験番号欄

受験番号を記入し、さらにその下のマーク欄にマークしてください。正しくマークされてい

ない場合は、採点できないことがあります。

②　氏名欄

氏名とフリガナを記入してください。

5．問題冊子の余白等は適宜利用してもかまいません。

6．試験終了後、問題冊子は持ち帰ってください。

※　解答上の注意は、裏表紙に記載してあります。この問題冊子を裏返して必ず読みなさい。
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日　　本　　史

1 　次の文章を読んで、問 1～ 10に答えなさい。

奈良時代の中央政界では、皇族と藤原氏の間で陰惨な政争が繰り広げられた。まず、729（天平

１）年、藤原不比等の４人の子は、策謀をめぐらして皇族の ア を自殺させ、不比等の娘

の光明子を聖武天皇の皇后にたてた。ところが、権力を掌握したかに見えた４子は、疫病の流行

によりあいついで死去してしまう。すると、今度は皇族出身の橘諸兄が権勢をふるうようにな

り、聖武天皇の信任を得た吉備真備や僧の イ らが活躍した。これに対し 740（天平 12）

年、藤原氏式家の藤原広嗣が筑紫で反乱を起こしたため、政情不安は一気に高まった。

乱の平定後も社会の動揺はおさまらず、聖武天皇は遷都を繰り返すとともに、仏教の力によっ

て国を鎮め、護ろうとした。そして、743（天平 15）年、大仏造立の詔を出し、盧舎那仏の造営を

始めた。この盧舎那仏は東大寺の大仏として完成し、752（天平勝宝４）年、聖武天皇の娘の孝謙

天皇のもとで開眼供養の儀式が盛大に行われた。

聖武天皇の死後は、光明皇太后の後ろ盾を得た藤原仲麻呂が勢力を伸張させ、橘諸兄の子の

ウ を滅ぼすとともに、淳仁天皇を擁立して権力を独占した。しかし、孝謙上皇の信任を

得た僧の道鏡が権勢をふるい始めると、764（天平宝字８）年、仲麻呂は反乱の兵を挙げたが、失

敗して敗死した。孝謙上皇はふたたび即位して エ 天皇となり、道鏡は太政大臣禅師に任

じられて仏教政治を展開した。しかし、 エ 天皇の死後、道鏡は失脚し、 オ 薬師

寺に追放された。

問 1　空欄 ア に入る人名として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄の

記号をマークしなさい。 1

ⓐ　廐戸王 ⓑ　舎人親王 ⓒ　長屋王 ⓓ　以仁王

問 2　下線部⑴が貧窮民救済のために設けた施設として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓから 1つ

選び、解答欄の記号をマークしなさい。 2

ⓐ　勧学院 ⓑ　小石川養生所 ⓒ　公営田 ⓓ　施薬院

問 3　空欄 イ に入る人名として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄の

記号をマークしなさい。 3

ⓐ　玄昉 ⓑ　良弁 ⓒ　行基 ⓓ　鑑真

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸
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問 4　下線部⑵の始祖とされる人物として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄

の記号をマークしなさい。 4

ⓐ　藤原房前 ⓑ　藤原武智麻呂 ⓒ　藤原宇合 ⓓ　藤原良房

問 5　下線部⑶の際の都として適切でないものを、次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄の記号を

マークしなさい。 5

ⓐ　紫香楽宮 ⓑ　難波宮 ⓒ　恭仁京 ⓓ　長岡京

問 6　下線部⑷が天皇からたまわった名前として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓから 1つ選び、

解答欄の記号をマークしなさい。 6

ⓐ　恵美押勝 ⓑ　恵信僧都 ⓒ　御堂関白 ⓓ　慶滋保胤

問 7　空欄 ウ に入る人名として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄の

記号をマークしなさい。 7

ⓐ　田村麻呂 ⓑ　奈良麻呂 ⓒ　石川麻呂 ⓓ　呰麻呂

問 8　下線部⑸を意味する語として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄の記号

をマークしなさい。 8

ⓐ　重祚 ⓑ　重任 ⓒ　重源 ⓓ　重慶

問 9　空欄 エ に入る天皇名として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄

の記号をマークしなさい。 9

ⓐ　孝徳 ⓑ　文徳 ⓒ　安徳 ⓓ　称徳

問10　空欄 オ に入る地名として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄の

記号をマークしなさい。 10

ⓐ　上野 ⓑ　下野 ⓒ　上総 ⓓ　下総
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2 　次の（Ａ）と（Ｂ）の文章を読んで、問 1～ 10に答えなさい。

　　（Ａ）

豊臣秀吉による政治的な全国統一が達成された近世社会では、経済的にも全国化がはかられた。

まずは度量衡の統一を行い、新しい基準のもとで太閤検地を実施した。面積の単位は大きい順に

ア であるが、従来の１ イ ＝360 ウ を１ イ ＝300 ウ と改

めた。江戸時代になると、経済規模の拡大とともに貨幣制度も整えられた。小判は１枚が１両とさ

れたが、両の下位単位としては エ があった。金と銀の交換比率は、1700（元禄 13）年以降

は金１両＝銀 オ と定められてはいたが、日々の金銀相場により上下した。

問 1　空欄 ア に入る最も適切な語句を次のⓐ～ⓓから選びなさい。 11

ⓐ　段（反）・町・歩・畝 ⓑ　町・段（反）・畝・歩

ⓒ　町・段（反）・歩・畝 ⓓ　段（反）・町・畝・歩

問 2　空欄 イ に入る最も適切な語句を次のⓐ～ⓓから選びなさい。 12

ⓐ　畝 ⓑ　町 ⓒ　段（反） ⓓ　歩

問 3　空欄 ウ に入る最も適切な語句を次のⓐ～ⓓから選びなさい。 13

ⓐ　畝 ⓑ　町 ⓒ　段（反） ⓓ　歩

問 4　空欄 エ に入る最も適切な語句を次のⓐ～ⓓから選びなさい。 14

ⓐ　分・朱 ⓑ　分・匁 ⓒ　貫・朱 ⓓ　貫・匁

問 5　空欄 オ に入る最も適切な語句を次のⓐ～ⓓから選びなさい。 15

ⓐ　20 匁 ⓑ　40 匁 ⓒ　60 匁 ⓓ　80 匁
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　　（Ｂ）

江戸初期から鋳造された カ 小判は金の含有率が 8割を超えていたが、徳川綱吉の時代

に鋳造された キ 小判は金の含有率が ク ほどであった。徳川家宣の信任のもとで

は ケ によって コ が鋳造された。 コ の金の含有率は サ と同等で

ある。小判や一分金などは シ と呼ばれ、表示された額面などによって通用した。一方、

丁銀や豆板銀は ス と呼ばれ、重さを計って価値を決めた。金と銀の他には主に寛永通宝

と呼ばれる銭も流通していた。金・銀・銭は「三貨」と呼ばれ、それぞれの交換比率はつねに変

動していた。そのため江戸・大坂・京都の三都を中心として セ が発達した。人口の集中

する三都では市場も発達した。米市場としては大坂の ソ 米市場が知られている。江戸で

は、青物市場として タ 青物市場、魚市場として チ 魚市場が知られている。後に

老中となった ツ は 1765（明和 2）年に明和五匁銀を発行したが、うまく流通しなかった。

そこで７年後には テ を発行した。この貨幣は素材が ト の単位をもっている。

問 6　空欄 カ ～ ク に入る最も適切な語句の組み合わせを次のⓐ～ⓓから選びな

さい。 16

ⓐ　宝永・正徳・4割  ⓑ　慶長・元禄・6割

ⓒ　宝永・正徳・6割  ⓓ　慶長・元禄・4割

問 7　空欄 ケ ～ サ に入る最も適切な語句の組み合わせを次のⓐ～ⓓから選びな

さい。 17

ⓐ　荻原重秀・元禄小判・宝永小判 ⓑ　新井白石・元禄小判・慶長小判

ⓒ　荻原重秀・正徳小判・宝永小判 ⓓ　新井白石・正徳小判・慶長小判

問 8　空欄 シ ～ セ に入る最も適切な語句の組み合わせを次のⓐ～ⓓから選びな

さい。 18

ⓐ　計数貨幣・秤量貨幣・両替商 ⓑ　秤量貨幣・計数貨幣・掛屋

ⓒ　計数貨幣・秤量貨幣・掛屋 ⓓ　秤量貨幣・計数貨幣・両替商

問 9　空欄 ソ ～ チ に入る最も適切な語句の組み合わせを次のⓐ～ⓓから選びな

さい。 19

ⓐ　堂島・日本橋・神田 ⓑ　堂島・神田・日本橋

ⓒ　天満・日本橋・神田 ⓓ　天満・神田・日本橋
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問10　空欄 ツ ～ ト に入る最も適切な語句の組み合わせを次のⓐ～ⓓから選びな

さい。 20

ⓐ　田沼意次・一分金・金だが銀貨 ⓑ　松平定信・南鐐二朱銀・金だが銀貨

ⓒ　松平定信・一分金・銀だが金貨 ⓓ　田沼意次・南鐐二朱銀・銀だが金貨
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3 　次の文章を読んで、問 1～ 10に答えなさい。

明治時代に入り、いくつかの法令などが出され、教育制度が整備されていった。この過程の中

で、高等教育機関の開設も進み、官立の帝国大学に加えて、福沢諭吉の慶応義塾（1868）、

ア の同志社英学校（1875）、 イ の東京専門学校（のち早稲田大学と改称）（1882）など

の私立学校も創設された。これらの高等教育機関は人材供給の面でその後の日本の産業発展に貢

献し、学問の発達を促した。一方で、満州事変をきっかけに日本国内で生まれたナショナリズム

の高揚は、国家による弾圧とあいまって、社会主義運動に大きな衝撃を与えた。思想・言論の取

締りも強化され、共産主義ばかりでなく、自由主義・民主主義的な学問への弾圧事件もつぎつぎ

に起こった。

問 1　下線部⑴に関連して、教育制度の展開について、次の文章Ａ～文章Ｅの中で適切なものは

いくつあるか。適切な文章の数を、次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄の記号をマークしなさ

い。 21

ⓐ　1つ以下 ⓑ　2つ ⓒ　3つ ⓓ　4つ以上

　　文章Ａ： 1872 年に公布された学校令のもとで、小学校教育の普及に努力が払われた結果、義務

教育の就学率はしだいに高まった。

　　文章Ｂ： 教育令では、就学義務を大幅に緩和した。

　　文章Ｃ： 1886 年に戊申詔書が発布され、小学校・中学校・師範学校・帝国大学などからなる学

校体系が整備された。

　　文章Ｄ： 1890 年の小学校令の改正で、尋常小学校 3あるいは 4年間の義務教育が明確化された。

　　文章Ｅ： 1907 年には義務教育は 9年間に延長された。

問 2　下線部⑴に関連して、学校令を公布した文部大臣の人名として最も適切なものを、次のⓐ

～ⓓから 1つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 22

ⓐ　植木枝盛 ⓑ　江藤新平 ⓒ　森有礼 ⓓ　美濃部達吉

⑴

⑵

⑶

⑷
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問 3　下線部⑴に関連して、教育制度に関係した出来事について、古い順に並べたものとして最

も適切なものを、次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 23

ⓐ　文部省の設置　→　教育に関する勅語（教育勅語）の発布　→　小学校の国定教科書制度

の導入　→　小学校の国民学校への改称

ⓑ　文部省の設置　→　小学校の国定教科書制度の導入→　教育に関する勅語（教育勅語）の

発布　→　小学校の国民学校への改称

ⓒ　教育に関する勅語（教育勅語）の発布　→　小学校の国定教科書制度の導入　→　小学校

の国民学校への改称　→　文部省の設置

ⓓ　教育に関する勅語（教育勅語）の発布　→　小学校の国定教科書制度の導入　→　文部省

の設置　→　小学校の国民学校への改称

問 4　下線部⑴に関連して、講師をつとめる第一高等中学校での教育勅語奉読式の際に拝礼を拒

否したために教壇を追われた、1861 年生まれのキリスト教徒の人名として最も適切なもの

を、次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 24

ⓐ　夏目漱石 ⓑ　内村鑑三 ⓒ　新渡戸稲造 ⓓ　森鴎外

問 5　下線部⑵の福沢諭吉の著作として最も適切な組み合わせを、次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解

答欄の記号をマークしなさい。 25

ⓐ　『武士道』　―『学問のすゝめ』 ⓑ　『文明論之概略』―『自由之理』

ⓒ　『西洋事情』―『文明論之概略』 ⓓ　『学問のすゝめ』―『解体新書』

問 6　下線部⑵の福沢諭吉が、洋学者の西
にしあまね

周・加藤弘
ひろ

之
ゆき

・西村茂
しげ

樹
き

らとともに参加した、1873

年設立の団体の名称として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄の記号を

マークしなさい。 26

ⓐ　全国水平社 ⓑ　青鞜社 ⓒ　立志社 ⓓ　明六社

問 7　空欄 ア 、空欄 イ に入る人名の組み合わせとして最も適切なものを、次の

ⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 27

ⓐ　ア―新島襄　　イ―伊藤博文 ⓑ　ア―石橋湛山　イ―伊藤博文

ⓒ　ア―石橋湛山　イ―大隈重信 ⓓ　ア―新島襄　　イ―大隈重信
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問 8　下線部⑶に関連して、明治期には、高等教育に必ずしも依存しない民間の発明家も産業発

展に大きな役割を果たしました。独自に小型の国産力織機を開発し、綿織物業の発展に貢献

した 1867 年生まれの発明家はその例ですが、この人名として最も適切なものを、次のⓐ～

ⓓから 1つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 28

ⓐ　豊田佐吉 ⓑ　平賀源内 ⓒ　緒方洪庵 ⓓ　田中久重

問 9　下線部⑶に関連して、明治時代以降の学問の発達について、次の文章A～文章Eの中で

適切なものはいくつあるか。適切な文章の数を、次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄の記号を

マークしなさい。 29

ⓐ　1つ以下 ⓑ　2つ ⓒ　3つ ⓓ　4つ以上

　　文章Ａ：小林多喜二は『貧乏物語』などを著し、マルクス主義経済学を広めた。

　　文章Ｂ：西田幾多郎は『善の研究』を著し、独自の哲学体系を打ち立てた。

　　文章Ｃ：津田左右吉は『古事記』『日本書紀』に科学的分析を加えた。

　　文章Ｄ：柳田国男は民間伝承の調査・研究を通じて、民俗学を確立した。

　　文章Ｅ：野口英世は黄熱病を研究し、高村光太郎はKS磁石鋼を発明した。

問10　下線部⑷に関連して、1933 年に自由主義的刑法学説をとなえていた京都帝国大学教授が

鳩山一郎文相の圧力で休職処分を受けたのに対して、京都帝国大学法学部教授会は全員辞表

を提出して抵抗した事件として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄の記号

をマークしなさい。 30

ⓐ　滝川事件 ⓑ　飯田事件 ⓒ　加波山事件 ⓓ　高田事件
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4 　次の文章を読んで、問 1～ 10に答えなさい。

近代の日本にとってイギリスは、模範となるべき重要な国の一つであった。同じ島国というこ

ともあり、「東洋のイギリス」たらんとしたのである。

政治面からみれば、まず 1882（明治 15）年に ア を党首として立憲 イ 党が誕生

したが、この政党は穏健なイギリス風の議会政治をめざしたものであった。以来、日本で議会政

治の確立を要求する運動はつねにイギリスをモデルとして行われ、保守党・自由党による二大政

党制、第一次世界大戦期からの労働党の躍進などイギリス政界の動きは、日本にも大きな刺激を

あたえた。

外交面でも日英関係は重要であった。明治期日本の重要な課題は条約改正であったが、これに

対し当初イギリスは消極的であった。しかし、 ウ との対抗上しだいに好意的となり、

1894 年領事裁判権の撤廃、最恵国待遇の相互平等を内容とする エ 条約が締結され、こ

れを契機にほかの欧米諸国とも条約改正に成功した。さらに、20 世紀初頭には日英同盟が締結

された。そして、イギリスの支援もあって日本は強国の ウ との戦争に勝つことができた

のである。

しかし、第一次世界大戦のころからアメリカが台頭してくると、日英関係は微妙なものとなっ

ていった。 オ 年にアメリカの提唱でワシントン会議が開催され、太平洋の現状維持を骨

子とする カ が締結されたが、これに伴いアメリカの強い主張で、日英の軍事的関係を解

消するため日英同盟が廃棄された。そして、日米関係が悪化するとともに日英関係も悪化し、

キ 年にはついに日本がイギリスに宣戦を布告、同時にアジアにおけるイギリス領植民地

に向け進軍を開始したのであった。

問 1　空欄 ア ・ イ に入る最も適切な人名と政党名の組合せを、次のⓐ～ⓓから 1

つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 31

ⓐ　ア：大隈重信　イ：改進 ⓑ　ア：板垣退助　イ：自由

ⓒ　ア：尾崎行雄　イ：国民 ⓓ　ア：西郷隆盛　イ：保守

問 2　下線部⑴について、昭和初期に、日本でも二大政党政治が展開されましたが、その二大政

党の党名として、最も適切な組合せを次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄の記号をマークしな

さい。 32

ⓐ　保守党・自由党  ⓑ　立憲政友会・立憲民政党

ⓒ　立憲政友会・国民協会 ⓓ　立憲自由党・進歩党

⑴

⑵

⑶

⑷
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問 3　下線部⑵について、第一次世界大戦後にイギリス労働党を模して日本でも無産政党が登場

しましたが、その無産政党として適切ではないものを次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄の記

号をマークしなさい。 33

ⓐ　農民労働党 ⓑ　社会民主党 ⓒ　社会民衆党 ⓓ　日本農民党

問 4　空欄 ウ に入る最も適切な国名を次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄の記号をマーク

しなさい。 34

ⓐ　清　国 ⓑ　韓　国 ⓒ　ロシア ⓓ　フランス

問 5　空欄 エ に入る条約名として、最も適切なものを次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄

の記号をマークしなさい。 35

ⓐ　日英修好通商条約  ⓑ　日英和親条約

ⓒ　日英通商航海条約  ⓓ　日英防共条約

問 6　空欄 エ の条約調印に尽力した外務大臣は誰ですか、次のⓐ～ⓓから最も適切な人

名を 1つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 36

ⓐ　陸奥宗光 ⓑ　小村寿太郎 ⓒ　幣原喜重郎 ⓓ　重光葵

問 7　下線部⑶について、アメリカが第一次世界大戦に参戦した時の大統領は誰ですか、次のⓐ

～ⓓから最も適切な人名を 1つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 37

ⓐ　ケネディ ⓑ　ローズベルト ⓒ　モンロー ⓓ　ウィルソン

問 8　空欄 オ ・ キ には数字が入ります。次のⓐ～ⓓから最も適切な組合せを 1つ

選び、解答欄の記号をマークしなさい。 38

ⓐ　オ― 1895　キ― 1933 ⓑ　オ― 1911　キ― 1945

ⓒ　オ― 1921　キ― 1941 ⓓ　オ― 1931　キ― 1950

問 9　空欄 カ に入る最も適切な条約名を、次のⓐ～ⓓから最も適切な組合せを 1つ選び、

解答欄の記号をマークしなさい。 39

ⓐ　九カ国条約 ⓑ　四カ国条約 ⓒ　六カ国条約 ⓓ　海軍軍縮条約

問10　下線部⑷について、最も適切な場所を次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄の記号をマークし

なさい。 40

ⓐ　ジャカルタ ⓑ　シドニー ⓒ　カイロ ⓓ　シンガポール
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世　　界　　史

1 　次の文章を読んで、問 1～ 10に答えなさい。

中国最長の河川である長江の流域には、重慶・武漢・南京といった中国を代表する大都市が存

在する。この 3つの都市は、ともに夏季の気候が高温多湿であることで知られ、その灼熱の暑さ

から中国の「三大ボイラー（三大火炉）」とも称される。

重慶は、古くは春秋・戦国時代の「巴国」の中心地であったとされ、秦の時代には「巴郡」と

され、隋代には「渝州」とされた。この「渝」は、重慶の略称として現代でも使われている。北

宋時代には「恭州」と呼ばれるようになり、南宋時代には「重慶府」と改名された。1258 年に

は、南宋攻略を目指すモンゴル軍がこの地の釣魚城を包囲したが、南宋軍の強硬な抵抗にあい、

その翌年には軍中にあった大ハン（ハーン）であるモンケ（在位：1251 ～ 1259 年）が疫病にかかり

急死した。この戦いの結果、モンケの弟である 3 は西征を停止し、イラン北方に留まっ

てイル=ハン国を建国することになる。清朝時代には、1870 年代にイギリスが重慶に領事を駐在

させるようになり、1890 年代には税関も設けられた。1895 年に締結された日清戦争の講和条約

では、重慶の日本への開市・開港が取り決められた。

武漢は、長江とその支流である漢江が合流する地点にある武昌・漢陽・漢口という 3つの都市

が合併したもので、「江城」とも呼ばれる。三国時代の呉の時期にこの地に建設された物見やぐ

らの黄鵠磯は、のちに「黄鶴楼」と呼ばれ、唐の詩人である李白の詩のなかにも登場する。その

後、 7 の時代には「湖広熟すれば天下足る」と称された湖広地方の中心都市として栄え

た。清朝時代には、1858 年の天津条約により漢口が開港され、イギリス・フランス・ドイツ・

ロシア・日本がこの地に租界を設けた。

南京は、魏晋南北朝時代の南朝の都とされた都市で、その後もしばしば中国南部における中心

地として栄えた。明朝時代には、建国当初はこの地が首都とされ、北京への遷都が行われたのち

も副都とされた。清朝時代には、第一次アヘン戦争の講和条約がこの地で締結され、また太平天

国の首都ともされた。

以上の 3つの都市は、近代日本とも深い関わりがある。盧溝橋事件の勃発後、日本軍は 1937

年 12 月に当時の中華民国（国民政府）の首都である A を攻撃し、陥落させた。そこで国

民政府は、まずは B を、次いで C を臨時の首都として日本に抗戦した。1938

年末、日本軍は B を陥落させ、さらに C に対して大規模な爆撃を行ったが、国

民政府は援蔣ルートからの支援を得ながら持ちこたえた。そして 1945 年 8 月、日本のポツダム

宣言受諾により、国民政府はついに勝利の日を迎えることになったのである。

⑴

⑵⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺
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問 1　下線部⑴の時期において、長江流域を支配していた国はどこですか。次のⓐ～ⓓのうちか

ら最も適切なものを一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 1

ⓐ　趙 ⓑ　斉 ⓒ　魏 ⓓ　楚

問 2　下線部⑵に関して、モンケが大ハン（ハーン）の時代にモンゴル帝国が征服した国はどこで

すか。次のⓐ～ⓓのうちから最も適切なものを一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。

2

ⓐ　西夏 ⓑ　大理 ⓒ　西遼（カラ=キタイ）  ⓓ　金

問 3　空欄 3 に当てはまる人物として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓのうちから一つ選

び、解答欄の記号をマークしなさい。 3

ⓐ　フビライ ⓑ　チャガタイ ⓒ　フレグ（フラグ） ⓓ　エセン

問 4　下線部⑶のイル=ハン国に関する説明として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓのうちから一

つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 4

ⓐ　宰相のラシード=アッディーンにより『世界史序説』という歴史書が編纂された。

ⓑ　13 世紀末に即位したガザン=ハンは、イスラームに改宗し、これを国教とした。

ⓒ　バグダードの占領後、アッバース朝カリフからスルタン（支配者）の称号を授けられた。

ⓓ　16 世紀初頭に遊牧ウズベクの攻撃を受け、滅亡した。

問 5　下線部⑷に関して、この条約が締結された地はどこですか。次のⓐ～ⓓのうちから最も適

切なものを一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 5

ⓐ　下関 ⓑ　北京 ⓒ　天津 ⓓ　ポーツマス

問 6　下線部⑸は、「黄鶴楼にて孟
もう

浩
こう

然
ねん

の広陵に之
ゆ

くを送る」と題される詩です。そのなかでは、

孟浩然が黄鶴楼のある武昌から揚州に向かったことが詠
よ

まれています。では、この時期の揚

州はどのような都市だったでしょうか。その説明として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓのう

ちから一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 6

ⓐ　長江北岸にある大運河沿いの通商都市として栄え、ムスリム商人も来航した。

ⓑ　唐の首都として繁栄し、外国の外交使節や留学生、ソグド人やウイグル人の商人が往来

する国際色豊かな都市であった。

ⓒ　大運河と黄河の接点にある都市で、華北と江南をむすぶ交通・輸送上の要衝の地として

繁栄した。

ⓓ　南シナ海の海上交易の拠点として繁栄し、貿易の管理機関である市舶司が置かれた。
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問 7　空欄 7 に当てはまる王朝の名称として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓのうちから

一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 7

ⓐ　北宋 ⓑ　南宋 ⓒ　元 ⓓ　明

問 8　下線部⑹では、貴族中心の優雅な六朝文化が栄えました。この六朝文化のことを説明した

文章として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓのうちから一つ選び、解答欄の記号をマークしな

さい。 8

ⓐ　道徳や規範にしばられない趣味の世界が好まれ、文学では田園生活へのあこがれをう

たった陶潜（陶淵明）の詩が名高い。

ⓑ　神仙思想の広がりを受け、皇帝の信任を得た寇謙之が道教の教団をつくり、仏教勢力と

対抗した。

ⓒ　水墨あるいは淡彩により、自由な筆さばきで描かれる文人画が流行した。蘇軾の「墨竹

図」がその代表的作品である。

ⓓ　都市の庶民文化が栄え、歌舞・音曲・演技が一体となった雑劇（戯曲）が流行した。代表

作に『西廂記』・『琵琶記』などがある。

問 9　下線部⑺に関して、このとき北京への遷都を行った皇帝は誰ですか。次のⓐ～ⓓのうちか

ら最も適切なものを一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 9

ⓐ　洪武帝 ⓑ　永楽帝 ⓒ　正統帝 ⓓ　康熙帝

問10　空欄 A ・ B ・ C に入る都市の組み合わせとして最も適切なものを、

次のⓐ～ⓓのうちから一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 10

ⓐ　Ａ－武漢　Ｂ－南京　Ｃ－重慶

ⓑ　Ａ－南京　Ｂ－重慶　Ｃ－武漢

ⓒ　Ａ－南京　Ｂ－武漢　Ｃ－重慶

ⓓ　Ａ－武漢　Ｂ－重慶　Ｃ－南京
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2 　以下は、紀元前 5世紀頃から 4世紀までのローマとその支配下に入った諸国を含む周辺地域に
関する簡易年表である。これについて、問 1～ 10に答えなさい。

年代 ローマ 周辺地域

紀元前 500 ペルシア戦争が起こる

前 5世紀前半　護民官の設置  「王の道」の建設

 　　　　平民会の設置 前 5世紀中頃　ヘロドトス『歴史』を著わす

450 頃　十二表法の成立 432 パルテノン神殿の完成

390 頃　ガリア人の侵入を受ける 431 ペロポネソス戦争が起こる

334 アレクサンドロスの東方遠征がはじまる

133 グラックス兄弟の改革がはじまる 146 14 がローマの支配下に入る

31 アクティウムの海戦

紀元後 1 世紀頃　イエスの登場

96 五賢帝時代はじまる 同上 季節風貿易が盛んになりはじめる

3世紀頃　ゲルマン人の移動が活発になる 260 エデッサの戦い

325 ニケーア公会議が開かれる

395 ローマ帝国が東西に分裂する 395 頃　最後のオリンピア祭典（競技）

問 1　下線部⑴の戦争に関する説明として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓのうちから一つ選び、

解答欄の記号をマークしなさい。 11

ⓐ　この戦争でギリシアと戦ったアケメネス朝ペルシアは、前 4世紀後半にマケドニアに

よって征服された。

ⓑ　この戦争に際して結ばれたデロス同盟には、アテネとスパルタが盟主となって多くのポ

リスが参加した。

ⓒ　この戦争は、アテネがイオニア地方のペルシア植民市の反乱を支援したことをきっかけ

に勃発した。

ⓓ　この戦争をきっかけとして、アテネでは無産市民は政治への発言力を増したが参政権を

えるまでには至らなかった。

⑴

⑵ ⑶

⑷

⑸ ⑹

⑺

⑻

⑼
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問 2　下線部⑵の法および、その前後の時期に成立した諸法に関する説明として最も適切なもの

を、次のⓐ～ⓓのうちから一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 12

ⓐ　この法は、従来のローマ慣習法と成文法をまとめて新たに成文化（文章化）したものである。

ⓑ　この法ののちに成立したホルテンシウス法は、平民会の決議が元老院の承認なしにロー

マ国法になることを定めた。

ⓒ　この法に先がけて成立したリキニウス・セクスティウス法は、2名のコンスル（執政官）

のうち 1名を平民から選ぶことを定めた。

ⓓ　この法をきっかけにして元老院の力が衰えたことにより、貧富の区別なく市民が政治に

参加できるようになった。

問 3　下線部⑶の建造物が完成した前 5世紀後半の出来事として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓ

のうちから一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 13

ⓐ　ソロンの改革  ⓑ　プラトンの誕生

ⓒ　イスラエル王国の滅亡 ⓓ　サラミスの海戦

問 4 14 には、前 146 年にローマの支配下に入った地域が入る。一つはギリシアです

が、もう一つはどこですか。次のⓐ～ⓓのうちから最も適切なものを一つ選び、解答欄の記

号をマークしなさい。 14

ⓐ　シリア ⓑ　ブリタニア ⓒ　カルタゴ ⓓ　エジプト

問 5　下線部⑷に関する説明として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓのうちから一つ選び、解答欄

の記号をマークしなさい。 15

ⓐ　この海戦で、オクタウィアヌスはエジプトのクレオパトラと結んでアントニウスを破った。

ⓑ　この海戦によって、「内乱の 1世紀」と呼ばれるローマ帝国の混乱期が終わりを迎えた。

ⓒ　この海戦によって、プトレマイオス朝は衰退し、1世紀になって滅んだ。

ⓓ　この海戦で、ローマ軍は軍人を主たる漕ぎ手とする三段櫂船を軍艦として多用した。

問 6　下線部⑸が登場した時代（96 ～ 180 年）にあった出来事として適切ではないものを、次の

ⓐ～ⓓのうちから一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 16

ⓐ　道路や水道などのインフラを備えたローマ風の都市が数多く建設された。

ⓑ　この時代は「ローマの平和（パクス=ロマーナ）」と呼ばれた。

ⓒ　『新約聖書』が成立しはじめた。

ⓓ　全ての自由人にローマ市民権があたえられた。
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問 7　下線部⑹の貿易に関する説明として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓのうちから一つ選び、

解答欄の記号をマークしなさい。 17

ⓐ　この貿易により、中国からは綿や宝石が、インドからは絹や香水がローマにもたらされた。

ⓑ　この貿易は、太平洋のモンスーンを利用した航海法によっておこなわれていた。

ⓒ　この貿易が盛んになったのは、ギリシア系商人による活動がはじまりである。

ⓓ　この貿易により形成されていった「海の道」を利用した海上交易により、南インドのパ

ガン朝が繁栄を極めた。

問 8　下線部⑺に関する説明として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓのうちから一つ選び、解答欄

の記号をマークしなさい。 18

ⓐ　フン人を西に追いながら支配域を広げ、ローマの属州ガリアに侵入した。

ⓑ　451 年のカタラウヌムの戦いで、西ローマとフン人の連合軍に敗れた。

ⓒ　ブリテン島に移動したアングル人やサクソン人はゲルマン人の一派である。

ⓓ　イベリア半島には早くからムスリムが定着していたので、ゲルマン人の王国は存在しな

かった。

問 9　下線部⑻に関する説明として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓのうちから一つ選び、解答欄

の記号をマークしなさい。 19

ⓐ　この公会議が開かれたニケーアは、バルカン半島にある都市である。

ⓑ　この公会議で異端とされたアリウス派は、北方のゲルマン人に広まっていった。

ⓒ　この公会議で正統とされたアタナシウス派は、キリストはあくまでも人間だと主張した。

ⓓ　この公会議の次に開催されたコンスタンティノープル公会議（381 年）時のローマ皇帝

は、コンスタンティヌス帝である。

問10　下線部⑼に関する説明として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓのうちから一つ選び、解答欄

の記号をマークしなさい。 20

ⓐ　この祭典は、アポロンに捧げる神事としておこなわれた。

ⓑ　この祭典は、ギリシア人（ヘレネス）としての民族意識を弱めることにつながった。

ⓒ　この祭典は、アテネのアクロポリスで開催された。

ⓓ　この祭典は、ローマ帝国におけるキリスト教の勢力拡大と国教化をうけて衰退していった。
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3 次の文章を読んで、問 1～ 10に答えなさい。

イギリス東インド会社は、18 世紀に入るとインドにおけるイスラーム王朝のムガル帝国や地

方政権の認可のもと、各地での貿易活動を活発化していた。ムガル帝国の権威が揺らぎ、地方勢

力が抗争を繰り返すようになる中で、フランス東インド会社と対抗するようになり、7年戦争の

さなかに、フランスが支援する地方政権軍を破り、インドにおける優勢を確保した。以後、イギ

リス東インド会社は、インド各地の諸王国を軍事的に制圧し、それぞれの地域における徴税権を

獲得し、直轄支配を広げていくこととなる。この直轄支配地での重い地税の徴収に加えて、徴収

の方法によっても、インド社会は貧困化していった。さらに、19 世紀に入ると、インドの最大

の輸出産物であった綿織物が、イギリスの機械製綿に圧倒され、綿布の輸出入は 1810 年代に逆

転することとなった。インドではイギリス向けの輸出のために、綿花や染料原料の藍、麻・コー

ヒー・茶などが、そして中国向けのアヘンなどがプランテーション栽培されるようになってい

た。その過程で、イギリス本国では、産業資本の成長とともに自由貿易への要求が高まり、東イ

ンド会社の貿易独占権が制限され、やがては停止されることとなった。そのため、東インド会社

は、貿易会社からインドにおける統治機関へと様変わりすることとなったのである。

しかし、その東インド会社のインド人傭兵（シパーヒー）が 1857 年に反乱を起こし、ムガル皇

帝を盟主として擁立するという大事件が起こった。この反乱は北インドほぼ全域にわたり、イギ

リスは軍事力を立て直し、2年をかけて鎮圧した。ムガル皇帝は反乱罪で流刑とされ、最終的に

ムガル帝国は滅亡したのである。この反乱の責任を問われた東インド会社は解散させられ、イン

ドはイギリス政府の直接統治下に置かれることとなった。大反乱以降、イギリスは統治方針を大

きく転換し、現地の風習を野蛮視して西欧の価値観を押し付ける「啓蒙主義的」変革を強いるの

ではなく、インド統治の安定を最優先し、インド社会の宗教的・文化的多様性に基づくコミュニ

ティーの対立を調停する立場たろうと努めた。最終的に 1877 年には、イギリス国王がインド皇

帝を兼ねるイギリス領インド帝国となった。1885 年には、イギリス支配に対する不満解消のた

めに、インド人エリート階層を集めてインド国民会議を開催した。当初、同会議は穏健な組織で

あったが、1905 年のベンガル分割令公布をきっかけとして、民族的独立運動を展開するように

なった。1906 年末には、全インドのなかでは少数派のムスリムの権利を主張する全インド=ムス

リム連盟がイギリスの支援を受けて結成された。その後、国民会議とムスリム同盟は、その関係

を紆余曲折させながら、それぞれの独立運動を展開した。最終的に 1947 年イギリスからの独立

の際には、インドとパキスタンへの分離独立となった。長きにわたるイギリスによる分割統治

は、ヒンドゥー・ムスリム両者間の亀裂を深めることに帰結したのである。

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼

⑽
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問 1　下線部⑴に関連して、ムガル帝国の最大版図を築きながら、官僚や軍隊を養うための財源

として人頭税（ジズヤ）を復活させ、諸国の反抗にあい、帝国衰退を招いた皇帝は誰ですか。

次のⓐ～ⓓのうちから最も適切なものを一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。

21

ⓐ　シャー=ジャハーン ⓑ　アクバル

ⓒ　バーブル  ⓓ　アウラングゼーブ

問 2　下線部⑵に関連して、イギリスに最も早く徴税権の獲得をもたらした戦争と地域の組み合

わせはどれですか。次のⓐ～ⓓのうちから最も適切なものを一つ選び、解答欄の記号をマー

クしなさい。 22

ⓐ　マラーター戦争―中西部 ⓑ　シク戦争―パンジャーブ地方

ⓒ　マイソール戦争―南部 ⓓ　プラッシーの戦い―ベンガル地方

問 3　下線部⑶のイギリスによる地税徴収を説明した以下の文のうち正しいものはどれですか。

次のⓐ～ⓓのうちから最も適切なものを一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。

23

ⓐ　ベンガル管区では、自作農（ライヤート）に土地所有権を認めて、直接納税させる制度で

あるライヤートワーリー制が施行された。

ⓑ　インドでは農地に対して耕作者の耕作権のほか、職人等の地域住民の分与権や領主層の

権利が複雑に入り組んでおり、近代的な排他的・独占的所有権の概念を導入したイギリス

の改革は、インド社会の近代化につながった。

ⓒ　徴税権（ディワーニー）を得たイギリスは、植民地支配の財政基盤を固めるため、徴税シ

ステムを確立する上で、在地領主層の支配の強弱の度合い等の地域の実態にあわせて、ラ

イヤートワーリー制やザミンダーリー制等の異なる徴収方法を導入した。

ⓓ　マドラス・ボンベイ管区では、ザミンダール（領主・地主層）に土地所有権を与えて納税

させるザミンダーリー制が施行された。

問 4　下線部⑷に関連して、コブデンとブライトらが主導した運動で強く廃止が求められ、最終

的に 1846 年に廃止となった法律は何ですか。次のⓐ～ⓓのうちから最も適切なものを一つ

選び、解答欄の記号をマークしなさい。 24

ⓐ　穀物法 ⓑ　航海法 ⓒ　工場法 ⓓ　団結禁止法



― 19 ―

問 5　下線部⑸のシパーヒーの反乱の説明として適切ではないものを、次のⓐ～ⓓのうちから一

つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 25

ⓐ　東インド会社が領地併合のために男子の継承者がいない藩王国をとりつぶしたことに対

する不満が支配階層に高まっていた。

ⓑ　イギリスは軍事力の立て直しに、当時、清とのアヘン戦争（第 1次）に派遣していた軍隊を

あてた。

ⓒ　新式銃の弾薬包に牛や豚の脂が使われていたことに傭兵（シパーヒー）が反発をした。

ⓓ　19 世紀半ばに入り、武力抗争も少なくなり、多くの傭兵（シパーヒー）が不当に解雇さ

れ、反感が広がっていた。

問 6　下線部⑹のインドにおける悪習の代表例とされ、1829 年イギリス植民地政府が法律で禁

止した習慣は何ですか。次のⓐ～ⓓのうちから最も適切なものを一つ選び、解答欄の記号を

マークしなさい。 26

ⓐ　ジャーティ ⓑ　ヴァルナ ⓒ　サティー ⓓ　カースト

問 7　下線部⑺に関連して、イギリス領インド帝国の説明として最も適切なものを、次のⓐ～ⓓ

のうちから一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 27

ⓐ　初代インド帝国皇帝には、エリザベス女王が就いた。

ⓑ　インド帝国は、政府直轄領と 500 程度の藩王国で構成されることとなった。

ⓒ　インド帝国が成立した 1877 年には、イギリス領インドを統治するためのインド省が設

置され、省長はインド大臣と称された。

ⓓ　イギリス領インドのうち藩王国をのぞく政府直轄領を統治するため、インド政庁が置か

れ、総督はイギリス国王の代理人として「インド副王」と呼ばれた。

問 8　下線部⑻に関連して、1906 年国民会議カルカッタ大会で採択された実践 4綱領の説明と

して適切ではないものを、次のⓐ～ⓓのうちから一つ選び、解答欄の記号をマークしなさ

い。 28

ⓐ　英貨排斥　―　イギリスの貨幣の流通の拒否

ⓑ　スワデーシ　―　国産品の愛用

ⓒ　スワラージ　―　自治権の獲得

ⓓ　民族教育　―　民族的自覚を促す教育
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問 9　下線部⑼の「連盟」の指導者で後にインドから分離独立したパキスタンの初代総督になっ

た人物は誰ですか。次のⓐ～ⓓのうちから最も適切なものを一つ選び、解答欄の記号をマー

クしなさい。 29

ⓐ　アンベードカル  ⓑ　ラーム=モーハン=ローイ

ⓒ　ジンナー  ⓓ　イブン=サウード

問10　下線部⑽に関連して、独立運動を指導したガンディーについて述べた文として、適切では

ないものを次のⓐ～ⓓのうちから一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 30

ⓐ　植民地政府の圧制に対して非暴力・不服従運動を提唱し、この運動を「サティヤーグラ

ハ」（「真理」サティヤと「堅持」アーグラハを合わせた造語）と名付けた。

ⓑ　1929 年国民会議派のラホール大会で「完全独立（プールナ=スワラージ）」を目標として

かかげる決議を主導した。

ⓒ　イギリスがオスマン帝国のカリフの地位をおびやかしていることに反発したインドのム

スリムの反対闘争にヒンドゥー教徒も参加するように指導した。

ⓓ　イギリスの塩専売打破のために「塩の行進」を組織し、エリート階層のみでなく、幅広

い人々の支持を得ることに成功した。



― 21 ―

4 　次の文章を読んで、問 1～ 10に答えなさい。

1993 年 11 月にヨーロッパ連合（以下、EUと略記）が発足してから 30 年以上の月日が経過した。

この間、加盟国の数は 27 カ国にまで増加している。ところで、この「ヨーロッパ」という言葉

はどこからきたのであろうか。一説には、紀元前 8世紀にヘシオドスが著した叙事詩に出てくる

大洋神オケアノスの娘の一人エウロペに因んでいるといわれる。その後、時代がくだり中世にな

ると、このころにはすでに恒久的なヨーロッパの統合を目指す理念が存在した。たとえば、

「ヨーロッパの父」と呼ばれたカール大帝（シャルルマーニュ）の築いた帝国は、今日のヨーロッ

パ統合世界の原型となるものであった。また近世の 18 世紀には、啓蒙主義の時代的風潮を反映

して「世界市民主義」という発想からヨーロッパ統合が提案されるようになった。その代表的な

主張は、フランスの聖職者サン=ピエールや啓蒙思想家ルソーの平和論、またドイツの哲学者カ

ントの永久平和論などに見られるように、平和的な統合を目指す構想であった。19 世紀のヨー

ロッパは、工業化と国民国家の形成が急速に進行した時代であった。とりわけ工業化の進展は、

ヨーロッパ諸国間の経済的相互依存性を増大させ、域内の経済協力を促す側面があった。この時

期の地域的関税同盟の形成は、統合の先駆として位置づけられることもある。たとえば、1834

年にプロイセン主導で発足したドイツ関税同盟などは、その最たる例である。

一方、現代のEU設立の直接的なモデルとなったのは 1920 年代の「パン=ヨーロッパ」構想

であった。これはヨーロッパを舞台に未曽有の惨劇となった第一次世界大戦に対する反省から提

唱された平和運動であったが、必ずしも現実的な成果とはならなかった。第二次世界大戦直後に

も「ヨーロッパ合衆国」構想がイギリスのチャーチルによって提唱されたが、統合への気運が盛

り上がることはなかった。こうした状況を変えたのが、1950 年にフランスの外相シューマンに

よって提案されたシューマン=プランであった。これは、フランスとドイツの石炭および鉄鋼の

生産をすべて共同管理下に置くことを提案したもので、ヨーロッパの連邦化に向けた第一歩とな

る経済発展の共通基盤を築くものであった。1952 年には、この両国にベネルクス 3国とイタリ

アが加わり、「ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体」（ECSC）が誕生した。その成功により 1958 年には、

さらに 2つの組織を発足させ統合を拡大し、1967 年にはこの 3組織を合併して「ヨーロッパ共

同体」（EC）となり、主権国家の枠を超えた西ヨーロッパ統合の礎が築かれた。

やがて1990 年代に至りヨーロッパを分断する東西冷戦が終結すると、ヨーロッパ統合はさらな

る飛躍を遂げた。冷戦期に閉ざされ続けていた東ヨーロッパへの拡大や単一通貨ユーロの導入など

は、それを象徴する出来事であった。他方で、2000 年代にはEUあるいはヨーロッパ統合は、それ

まで経験したことのない新たな試練に直面するようになった。たとえば、ギリシアの財政危機に端

を発するユーロ危機、また移民・難民の流入に危機感を募らせる各加盟国の国内政治レベルでの強

力な異議申し立て、そしてイギリスのEU離脱（ブレクジット）などがあげられる。ヨーロッパ統合

はいまだ未完のプロセスである。これが今後いかなる方向へ向かうのか、あるいは世界のなかで

ヨーロッパが占める地位はどのようなものになっていくのか、私たちは注視していく必要がある。

⑴

⑵

⑶ ⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼

⑽
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問 1　下線部⑴の叙事詩を何といいますか。次のⓐ～ⓓのうちから最も適切なものを一つ選び、

解答欄の記号をマークしなさい。 31

ⓐ　オデュッセイア ⓑ　神統記 ⓒ　イリアス ⓓ　アガメムノン

問 2　下線部⑵に対して、800 年に皇帝の冠を授けたローマ教皇は誰ですか。次のⓐ～ⓓのうち

から最も適切なものを一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 32

ⓐ　イノケンティウス 3世 ⓑ　グレゴリウス 7世

ⓒ　ボニファティウス 8世 ⓓ　レオ 3世

問 3　下線部⑶の人物が著し、フランス革命に多大な影響を与えた書物は何ですか。次のⓐ～ⓓ

のうちから最も適切なものを一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 33

ⓐ　社会契約論 ⓑ　法の精神 ⓒ　哲学書簡 ⓓ　統治二論

問 4　下線部⑷の人物に関する説明として適切ではないものを、次のⓐ～ⓓのうちから一つ選

び、解答欄の記号をマークしなさい。 34

ⓐ　18 世紀末に主著の一つである『純粋理性批判』を著した。

ⓑ　人間の認識能力に根本的な反省を加えてドイツ観念論哲学を創始した。

ⓒ　ドイツ観念論哲学を発展させ、弁証法哲学を提唱した。

ⓓ　18 世紀後半にイギリスの経験論と大陸の合理論を総合して批判哲学を打ち立てた。

問 5　下線部⑸の結成に尽力したドイツの経済学者は誰ですか。次のⓐ～ⓓのうちから最も適切

なものを一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 35

ⓐ　エンゲルス ⓑ　マルクス ⓒ　ランケ ⓓ　リスト

問 6　下線部⑹の終結後、フランスの委任統治のもとに置かれた国はどこですか。次のⓐ～ⓓの

うちから最も適切なものを一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 36

ⓐ　パレスチナ  ⓑ　シリア

ⓒ　トランスヨルダン  ⓓ　イラク
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問 7　下線部⑺の人物に関する説明として最も適切なものを次のⓐ～ⓓのうちから一つ選び、解

答欄の記号をマークしなさい。 37

ⓐ　1940 年にマクドナルドに代わって首相に就任し、激しい空襲をしのいでドイツ軍の上

陸を阻止した。

ⓑ　1943 年 11 月、アメリカのフランクリン＝ローズヴェルトとソ連のスターリンとともに

対日処理方針を定めたカイロ宣言を発表した。

ⓒ　1945 年 7 月の選挙に圧勝すると、重要産業の国有化を進めるとともに、「ゆりかごから

墓場まで」といわれた社会福祉制度の充実をはかった。

ⓓ　1946 年、ソ連がバルト海のシュテッティンからアドリア海のトリエステまで「鉄の

カーテン」をおろしていると批判し、のちの「冷戦」を先取りする演説をおこなった。

問 8　下線部⑻の 2つの組織体の組み合わせとして最も適切なものを次のⓐ～ⓓのうちから一つ

選び、解答欄の記号をマークしなさい。 38

ⓐ　ヨーロッパ自由連合（EFTA） ―ヨーロッパ経済共同体（EEC）

ⓑ　ヨーロッパ経済協力機構（OEEC）―ヨーロッパ原子力共同体（EURATOM）

ⓒ　ヨーロッパ自由連合（EFTA） ―ヨーロッパ経済協力機構（OEEC）

ⓓ　ヨーロッパ経済共同体（EEC） ―ヨーロッパ原子力共同体（EURATOM）

問 9　下線部⑼は 1973 年に 3カ国が新たに加盟し 9カ国に拡大したが、その加盟した国の組み

合わせとして最も適切なものを次のⓐ～ⓓのうちから一つ選び、解答欄の記号をマークしな

さい。 39

ⓐ　イギリス―ギリシア　―アイルランド

ⓑ　スペイン―ポルトガル―デンマーク

ⓒ　ギリシア―スペイン　―ポルトガル

ⓓ　イギリス―デンマーク―アイルランド

問10　下線部⑽に関連して、東欧での民主化を求める動きのなかで 1989 年に起こった冷戦体制

の崩壊を象徴する出来事は何ですか。次のⓐ～ⓓのうちから最も適切なものを一つ選び、解

答欄の記号をマークしなさい。 40

ⓐ　コメコン解消  ⓑ　ベルリンの壁開放

ⓒ　ドイツ統一  ⓓ　ワルシャワ条約機構解消
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現　代　社　会

1 問 1～ 7に答えなさい。

問 1　地球環境問題に関連して、次の中から最も適切なものを 1つ選び、解答欄の記号をマーク

しなさい。 1

ⓐ　地球温暖化とは、経済活動の活発化にともない、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出

量が増大し、地球の大気や海水の温度が長期にわたって上昇する現象のことをいう。地球

温暖化による異常気象や海面上昇などへの懸念から、1997 年に開催された地球温暖化防

止京都会議では、産業革命前からの気温上昇を 2℃未満に抑えるという目標が参加したす

べての国に対して設定された。

ⓑ　オゾン層は生物に有害な紫
し

外
がい

線
せん

を吸収し、いわば「地球の宇宙服」の役割を果たしてい

る。しかし、クーラーや冷蔵庫の冷媒などに使用されていたフロンなどの化学物質が原因

で、1970 年代終わりごろからオゾン層の破壊が観測された。そこで、1985 年、オゾン層

を保護するためにウィーン条約が結ばれ、20 世紀中にフロンを 100％削減することが決め

られた。

ⓒ　酸性の強い酸性雨は、化石燃料の使用にともなう硫
い

黄
おう

酸化物や窒
ちっ

素
そ

酸化物が雨に溶け込

むことで生じる。酸性雨の影響を受けた地域では、森林枯
こ

死
し

や湖
こ

水
すい

の酸性化による魚類の

死滅、歴史的な建物や石像などの腐
ふしょく

食・劣
れっ

化
か

などの被害が出ている。国境を越えて拡大す

る酸性雨の対策には、国際的な取り組みが必要である。

ⓓ　土地が劣化し、植生が失われることによって砂漠のような不毛な状態になることを砂漠

化という。その原因としては、過
か

放
ほう

牧
ぼく

や過耕作などの人為的要因もあるが、気候的要因の

ほうが大きいといわれている。アフリカにおける深刻な干
かん

ばつをきっかけに、1994 年に

採択された砂漠化対処条約（1996 年発効）が結ばれ、現在では砂漠化の進行は抑えられて

いる。
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問 2　資源・エネルギー・ゴミ問題に関連して、次の中から最も適切なものを 1つ選び、解答欄

の記号をマークしなさい。 2

ⓐ　1970 年代の石油危機をきっかけに、それまで主要なエネルギー源であった石炭や石油

に代わり、発電時に二酸化炭素を排出しない原子力や再生可能エネルギーが主要なエネル

ギー源となりつつある。このようなエネルギー源の転換のことを一般にエネルギー革命と

いう。

ⓑ　放射性廃棄物とは、原子力発電所の原子炉や核燃料製造施設などから排出される、放射

性物質を含む廃棄物のことである。放射能の強さによって低レベルと高レベルに分類され

るが、日本では、高レベル放射性廃棄物は青森県六
ろっ

ケ
か

所
しょ

村に貯蔵され、長い時間をかけて

最終処分が行われている。

ⓒ　エネルギーの開発や省エネルギー対策が推進される一方で、発電によって生じた排
はい

熱
ねつ

と

して捨てられていたエネルギーを冷暖房や給湯などに利用する燃料電池や蓄電池の導入も

進められている。

ⓓ　大量の廃棄物が出る現代社会において、資源循環という視点から廃棄物の減量・再資源

化などを目指した循環型社会形成推進基本法が 2000 年に制定された。また、これに関連

する法律として、食品リサイクル法やグリーン購入法などが整備された。

問 3　男女共同参
さん

画
かく

に関連して、次の中から適切ではないものを１つ選び、解答欄の記号をマー

クしなさい。 3

ⓐ　ジェンダーにしばられない社会の実現がめざされている。そこで、男女共同参画基本計

画では、数値目標を定め、一定期間内に男女の機会均等と結果の平等の実現に取り組むポ

ジティブ＝アクションなどを講
こう

じていくことが示された。

ⓑ　セクショナリズムとは、遺伝的・生物学的な性（sex）に対し、歴史的に形成された社会

的・文化的な性のありようのことをいう。たとえば、「家庭を守り、家事労働するのは女

性」という差別的なイメージを指す。

ⓒ　1979 年、国連総会で女子差別撤
てっ

廃
ぱい

条約が採
さい

択
たく

された（1981 年に発効）。日本でも 1985 年

に男女雇
こ

用
よう

機会均等法が制定された（1986 年施行）。しかし、現実には、現在でも就職・

賃金・昇進などでの差別が見られる。

ⓓ　職場での地位を利用して性的関係を強要したり、性的言動などで職場環境を不快にした

りして、女性の人権を侵害することをセクシャル＝ハラスメントという。1999 年の改正

男女雇用機会均等法では、セクシャル＝ハラスメントの防止規定が盛り込まれた。
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問 4　国際化に関連して、次の中から最も適切なものを 1つ選び、解答欄の記号をマークしなさ

い。 4

ⓐ　民族問題の解決のためには、それぞれの人種・民族がもつ固有の文化や生活様式をお互

いに尊重し、お互いに相手を認め合いながら共生していく多文化主義に立つことが重要に

なる。

ⓑ　1998 年に NPO法（特定非営利活動促進法）が制定され、NPO法人によるボランティア

活動は活発化した。しかし、日本では、都道府県あるいは政令指定都市からの認証を受け

る必要があることから、人道支援などの国際協力に関わる活動を行っているNPO法人は

ない。

ⓒ　グローバル化とは、主に経済や文化の次元における地球的規模での交流が行われている

ことをいう。これに対して、「境界がない」という意味のボーダーレス化とは、従来の国

と国との隔てがなくなったことを指し、主に政治の次元における国際化を指している。

ⓓ　現在、日本には多くの外国人労働者が滞在している。そのなかには、安価な外国人労働

力を求める経済的な理由から、法律で就労を認められた単純労働者がかなりいる。また、

外国人労働者は短期滞在であっても、納税しているので参政権（選挙権）が認められてい

る。

問 5　青年期に関連して、次の中から最も適切なものを1つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。

 5

ⓐ　フランスの思想家サルトルは、子ども集団にもおとな集団にも所属しながら、いずれの

集団にも安定した帰属意識をもてない青年を「アンガージュマン（境界人）」とよんだ。ア

ンガージュマンである青年は、社会的な位置づけがはっきりしておらず、心理的な動揺を

経験することが多い。

ⓑ　アメリカの心理学者エリクソンは、青年期を社会的な責任や責務が猶
ゆう

予
よ

され、自立に向

けた準備をする時期であるとして、「心理・社会的モラトリアム」の年代とよんだ。今日

では、モラトリアム期である青年期が延長されてきているといわれている。

ⓒ　愛と奉
ほう

仕
し

の活動に生
しょうがい

涯をささげたマザー＝テレサは、青年期の発達課題として、仲間集

団、独立性、人生観という 3つの側面からとらえ、同年齢の仲間と適切につきあうこと、

社会人としての責任ある行動をとることなどの 10 項目を示した。

ⓓ　幼児期に子どもが言葉を獲得し始めたときに、親のいうことにしたがわずに反抗するの

を第一反抗期という。青年期は、親や社会の価値観に否定的となり、これに反抗していく

なかで「政治的無関心」の時期を経て、精神的に親から独
ひと

り立
だ

ちする心理的離乳期であ

る。
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問 6　日本の文化に関連して、次の中から最も適切なものを 1つ選び、解答欄の記号をマークし

なさい。 6

ⓐ　年
ねんちゅうぎょうじ

中行事とは、正月、盆、大みそか、祭りのように、毎年同じ時期におこなう伝統的な

行事のことである。日本の年中行事のなかには、中国から伝わったものも多いが、西欧由
ゆ

来
らい

のクリスマスは含まれていない。

ⓑ　人生には、誕生・成人・結婚などの節目がある。その節目に際して行われる儀式

（七五三、成人式、結婚式など）を通
つう

過
か

儀
ぎ

礼
れい

という。ただし、死は節目ではないので、葬
そう

式
しき

は通過儀礼ではない。

ⓒ　アメリカの文化人類学者ベネディクトは、西欧文化は倫理基準を外部にもつ「恥
はじ

の文

化」であるのに対し、日本文化は倫理基準を内部にもつ「罪
つみ

の文化」であると述べてい

る。

ⓓ　祭りは神と共にする行事なので、日常的なケの行事ではなく、非日常的なハレの行事で

ある。「ハレ」は「ケ」の反対語であり、また、「ケ→ケガレ→ハレ→ケ」という循環は農

耕の展開を基礎とした生活リズムを構成している。

問 7　日本の家族・少子高齢社会に関連して、次の中から最も適切なものを１つ選び、解答欄の

記号をマークしなさい。 7

ⓐ　高齢化率が 7％を超えた社会を高齢化社会、14％を超えた社会を高齢社会、そして 21％

を超えた社会を超高齢社会という。日本では高齢化社会から高齢社会への移行に約 60 年

かかったが、そこから超高齢社会への移行はわずか 13 年しかかかっていない。

ⓑ　日本では、配偶者や同居する交際相手による暴力や虐待（ドメスティック・バイオレン

ス）を防止するため、2001 年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律（DV防止法）」が施行されたが、公式には未だ犯罪として認められていない。

ⓒ　日本では、少子化対策として国や地方公共団体は、「児童虐
ぎゃくたい

待の防止に関する法律（児童

虐待防止法）」等を施行し、出産・育児休業制度および休業補償制度の充実、保育所・託
たく

児
じ

所の拡充、男性の育児参加を促すための条件整備などに取り組んでいる。

ⓓ　日本における少子化の原因としては、晩
ばん

婚
こん

化
か

、未婚率の上昇、高額な教育費、子育てと

仕事の両立が困難なことなどが考えられている。また、これらの背景に、核家族化の進

行、女性の高学歴化、結婚に対する価値観の変化などがあると考えられている。
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2 問 1～ 5に答えなさい。

中央銀行と呼ばれる銀行がある。政府から独立し、国家における通貨や金融を調節する役割を

担う銀行のことである。日本において中央銀行の役割を果たしているのが日本銀行である。役割

は 3つある。「政府の銀行」、「 A の銀行」、そして「発券銀行」である。

日本銀行とは異なり、人びとが預金をしたり、預金を引き出したりすることにより利用されて

いるのが市中銀行である。第 2次世界大戦後の日本の金融機関は、政府による規制により守られ

てきた。このような B のもとで経営効率の良くない金融機関であったとしても経営が成

り立ってきた。しかしその流れが変わった。1980 年代以降の金融自由化の流れである。

問 1　下線部アに関連して、最も適切なものを 1つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。

8

ⓐ　日本銀行は政府が必要とする資金を供給することができる。たとえば政府にかわり税金

を徴収し、または日本国債を売却することで資金を調達している。

ⓑ　日本銀行は政府の税収を管理することができる。たとえば税金や社会保険料の受け入

れ、年金や公共事業の支払い等を行うことができる。

ⓒ　日本銀行は政府の借金の返済を行うことができる。たとえば政府の指示により日本銀行

が紙幣を増刷し、政府の借金の返済を行うことが認められている。

ⓓ　日本銀行は政府の予算編成を行うことができる。たとえば政府の予算計画を立案し、税

収を高めるための企画立案も行っている。

問 2　下線部イに関連して、次の問いに答えなさい。

 ⑴ 　 A に入る語句として、最も適切なものを 1つ選び、解答欄の記号をマークしな

さい。 9

ⓐ　住民 ⓑ　銀行 ⓒ　市民 ⓓ　国民

 ⑵ 　Ａ銀行が 100 億円の新規預金額を受け入れた場合を例として信用創造について考える。

いま支払準備率が 2％であるとする。市中銀行全体での預金総額と支払準備金の総額、そ

して貸し出し総額の組み合わせとして、最も適切なものを 1つ選び、解答欄の記号をマー

クしなさい。 10

ⓐ　預金総額  100 億円、支払準備金の総額  10 億円、貸し出し総額   90 億円

ⓑ　預金総額 1000 億円、支払準備金の総額 100 億円、貸し出し総額  900 億円

ⓒ　預金総額 5000 億円、支払準備金の総額 100 億円、貸し出し総額 4900 億円

ⓓ　預金総額 1000 億円、支払準備金の総額  20 億円、貸し出し総額  980 億円

ア イ ウ

エ
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 ⑶ 　預金準備率操作の説明として、最も適切なものを 1つ選び、解答欄の記号をマークしな

さい。 11

ⓐ　預金準備率操作においては、民間の金融機関は預金の一定割合を日本銀行に準備金とし

て預け入れる必要がある。この制度を使って日本銀行は市中の資金量を調整することがで

きるが、このような操作のことを公開市場操作と呼ぶ。

ⓑ　預金準備率操作とは公定歩合を上げ下げする操作のことで、支払い準備金の比率である

支払準備率を操作することにより市中の資金量を調整することができる。

ⓒ　預金準備率操作とは信用創造によって新たに預金を生み出すことを言う。その操作を実

行できるのは、国会によって国会議員の中から選ばれた内閣総理大臣である。

ⓓ　預金準備率操作とは日本銀行が使える金融政策手段の 1つで、マネーストックに影響を

及ぼす金融緩和効果がある。たとえば支払準備率を下げると、市中銀行は預金された金額

のうちより多くの割合を貸出しすることができる。そのため理論的には市中のマネース

トックを増大できる。しかし 1991 年以降は預金準備率操作は行われていない。

問 3　下線部ウに関連して、説明として、最も適切なものを 1つ選び、解答欄の記号をマークし

なさい。 12

ⓐ　日本銀行は日本国債の発券を認められている唯一の機関であるため、発券銀行という。

ⓑ　日本は金本位制度を採用している世界でも数少ない国であるのだが、それはこれまで金

の保有量が世界一多い国であったことに由来する。金の保有量に応じて通貨を発券してい

ることから発券銀行と名付けられている。

ⓒ　日本銀行は唯一、日本銀行券という紙幣の発行を認められている。日本銀行の取引先金

融機関が日本銀行に保有している当座預金を引き出し、銀行券を受け取ることにより、世

の中に送り出される。そのため発券銀行と名付けられている。

ⓓ　日本銀行は公開市場操作によって、金融機関に対する短期金融市場金利（無担保コール

レート）を誘導する。その影響がマネーストックの増減を通じて経済全体に影響を及ぼす

ことになるため発券銀行と名付けられている。

問 4 B に入る語句として、最も適切なものを 1 つ選び、解答欄の記号をマークしなさ

い。 13

ⓐ　金融コングロマリット ⓑ　護送船団方式

ⓒ　メガバンク  ⓓ　裁量的財政政策（フィスカルポリシー）
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問 5　下線部エに関連する説明として適切ではないものを 1つ選び、解答欄の記号をマークしな

さい。 14

ⓐ　各国が金融自由化を推し進めた結果、資本は金利の高い国や業績の良い分野を求めて、

自由に国境を越えるようになった。

ⓑ　各国が金融自由化を推し進めた結果、金融政策も一国だけのものでは不十分となってき

た。そのため協調的な金融政策が求められるようになってきた。

ⓒ　各国が金融自由化を推し進めた結果、国際的に活動する銀行に対して、自己資本比率

8％以上でなければならないというパリ協定が定められた。そのため、日本の銀行が従来

のような積極的な融資を行うことが難しくなった。

ⓓ　各国が金融自由化を推し進めた結果、日本の金融機関も変化した。銀行と証券会社の業

務が相互乗り入れできるようになった。また金利に対する規制が外されて、自由に金利を

決めることができるようになった。
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3 　以下の日本国憲法と大日本帝国憲法（明治憲法）の特徴を比較した表をみて、問1～ 10に答え
なさい。

日本国憲法 比較事項 大日本帝国憲法（明治憲法）

A 性格 B

C 主権 D

日本国民統合の象徴

　国事行為のみを行う

天皇 　神聖不可侵・元首

　統治権の総
そう

覧
らん

者

　永久平和主義 戦争・軍隊 　天皇に統
とう

帥
すい

権

　兵役の義務

基本的人権は永久不可侵の権利 国民の権利 「臣
しん

民
みん

」としての権利

国権の最高機関 議会 　天皇の協
きょうさん

賛機関

　行政機関 内閣 　天皇の輔
ほ

弼
ひつ

機関

　司法権の独立の保障

違憲法令審査権

裁判所 　天皇の名による裁判

　国会の発議→国民投票 憲法改正 　天皇の発議→帝国議会の議決

問 1　下線部アの日本国憲法の特徴として、適切ではないものを 1つ選び、解答欄の記号をマー

クしなさい。 15

ⓐ　日本国憲法は、1946 年 5 月 3 日に制定、1947 年 11 月 3 日に施行した。

ⓑ　日本国憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三大原理としている。

ⓒ　日本国憲法は、国会、内閣、裁判所にそれぞれ立法権、行政権、司法権を与えている。

ⓓ　日本国憲法は、憲法を国の最高法規であると定めている。

ア イ

ウ

エ オ

カ

キ

ケ

ク
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問 2　下線部イの大日本帝国憲法（明治憲法）の特徴として、適切ではないものを 1つ選び、解答

欄の記号をマークしなさい。 16

ⓐ　大日本帝国憲法は、1889 年 2 月 11 日に発布された憲法である。

ⓑ　大日本帝国憲法は、伊藤博文らが中心となって起草した憲法である。

ⓒ　大日本帝国憲法は、男性による普通選挙制を定めていた。

ⓓ　大日本帝国憲法は、ドイツのプロイセン憲法などを参考につくられた。

問 3 A ・ B ・ C ・ D に入る組み合わせとして最も適切なものを 1

つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 17

ⓐ A 民定憲法　 B 欽
きん

定
てい

憲法　 C 天皇主権　 D 国民主権

ⓑ A 欽
きん

定
てい

憲法　 B 民定憲法　 C 国民主権　 D 天皇主権

ⓒ A 民定憲法　 B 欽
きん

定
てい

憲法　 C 国民主権　 D 天皇主権

ⓓ A 欽
きん

定
てい

憲法　 B 民定憲法　 C 天皇主権　 D 国民主権

問 4　下線部ウに関連して、日本国憲法下の天皇制度の説明として、適切ではないものを 1つ選

び、解答欄の記号をマークしなさい。 18

ⓐ　天皇は、憲法を尊重する義務を負い、内閣の助言と承認に従って憲法に定められた国事

行為のみを行う。

ⓑ　天皇は、日本国民の政治的な指導者であり、政治的な権限を持っている。

ⓒ　天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。

ⓓ　天皇の地位は、主権者である国民の総意に基づいている。

問 5　下線部エに関連して、日本国憲法下の基本的人権の説明として、最も適切なものを 1つ選

び、解答欄の記号をマークしなさい。 19

ⓐ　日本国憲法は、信教の自由、表現の自由、学問の自由などの基本的人権を絶対的に保障

している。

ⓑ　日本国憲法は、人種、信条、性別、社会的身分、財産などによる差別を禁止している。

ⓒ　日本国憲法は、公共の福祉に反しない限り、基本的人権を国政の上で最大限尊重される

べきものとしている。

ⓓ　日本国憲法は、国民の基本的人権は保障するが、外国人の基本的人権を保障しないこと

を定めている。
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問 6　下線部オの「臣民」としての権利の説明として、最も適切なものを 1つ選び、解答欄の記

号をマークしなさい。 20

ⓐ　臣民は、言論及び出版の自由が保障され、これを制限されることはなかった。

ⓑ　臣民は、思想及び良心の自由を有し、国家によって特定の思想の強制や禁止をされるこ

とはなかった。

ⓒ　臣民には選挙権が与えられておらず、華族にのみ選挙権が与えられていた。

ⓓ　臣民には「法律の留
りゅうほ

保」によって多くの権利規定が制限を受けていた。

問 7　下線部カに関連して、日本国憲法下の国会の説明として、適切ではないものを 1つ選び、

解答欄の記号をマークしなさい。 21

ⓐ　国会は、国の唯一の立法機関である。

ⓑ　国会は、衆議院と参議院で構成される。

ⓒ　国会は、内閣や裁判所よりも国家機関として下位の地位を占める。

ⓓ　国会は、法案だけでなく予算の審議も行う。

問 8　下線部キに関連して、日本国憲法下の内閣の説明として、最も適切なものを 1つ選び、解

答欄の記号をマークしなさい。 22

ⓐ　内閣は、内閣の不信任決議が可決された時しか、衆議院を解散することはできない。

ⓑ　内閣は、国会の承認なく、条約を締結することができる。

ⓒ　内閣は、行政権の行使について、天皇に対して責任を負う。

ⓓ　内閣を構成する内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、文民でなければならない。

問 9　下線部クに関連して、日本国憲法下の裁判所の説明として、適切ではないものを 1つ選

び、解答欄の記号をマークしなさい。 23

ⓐ　裁判官の独立は、日本国憲法第 76 条で最高裁判所の裁判官のみが保障されている。

ⓑ　最高裁判所は、憲法判断を行う終審裁判所であり、「憲法の番人」と呼ばれている。

ⓒ　家庭裁判所は、家庭事件の審判及び調停、少年法で定める少年の保護事件・刑事事件の

審判を行うために設置された裁判所である。

ⓓ　最高裁判所の裁判官は、任命後、初めて行われる衆議院議員総選挙で国民審査を受ける。
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問10　下線部ケに関連して、違憲法令審査権の説明として、適切ではないものを 1つ選び、解答

欄の記号をマークしなさい。 24

ⓐ　違憲法令審査権とは、法律・命令・規則または処分が憲法に適合するか否かを決定する

権限である。

ⓑ　日本国憲法第 81 条では、最高裁判所のみが違憲法令審査権を行使する裁判所である旨

が定められている。

ⓒ　違憲法令審査権は、日本では具体的な事件に即して行われる。

ⓓ　違憲法令審査権は、立法権や行政権によって基本的人権が侵
おか

されるのを防ぐためにある。
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4 問 1～ 6に答えなさい。

問 1　冷戦後の国際社会の動向に関する説明として最も適切なものを１つ選び、解答欄の記号を

マークしなさい。 25

ⓐ　1990 年、国連安全保障理事会は、イランによるクウェート侵攻を国連憲章違反と認定

し、撤退するように勧告した。しかし、イランは勧告にしたがわなかったため、国連軍を

派遣してクウェートから撤退させた。

ⓑ　1990 年、国連安全保障理事会は、イラクによるクウェート侵攻を非難し、撤退するよ

うに勧告した。しかし、イラクは勧告にしたがわなかったため、米国が主導する多国籍軍

によってクウェートから撤退させられた。

ⓒ　1990 年、国連安全保障理事会は、イラクによるクウェート侵攻を国連憲章違反と認定

し、撤退するように勧告したものの、イラクはこれにしたがわなかったため、NATO軍

を派遣してクウェートから排除した。

ⓓ　1990 年、国連安全保障理事会は、イランによるクウェート侵攻を非難し、撤退するよ

うに勧告したものの、イランはこれにしたがわなかったため、日本の自衛隊も参加する多

国籍軍を派遣してイランを撤退させた。

問 2　冷戦後の国際社会の動向に関する説明として最も適切なものを１つ選び、解答欄の記号を

マークしなさい。 26

ⓐ　国連は内政不干渉の原則によって地域紛争や内戦に介入することができないので、多国

籍企業や民間軍事会社及び市民団体が、国連に代わって、武力紛争の鎮圧や武装解除を実

行するようになっている。

ⓑ　冷戦終結後、国連平和維持軍に代わって常設の国連軍が組織され、武力紛争の鎮圧や武

装解除だけでなく、社会再建などの戦後復興に一貫して取り組むようになった。

ⓒ　国連は、平和維持軍による武力紛争の鎮圧や武装解除など、いわゆる平和執行の任務に

取り組んだものの、紛争当事者からの抵抗にあうといった問題がおこったため、兵力と権

限を強化した平和執行軍を新たに創設して対応した。

ⓓ　停戦監視を主たる任務とするものとして創設された国連平和維持軍が、その任務範囲を

拡大して、武装解除や戦後の社会再建のために必要な様々な業務にも取り組むようになっ

た。
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問 3　冷戦後の国際社会の動向に関する説明として、適切ではないものを 1つ選び、解答欄の記

号をマークしなさい。 27

ⓐ　1991 年、20 年以上にわたり内戦状態にあったカンボジアにおいて和平が成立し、国連

カンボジア暫定統治機構（UNTAC）による暫定統治が行われることになった。

ⓑ　カンボジア和平以降、東南アジアの政治情勢は比較的安定し、東南アジア諸国連合

（ASEAN）やアジア太平洋経済協力（APEC）といった地域組織・機構を通して政治的・経

済的な協調関係が進展している。

ⓒ　東南アジアでは、1986 年のミャンマー民主革命や 1998 年のインドネシアの民主化など

にみられるように長期にわたる独裁体制が崩壊した国もあり、2000 年代にはすべての

ASEAN加盟国の政治体制は民主的な大統領制になった。

ⓓ　中国は急速な経済成長を遂げる一方で、国内の地域格差や貧富の差の拡大、深刻な大気

汚染といった問題に直面している。また、欧米各国からは、中国政府による言論・社会運

動への厳しい統制や急速な軍備拡張に対する強い懸念が示されている。

問 4　冷戦後の国際社会の情勢に関する説明として、適切ではないものを 1つ選び、解答欄の記

号をマークしなさい。 28

ⓐ　米国は、自国に対して大量破壊兵器を使用する恐れのある国に対する先制攻撃は自衛権

の行使の範囲であるという方針を示した。イラクが大量破壊兵器を開発・所有しているこ

とが米国にとって深刻な危機であるとして、2003 年、英国軍とともにイラクへの攻撃を

開始した。

ⓑ　ヨーロッパでは単一通貨・ポンドが導入され、2002 年に 12 か国で現金通貨としての流

通が始まった。2015 年には導入国が 19 か国に拡大して、世界的な金融危機の解決に大き

く貢献したため、ポンドは米国ドルに代わって世界の基軸通貨とみなされるようになっ

た。

ⓒ　2010 年代に入るとシリアなどからの難民の大量流入やテロ事件などもあり、EU加盟国

内で移民排斥やEUの政策への反対を唱える勢力が広がるようになった。2016 年には、

イギリスでEU離脱をめぐる国民投票が行われ、離脱案が可決された。

ⓓ　対人地雷の非人道性を訴え、この兵器による犠牲者の救済、その使用や製造の禁止を訴

える市民団体などによって、1992 年に地雷禁止国際キャンペーン（ICBL）が結成された。

1997 年に対人地雷全面禁止条約が採択されたが、ICBL はこの条約成立に大きな貢献をし

たと評価され、ノーベル平和賞を受賞している。
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問 5　欧州連合（EU）に関する以下の説明文を読み、設問に答えなさい。

　1992 年、欧州共同体加盟の 12カ国によって調印された〔　①　〕条約によって欧州連合の

発足が決定した。2007 年に調印された〔　②　〕条約では、欧州連合として国際条約の締結が

可能となり、EU大統領やEU外相が設置されるなど、政治的統合が深められた。

⑴ 　①の条約の通称として最も適切なものを１つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 

29

ⓐ　マーストリヒト ⓑ　ジュネーブ ⓒ　リスボン ⓓ　ハーグ

⑵ 　②の条約の通称として最も適切なものを１つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 

30

ⓐ　ジュネーブ ⓑ　リスボン ⓒ　ハーグ ⓓ　マーストリヒト

問 6　冷戦後の国際社会の動向に関する説明として、適切ではないものを 1つ選び、解答欄の記

号をマークしなさい。 31

ⓐ　2002 年、アフリカ連合（AU）が発展的に解消し、アフリカ統一機構（OAU）が設立され

た。加盟国間の協力関係を発展させることで共通の課題を解決するように取り組んでい

る。

ⓑ　南アフリカ共和国ではアパルトヘイト（人種隔離政策）が撤廃され、全人種の参加する大

統領選挙が 1994 年に実施された。

ⓒ　1960 年代にはいると、植民地支配を受けていたアフリカ諸国の多くが独立を果たした

が、その後の経済成長は決して順調に進んだわけではなく、国家建設に苦闘してきた。

1990 年代には、ルワンダ、ソマリア、シエラレオネなどでは内戦が起こり、多くの民間

人の犠牲者を出した。

ⓓ　1983 年から内戦状態であったスーダンでは、2011 年に南部が南スーダンとして分離独

立した。
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数　　　　　学

1 　下の表は，ある5人の生徒に100点満点のテストを行った結果である。

生徒番号 1 2 3 4 5

点数 50 70 70 50 60

⑴　この 5人の点数の平均値は アイ 点であり，分散は ウエ である。

⑵　新たに 5人の生徒がこのテストを受けたところ，この 5人の平均値は 40点，分散は 20で

あった。⑴の 5人と，この 5人を合わせた 10人の点数の平均値は オカ 点であり，分散は

キクケ である。

⑶　新たに 10 人の生徒がこのテストを受けたところ，この 10 人それぞれの点数は 40 点か 60 点

であった。40 点だった人数を n とすると，この 10 人と⑴および⑵の生徒を合わせた 20 人の

点数の平均値は－ n＋ コサ ，分散は－ n2＋ シス n＋ セソタ と表される。分散は，n

＝ チ のときに最大となる。
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2 　関数 f（x）＝ log2（x－ 1
4 ）＋ log4（－ 2x＋ 3）を考える。

⑴　x のとりうる値の範囲は，
ア

イ
＜ x＜

ウ

エ
 である。

⑵　底の変換公式を用いて，関数 f（x）は

　　f（x）＝ 1
2  log2（－ オ x3＋ カ x2 － 

キク

ケ
 x＋

コ

サシ ）
　と表される。

⑶　
ア

イ
＜ x＜

ウ

エ
 における f（x）の最大値は， 

ス

セ
 log2（ ソ

タ ）である。
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3 　平面上の三角形OABの 3辺の長さは，OA＝ 4，OB＝ 5，AB＝ 3 である。この三角形OAB

の内部に，2P
―
O
→―→―

＋ 3P
―
A
→―→―

＋ 5P
―
B
→―→―

＝ 0
→
を満たすように点 Pをとる。

⑴　O
―
A
→―→―
・O
―
B
→―→―

＝ アイ であり，O
―
P
→―→―

＝
ウ

エオ
O
―
A
→―→―

＋
カ

キ
O
―
B
→―→―
と表される。

⑵　O
―
A
→―→―
・O
―
P
→―→―

＝
クケ

コ
 ，O
―
B
→―→―
・O
―
P
→―→―

＝
サシス

セソ
 である。

⑶　2直線OP，ABの交点をCとする。線分ACの長さは 
タチ

ツ
 である。
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4 　次の空欄に当てはまるものを，下の⓪～③から一つずつ選びなさい。ただし，同じものを選ん
でもよい。

⑴　実数 a，b について，a＝ b2 であることは， a ＝ b であるための ア 。

⑵　実数 a について，a＞ 1 であることは，（a－ 1）（a－ 3）＞ 0 であるための イ 。

⑶　四角形について，平行四辺形かつ内角の 1つが 90°であることは，正方形であるための

ウ 。

⑷　0°≦θ≦ 180°を満たす角度θについて，sinθ＞ cosθであることは，θ＞ 45°であるための

エ 。

⑸　自然数m，n について，m＋ n が奇数であることは，mn＋mが偶数であるための オ 。

⑹　自然数m，n について，m2 が n の約数であることは，mが n の約数であるための カ 。

⓪　必要条件であるが十分条件ではない

①　十分条件であるが必要条件ではない

②　必要十分条件である

③　必要条件でも十分条件でもない







Ⅱ　解答上の注意（日本史、世界史、現代社会）

解答は解答用紙の解答欄にマークしてください。例えば、 10 と表示のある問いに対して

ⓒと解答する場合は、次の（例）のように解答記号 10 の解答欄のⓒにマークしてください。

（例）　日本史

10 ⓐ　ⓑ　ⓒⓒ　ⓓ

（例）　世界史

10 ⓐ　ⓑ　ⓒⓒ　ⓓ

（例）　現代社会

10 ⓐ　ⓑ　ⓒⓒ　ⓓ　ⓔ

Ⅱ　解答上の注意（数学）

1．問題の文中の ア 、 イウ などには、特に指示がないかぎり、数字（０～９）または符号

（－、±）が入ります。ア、イ、ウ、…の一つ一つは、これらのいずれか一つに対応します。それら

を解答用紙のア、イ、ウ、…で示された解答欄にマークして答えなさい。

（例） アイウ に－ 83 と答えたいとき

ア － ±　⓪　①　②　③　④　⑤　⑥　⑦　⑧　⑨

イ － ±　⓪　①　②　③　④　⑤　⑥　⑦　⑧⑧　⑨

ウ － ±　⓪　①　②　③③　④　⑤　⑥　⑦　⑧　⑨

なお、同一の問題文中に ア 、 イウ などが 2度以上現れる場合、2度目以降は、

ア 、 イウ のように細字で表記します。

2．分数形で解答する場合は、既約分数（それ以上約分できない分数）で答えなさい。符号は分子につ

け、分母につけてはいけません。

（例）　
エオ

カ
 に－

4
5  と答えたいときは、

－ 4
5  として

エ － ±　⓪　①　②　③　④　⑤　⑥　⑦　⑧　⑨

オ － ±　⓪　①　②　③　④④　⑤　⑥　⑦　⑧　⑨

カ － ±　⓪　①　②　③　④　⑤⑤　⑥　⑦　⑧　⑨

3．根号を含む形で解答する場合は、根号の中に現れる自然数が最小となる形で答えなさい。

例えば、 キ ク  、
ケコ

サ
 に 4 2  、 13

2  と答えるところを、2 8  、

52
4  のように答えてはいけません。


