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2025（令和7）年度
総合文化学部・地球市民学部
一 般 入 学 試 験 問 題

地理歴史
10 時 20 分〜 11 時 20 分

受験についての注意

1．試験開始の前に、以下の注意をよく読んでおくこと。

2．試験開始の合図があるまで、この冊子を開かないこと。

3．この冊子の問題本文は 27ページである。そのうち、日本史選択者・世界史選択者共通の歴史総合問

題が1ページから3ページまで、日本史選択者問題が4ページから16ページまで、世界史選択者問題

が17ページから27ページまでである。試験開始後、冊子を確認し、落丁・乱丁の箇所があるときは

手をあげて交換を求めること。

4．解答用紙はすべてＨＢの黒鉛筆またはHBのシャープペンシルで記入すること。

 （万年筆・ボールペンなどを使用してはならない。）

5�．解答用紙は、マーク式解答用紙のみである。試験開始の前にマーク式解答用紙の定められた位置に

氏名及び受験番号をマーク及び記入すること。

6．解答は、解答用紙の指定された場所にマークすること。余白、裏面には何も書いてはならない。

7．試験時間中に無断で退場することはできない。

8．終了の合図があったら、ただちに筆記用具を置き、解答用紙は表を上にして置くこと。この冊子

 （試験問題）は持ち帰ってよい。

Ａ

A日程
（1 月 29 日）
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� I 「歴史総合」は全員が解答せよ。日本史選択者は「日本史」のⅡ

〜Ⅴを、世界史選択者は「世界史」のⅡ〜Ⅳを解答せよ。

歴　史　総　合

次の文章を読んで、あとの設問に答えよ。〔25点〕

19世紀後半のヨーロッパでは、国民国家を形成しようとする動きが強まっていく。

特に、小規模な領邦が併存していたイタリアやドイツでは、イギリスやアメリカ、

フランスに対抗するため、統一国家の形成が目指された。

イタリアでは、ヴィットーリオ・エマヌエーレ 2世が統治する� ア �が近代

化を進めて、統一運動の中心となった。また、19世紀前半にイタリア統一運動のた

めに組織された� A �に加入していた共和主義者の� B �はシチリアや南

イタリアを解放したが、占領地を� ア �にゆずり、これがイタリア統一につな

がることとなる。1861年には、ヴィットーリオ・エマヌエーレ 2世を初代国王とす

るイタリア王国が誕生する。ただし、トリエステや南チロルはオーストリア領とし

て残されたままであり、これらの地域は、「 イ �イタリア」と呼ばれることに

なる。

ドイツでは、1848年に開かれた立憲議会である� ウ �国民議会が挫折し、代

わって、プロイセン王国が中心となって国家統合が進められる。プロイセンの保守

的支配層である� C �出身のプロイセン首相� D �は、「鉄血政策」を唱え

て軍事拡張政策を進める。1870年には、ナポレオン 3世が統治する� エ �のフ

ランスと戦争になるが、翌 1871年にはプロイセンが勝利をおさめる。同年、プロイ

セン王ヴィルヘルム 1世が初代皇帝となり、ドイツ帝国が誕生する。

同じころ、日本においても、明治維新に伴う諸改革が行われた。� オ �年に

15代将軍徳川慶喜が朝廷へ政権を返上して大政奉還が行われると、続く戊辰戦争を

経て明治新政府が誕生した。新政府は、領地と領民を天皇に返還する版籍奉還を諸

藩に命じ、旧大名を政府の地方長官である� カ �に任命した。さらに、その後

I
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に廃藩置県を行い、全国を政府の直轄地として中央集権国家への道を歩んだ。

明治維新の中心的人物となったのは、西郷隆盛とともに討幕運動を行った大久保

利通である。大久保利通は、岩倉使節団の副使として欧米を視察した後に帰国し、

殖産興業に力を注ぐ。なお、岩倉使節団には、後にフランスの思想家ルソーの『社

会契約論』を日本に紹介した� E �や最初の女子留学生の一人となった�

F �らも随行している。

1874年には、佐賀の不平士族たちが� キ �を中心に明治政府に反乱を起こす

が敗れ、 キ �は処刑された。さらに 1877年には、不平をもった士族が西郷隆

盛を中心に明治政府に対して� ク �を起こすが、政府軍に鎮圧された。士族た

ちの反乱をおさえた明治政府は、この後も富国強兵や殖産興業を進め、近代国家の

形成を進めていく。

問 1　空欄� A �および� B �に当てはまる語の組み合わせとして最も適

切なものを、次の�①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　Ａ：ファシスト党　　Ｂ：カヴール

②　Ａ：ファシスト党　　Ｂ：ガリバルディ　

③　Ａ：「青年イタリア」　Ｂ：カヴール　

④　Ａ：「青年イタリア」　Ｂ：ガリバルディ　

問 2　空欄� C �および� D �に当てはまる語の組み合わせとして最も適

切なものを、次の�①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　Ｃ：ユンカー　　　Ｄ：ヒンデンブルク　

②　Ｃ：ユンカー　　　Ｄ：ビスマルク　

③　Ｃ：プロレタリア　Ｄ：ヒンデンブルク　

④　Ｃ：プロレタリア　Ｄ：ビスマルク　
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問 3　空欄� E �および� F �に当てはまる語の組み合わせとして最も適

切なものを、次の�①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　Ｅ：中江兆民　Ｆ：津田梅子　

②　Ｅ：中江兆民　Ｆ：市川房江　

③　Ｅ：福沢諭吉　Ｆ：津田梅子　

④　Ｅ：福沢諭吉　Ｆ：市川房江　

問 4　空欄� ア ～ ク �を補うのに最も適切な語を、それぞれ次の�①～④�

の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

ア：①　トスカーナ大公国　　②　ローマ共和国　　

　　③　サルデーニャ王国　　④　ヴェネチア共和国

イ：①　分断の　　　　　　　②　二つの

　　③　不完全の　　　　　　④　未回収の

ウ：①　フランクフルト　　　②　ミュンヘン

　　③　ベルリン　　　　　　④　ハンブルク

エ：①　第一共和政　　　　　②　第二共和政

　　③　第一帝政　　　　　　④　第二帝政

オ：①　1854　　　　　　　　②　1861

　　③　1867　　　　　　　　④　1872

カ：①　参議　　　　　　　　②　幕臣

　　③　元老　　　　　　　　④　知藩事

キ：①　板垣退助　　　　　　②　江藤新平

　　③　後藤象二郎　　　　　④　黒田清隆

ク：①　冬戦争　　　　　　　②　下関戦争

　　③　西南戦争　　　　　　④　北方戦争
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縄文～弥生時代の日本に関する次の文章を読んで、あとの設問に答えよ。〔20点〕

○�高校生のヒロさんとユキさんは、日本の縄文時代と弥生時代の集落とその特徴に

ついて調べ、議論をしてみました。

ヒロ：�日本の
（a）

縄文時代や弥生時代の集落について、縄文時代は青森県の三内丸山

遺跡、弥生時代は佐賀県の吉野ヶ里遺跡を取り上げて比較してみたよ。

ユキ：�どちらもそれぞれの時代の代表的な集落遺跡だけど、どのような違いがある

のかな。

ヒロ：�竪穴住居や望楼のようなものがあったのはどちらにも共通しているけれど、

吉野ヶ里遺跡には、環濠がめぐらされていたり、
（b）

高床倉庫もあったようだね。

ユキ：�環濠も高床倉庫も弥生時代になってからみられるものだね。集落に環濠がめ

ぐらされていたということは、集落間での抗争があったことを物語るのかな。

そういえば、
（c）

中国の歴史書にも、2世紀終わりごろのこととして「倭国乱」

という記述があって、
（d）

大きな争乱があったことが記されているね。

ヒロ：�集落の特徴といえば、吉野ヶ里遺跡からは人びとの墓として、甕棺墓のほか

に
（e）

墳丘墓もみつかっているよ。

ユキ：�三内丸山遺跡にも、土坑墓とよばれる集落の人たちの墓があったようだけれど、

（f）
吉野ヶ里遺跡にみられるような墓のあり方とは違うようだね。

ヒロ：�吉野ヶ里遺跡の墳丘墓からは副葬品として、青銅製の剣も出土しているね。

（g）
青銅器が使われたのも、弥生時代の特徴と言えるかな。

ユキ：�集落の特徴を見ていくと、縄文時代と弥生時代の社会の様子が違うことがわ

かるね。今度は実際に現地に行ってみたくなったな。

II
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問 1　下線（a）に関連して。縄文時代と弥生時代に用いられた道具の組み合わせとし

て最も適切なものを、次の�①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　縄文時代：須恵器　　　弥生時代：打製石器

②　縄文時代：埴輪　　　　弥生時代：土偶　

③　縄文時代：刀子　　　　弥生時代：石斧

④　縄文時代：骨角器　　　弥生時代：石包丁

問 2　下線（b）に関連して。弥生時代の農耕と高床倉庫に関して述べた次の文Ｘ・Ｙ

について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを、次の�①～④�の中

から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

　

Ｘ　�水田による米づくりは、縄文時代の終わりごろ、中国大陸から日本の東北地

方に伝わり、やがて西日本にも広まった。

Ｙ　�高床倉庫は、農耕による米などの収穫物保存のために用いられたと考えられ

る。

①　Ｘ─正　Ｙ─正　　②　Ｘ─正　Ｙ─誤　　

③　Ｘ─誤　Ｙ─正　　④　Ｘ─誤　Ｙ─誤
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問 3　下線（c）に関連して。中国の歴史書に記述されている、弥生時代の日本列島で

の出来事を述べた次の文ⅰ～ⅲについて、古いものから年代順に正しく配列し

たものを、次の�①～⑥�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

ⅰ　倭国王帥升等が生口 160人を中国の皇帝に献上した。

ⅱ　倭の奴国の王の使者が、中国の皇帝から印綬を受けた。

ⅲ　倭人が百余国に分かれて、朝鮮半島の楽浪郡に定期的に使者を送っていた。

①　ⅰ─ⅱ─ⅲ　　②　ⅰ─ⅲ─ⅱ　　③　ⅱ─ⅰ─ⅲ　　④　ⅱ─ⅲ─ⅰ

⑤　ⅲ─ⅰ─ⅱ　　⑥　ⅲ─ⅱ─ⅰ　

問 4　下線（d）に関連して。この争乱以後の出来事に関して述べた次の文 a～ dにつ

いて、最も適切なものの組み合わせを、次の�①～④�の中から 1つ選んで、そ

の番号をマークせよ。

a　諸国が共同して邪馬台国の卑弥呼を倭の女王として立てた。

b　争乱を平定した狗奴国の王が、邪馬台国を拠点として倭国を治めた。

c　倭の女王が魏の皇帝に使者を送り、対等な外交を求めた。

d　倭の女王が魏の皇帝に使者を送り、「親魏倭王」の称号などを得た。

①　a・c　　②　a・d　　③　b・c　　④　b・d　　
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問 5　下線（e）に関連して。弥生時代の墳丘墓に関する説明として、最も適切なもの

を次の�①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　墳丘墓の埋葬施設は、横穴式石室が一般的であった。

②　�墳丘墓のなかには、山陰地方の四隅突出型墳丘墓のような大規模なものも

あった。

③　墳丘墓の周囲には、家型埴輪や人物埴輪が並べられた。

④　墳丘墓の形式は、前方後円や前方後方が一般的であった。

問 6　下線（f）に関連して。縄文時代と弥生時代の墓の違いと当時の社会との関係に

関して述べた次の文あ・いとＸ・Ｙについて、最も適切なものの組み合わせを、

次の�①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

あ　�縄文時代の人びとの墓は、おおむね規模が同じであり、身分や貧富の差はな

かったと考えられる。

い　�縄文時代の人びとの墓は、集落内でも規模の大小があり、身分や貧富の差が

あったと考えられる。

Ｘ　�弥生時代の人びとの墓は、規模や副葬品に差があり、身分や貧富の差があっ

たと考えられる。

Ｙ　�弥生時代の人びとの墓は、豊富な副葬品をともなう墳丘墓が多くみられ、身

分や貧富の差はなかったと考えられる。

①　あ─Ｘ　　②　あ─Ｙ　　③　い─Ｘ　　④　い─Ｙ
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問 7　下線（g）に関連して。弥生時代の青銅器使用について述べた文として、最も適

切なものを�①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　�青銅器は縄文時代から日本列島内で普及していたが、弥生時代には鉄器と

ともに用いられた。

②　�青銅器は弥生時代に日本列島内で普及したが、鉄器の導入は飛鳥時代以降

となった。

③　青銅器は主に鍬や鋤などの農工具として用いられた。

④　青銅器は主に銅鐸などの祭祀の用具として用いられた。

問 8　ヒロさんとユキさんは、縄文時代と弥生時代の集落について調べたことをも

とにしながら、弥生時代の社会の特徴をまとめた。この内容として適切でない

ものを次の�①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　�弥生時代は、農耕の発展や金属器の導入などがあった時代であり、身分差

が生まれたことで、強力な支配者が出現した。

②　�弥生時代は農耕の発展などにより集落間の抗争が発生することがあり、集

落のなかには防衛のためにまわりに濠をめぐらすこともあった。

③　�弥生時代は縄文時代に引き続いて大規模な集落が作られた時代であり、集

落内での抗争が続き、強力な支配者が出現しない社会であった。

④　�弥生時代は農耕の発展などにより身分差が生まれた時代であり、このこと

は集落内の墓の規模の違いにも反映している。
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鎌倉時代の美術に関する次の文章を読んで、あとの設問に答えよ。〔20点〕

平安時代末期の兵火で荒廃した東大寺は、
（a）

後白河法皇や源頼朝の支持を得て、

鎌倉時代に入るとめざましい復興を遂げた。勧進上人に任命された� ア �は全

国で寄付を集め、東大寺の建築や彫刻の復興に尽くした。 ア �が採用した建築

様式を、大仏様という。その代表例である東大寺の� イ �には、運慶らが制作

した金剛力士像が安置された。

絵画の分野では、人物の個性をとらえて写実的に描く肖像画である似絵が発達し、�

ウ �とその子� エ �が活躍した。絵巻物が発達し、全国を遊行して踊念仏

を広めた� オ �ら高僧の伝記、寺社の縁起（寺社の草創や発展において神仏が

起こした霊験の物語）などが題材とされたこともこの時代の特徴である。
（b）

滋賀県

の石山寺の縁起を題材とする『石山寺縁起絵巻』には、 カ �と呼ばれる運送業

者が荘園の年貢を京都方面に運ぶ姿を見ることができ、社会の様子を伝える資料と

しても貴重である。武士の活躍を題材とする絵巻物も制作され、
（c）

モンゴル襲来（蒙

古襲来、元寇）を描いた『蒙古襲来絵詞』などが残っている。

問 1　下線（a）に関連して。後白河法皇の著作物として最も適切なものを、次の�①～

④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　『梁塵秘抄』　　②　『山家集』　　③　『神皇正統記』　　④　『禁秘抄』

問 2　空欄� ア �の人物として最も適切なものを、次の�①～④�の中から 1つ選

んで、その番号をマークせよ。

①　空也　　②　湛慶　　③　貞慶　　④　重源

III
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問 3　空欄� イ �の建築として最も適切なものを、次の�①～④�の中から 1つ選

んで、その番号をマークせよ。

①　北円堂　　②　舎利殿　　③　南大門　　④　大仏殿

問 4　空欄� ウ ・ エ �に入る人名の組み合わせとして最も適切なものを、

次の�①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　ウ：藤原隆信　エ：藤原家隆　　②　ウ：藤原家隆　エ：藤原信実

③　ウ：藤原頼通　エ：藤原頼経　　④　ウ：藤原隆信　エ：藤原信実

問 5　空欄� オ �の僧として最も適切なものを、次の�①～④�の中から 1つ選ん

で、その番号をマークせよ。

①　栄西　　②　一遍　　③　快慶　　④　明兆

問 6　下線（b）に関連して。現在の滋賀県は『石山寺縁起絵巻』が制作された当時は

何と呼ばれていたか。次の�①～④�の中から最も適切なものを 1つ選んで、そ

の番号をマークせよ。

①　摂津国　　②　丹後国　　③　近江国　　④　安芸国

問 7　空欄� カ �の運送業者の名称として最も適切なものを、次の�①～④�の中

から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　土倉　　②　借上　　③　供御人　　④　馬借
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問 8　下線（c）に関連して。モンゴル襲来（蒙古襲来、元寇）のときの鎌倉幕府執権

として最も適切なものを、次の�①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマー

クせよ。

①　北条時頼　　②　北条時宗　　③　北条時政　　④　北条高時

問 9　鎌倉時代の美術に関する説明として適切でないものを、次の�①～④�の中から

1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　尾張の瀬戸焼や常滑焼、備前の備前焼など、各地で陶器生産が発達した。

②　伏見天皇の皇子である尊円入道親王が青蓮院流を創始した。

③　中国の技法を取り入れた水墨画が発達し、如拙や周文らが活躍した。

④　�神社の縁起を題材とする絵巻物の代表作として、『春日権現験記絵巻』が挙

げられる。

次の（1）（2）の文章を読んで、あとの設問に答えよ。〔20点〕

（1）�天文 18（1549）年、スペインのイエズス会宣教師� ア �が、 イ �に来

航し、領主島津貴久の許可を得て、キリスト教を布教した。その後も、続々と

宣教師が来日している。入信した大名は、
（a）

キリシタン大名と呼ばれ、九州や

近畿地方に多く、南蛮貿易やキリシタン保護を行った。

　　永禄 6（1563）年に来日した、ポルトガルのイエズス会宣教師� ウ �は、

（b）
織田信長や

（c）
豊臣秀吉とも対面しており、その印象を『日本史』に書き残し

ている。

（2） 天正 18（1590）年、
（d）

五大老筆頭の
（e）

徳川家康は、関東に移され、約 250万石の

IV
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大名となり、豊臣秀吉の死後、権力を拡大した。豊臣政権の継続をめざす五奉

行の石田三成は、家康と対立し、慶長 5（1600）年に関ヶ原の戦いが起こる。家

康は、勝利をおさめ、慶長 8（1603）年に� エ �となり、江戸幕府を開く。

問 1　空欄� ア �と� ウ �に入る人物で、最も適切な組み合わせを、次の�

①～⑤�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　ア：ガスパル=ヴィレラ　　　　ウ：フランシスコ=ザビエル

②　ア：フランシスコ=ザビエル　　ウ：ガスパル=ヴィレラ　

③　ア：フランシスコ=ザビエル　　ウ：ルイス=フロイス

④　ア：ルイス=フロイス　　　　　ウ：ガスパル=ヴィレラ

⑤　ア：ガスパル=ヴィレラ　　　　ウ：ルイス=フロイス

問 2　空欄� イ �にあてはまる地名として、最も適切なものを次の�①～④�の中

から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　福岡　　②　佐賀　　③　長崎　　④　鹿児島

問 3　下線（a）に関連して。次の�①～④�の中からキリシタン大名として適切でない

ものを 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　大友宗麟　　②　大村純忠　　③　有馬晴信　　④　伊達政宗
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問 4　下線（ｂ）に関連して。信長が関わった出来事�㋐～㋓�を、古い方から並べた場

合、あてはまるものはどれか。次の�①～④�の中から、最も適切なものを 1つ

選んで、その番号をマークせよ。

㋐　長篠の戦い

㋑　延暦寺を焼き討ちする

㋒　桶狭間の戦い

㋓　姉川の戦い

①　㋑→㋐→㋓→㋒　　②　㋒→㋓→㋑→㋐　　③　㋐→㋒→㋓→㋑

④　㋓→㋑→㋒→㋐

問 5　下線（c）に関連して。秀吉の時期の出来事として最も適切なものを、次の�①～

④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　秀吉が、刀狩令と同時に発布したのは、海賊取締令である。

②　日本勢は、慶長の役で、北京まで進攻した。

③　秀吉は、大坂城に後陽成天皇の行幸を仰いだ。

④　狩野探幽は、聚楽第の障壁画を描いた。

問 6　下線（d）に関連して。次の�①～④�の中から五大老として適切でないものを１

つ選んで、その番号をマークせよ。

①　毛利輝元　　②　浅野長政　　③　前田利家　　④　宇喜多秀家



—�14�—

地
歴 

Ａ

問 7　下線（e）に関連して。次の�①～④�の中から適切でないものを 1つ選んで、そ

の番号をマークせよ。

①　家康が開いた幕府は、約 270年間続いた。

②　大名の分類のうち、関ヶ原の戦い前後に徳川家に従った大名を、外様という。

③　家康は、イエズス会のヴァリニャーノを外交顧問にした。

④　�儒学者の林羅山は、家康に登用され、秀忠・家光・家綱の四代の将軍に仕

えた。

問 8　空欄� エ �は何か。次の�①～④�の中から最も適切なものを 1つ選んで、

その番号をマークせよ。

①　関白　　②　征夷大将軍　　③　太政大臣　　④　古河公方

次の（1）～（4）の文章を読んで、あとの設問に答えよ。〔15点〕

（1）�幕末の開港により始まった対外貿易で、輸出品の中心となったのは� ア �

であった。工場制手工業のもとで国内生産は急増し、
（a）

輸出総額の 80%近くを

占めるようになった。

（2）�日本産の� ア �は当初外国産に比べて品質が劣っていたが、明治政府の品

質管理により、次第に安価で良質な製品が生産されるようになった。明治 27

（1894）年には、器械による生産量が
（b）

在来技術による生産を上回り、明治 42

（1909）年の輸出量は� イ �を超えて、日本は世界一の輸出国となった。他方、

農商務省は明治 36（1903）年に工場労働者の実態を克明に調査し、『職工事情』

という報告書としてまとめた。

（3）�明治 17（1884）年以降、 ウ �が� ア �の最大の輸出先であったが、その

Ⅴ
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比重は年々増し、やがて� ア �の輸出額の 80%に達するに至った。さらに�

ア �は
（c）

日本の輸出総額の首位を占めていたことから、日本経済は�

ウ �の景気変動の影響を強く受けるようになった。

（4）�
（d）

昭 和 4（1929）年 の 世 界 恐 慌 を 契 機 に、 ア � の 輸 出 は 激 減 し、 対�

ウ �貿易は著しい輸入超過となり、日本の経済基盤は大きく揺らぐことに

なった。

問 1　空欄� ア �に入る最も適切なものを、次の�①～④�の中から 1つ選んで、

その番号をマークせよ。

①　絹織物　　②　綿織物　　③　生糸　　④　茶

問 2　下線（a）に関連して。幕末期、 ア �に次いで輸出総額第 2位だったもの

は何か。次の�①～④�の中から最も適切なものを 1つ選んで、その番号をマー

クせよ。

①　木材　　②　石炭　　③　茶　　④　硫黄

問 3　下線（b）に関連して。在来技術についての説明として、適切でないものを次の�

①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　ベルト・歯車仕
じ

掛
か

けの簡単な器具を用いる技術である。

②　都市部の工場で採用されて、めざましい発展を遂げた。

③　幕末から明治期まで一般に広く普及していた技術であった。

④　�器械による生産が展開するにつれて、この技術はほとんど用いられなくな

った。
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問 4　空欄� イ �と� ウ �を補うのに最も適切な国名の組み合わせを、次の�

①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　イ：中国　ウ：アメリカ　　②　イ：オランダ　ウ：イギリス

③　イ：イギリス　ウ：中国　　④　イ：イギリス　ウ：アメリカ

問 5　下線（c）に関連して。昭和 10（1935）年、それまでの輸出総額の第 1位であった�

ア �に代わって、輸出総額の首位を占めるようになったものは何か。次の

①～④�の中から最も適切なものを 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　綿織物　　②　石炭　　③　木材　　④　茶

問 6　下線（d）に関連して。世界恐慌によって深刻化した昭和恐慌の説明として、適

切でないものを次の�①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　�昭和 5（1930）年に金輸出解禁を断行したことによって、金の大量流出と企

業の操業短縮、さらには倒産や賃金引き下げを招き、深刻化した。

②　�企業競争が激化したために、法律によって生産量の制限・価格の設定を強

制的に決め、産業を守ろうとした。

③　�都市の企業間競争は熾烈を極めたが、昭和5（1930）年は豊作年であったため、

農家収入は微増した。

④　�統帥権干犯問題や満州事変などとともに、軍人や右翼による国家改造運動

が活発化する一因となった。
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次の文章を読んで、あとの設問に答えよ。〔25点〕

科挙は宋代以降の中国社会を大きく特徴付けた制度である。試験によって個人の

能力を測定し、合格者に官僚になる資格を与えるこの制度は、
（a）

隋の時代に始まった。

（b）
この試験に合格して官僚になるものは徐々に増えていったが、隋唐時代には、貴

族の子弟を登用する制度なども存在したため、科挙に合格せずとも立身出世するこ

とは可能であった。

この状況が変化するのが宋代である。宋代になると官僚への道は科挙にほぼ限定

されるようになった。科挙は男性であれば基本的に誰でも受験することが可能で、

（c）
合格すれば本人だけでなく一族も様々な特権を享受することができたため、人々

は争って科挙を受験した。

ただし、その競争は極めて過酷であった。子どもたちは幼い頃から� A �な

どの儒教の経典を暗唱しはじめ、最終的に 40万文字以上の経典を暗記することが求

められた。科挙は論述試験であったから、優れた文章を書く訓練も必要である。

（d）
歴史にも詳しくなければならない。優秀な子どもが必死に勉強を続けても合格で

きる保証はない。
（e）

特別に優秀な受験生は 10代のうちに合格することもあったが、

何度も落第を続けて 70歳を超える老人になっても諦めきれずに受験を続ける者もい

た。
（f）

科挙をめぐる様々な人間模様は、清代の小説にも詳しく描かれている。

結婚し、子どもを育てながら受験を続ける者も多かったため、受験生はしばしば

苦しい生活を強いられた。最終的に受験を諦めた者の中には、法律を学んで官僚の

アシスタントをして生計を立てる者もいたが、民衆が裁判を起こすのを陰で助けて、

官僚を悩ませる者もいた。
（g）

また科挙の受験に失敗した者の中には、王朝を揺るが

す大反乱に関わる者もいた。

科挙は一時的に廃止された時期もあったが、
（h）

最終的には清朝末期まで続けられ

ることになった。

II
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問 1　下線（a）に関連して。三国時代から隋代はじめまでは、中央から派遣された役

人が任官希望の人材を審査して中央に報告する制度が実施されていた。この制

度の名称として最も適切な語を、次の�①～④�の中から 1つ選んで、その番号

をマークせよ。

①　郷挙里選　　②　三長制　　③　骨品制　　④　九品中正

問 2　下線（b）に関連して。唐代には玄宗皇帝と楊貴妃との悲恋を歌った「長恨歌」

で有名な詩人も科挙に合格して官僚となっている。この詩人の名前として最も

適切な語を、次の�①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　陶潜　　　　②　白居易　　③　李白　　　④　杜甫

問 3　下線（c）に関連して。科挙合格者の特権の中には徭
よう

役
えき

と呼ばれる強制労働の免

除がある。このような特権を利用して大地主となり、権威ある指導者層として

地方の政治に強い影響力を持った有力者のことを何と言うか。最も適切な語を、

次の�①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　郷紳　　　　②　佃戸　　　③　郷勇　　　④　八旗

問 4　 A �は孔子と弟子の言行録である。孔子の死後に弟子が編纂したとされ

るこの著作の名称として最も適切な語を、次の�①～④�の中から 1つ選んで、そ

の番号をマークせよ。

①　『五経正義』　②　『論語』　　③　『史記』　　④　『四庫全書』
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問 5　下線（d）に関連して。受験生は歴史を学ぶために様々な書物を学んだが、北宋

時代に編纂された『資治通鑑』や、その内容をダイジェストしたものは特によ

く学ばれた。『資治通鑑』の編纂者の名前として最も適切な語を、次の�①～④�

の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　欧陽脩　　　②　顔真卿　　　　③　司馬光　　　④　司馬遷

問 6　下線（e）に関連して。若くして科挙に合格した人物の中には、北宋の著名な文

人がいた。この人物は数え年 22歳で合格し、同じ試験を受験した弟も 19歳で

合格している。王安石の新法に反対した人物としても知られるこの人物の名前

として最も適切な語を、次の�①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマーク

せよ。

①　柳宗元　　　②　岳飛　　　　　③　蘇軾　　　　④　朱熹

問 7　下線（f）に関連して。清代の呉敬梓によって著された小説はその代表格である。

この小説の名称として最も適切な語を、次の�①～④�の中から 1つ選んで、そ

の番号をマークせよ。

①　『紅楼夢』　　②　『儒林外史』　　③　『西遊記』　　④　『水滸伝』

問 8　下線（g）に関連して。清朝末期には科挙に落第したある人物がキリスト教的宗

教結社を組織して清朝と対立し、太平天国を建てることになった。この人物の

名前として最も適切な語を、次の�①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマ

ークせよ。

①　陳勝　　　　②　朱元璋　　　　③　李自成　　　④　洪秀全
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問 9　下線（h）に関連して。科挙は近代化が求められた清末には徐々に存在意義を失

い、最終的に廃止されることになった。科挙の廃止が決定された年として最も

適切なものを、次の�①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　1840年　　　②　1894年　　　③　1900年　　　④　1905年

次の文章を読んで、あとの設問に答えよ。〔25点〕

前 1000年頃、古代イタリア人の一派ラテン人が北方からイタリア半島に南下し、

ティベル川のほとりに都市国家ローマを建設した。ローマは、はじめ先住民�

ア �人の文化に大きな影響を受けていたが、前 6世紀末に� ア �王を追放

して共和政となった。ローマでは� イ �と呼ばれる貴族と、 ウ �と呼ばれ

る中小農民を中心とする平民に分かれており、貴族の会議である元老院が実質的な

支配権を握っていた。

しかし、重装歩兵として国防を担うようになった中小農民は、しだいに貴族の支

配に対して不満をもち、
（a）

平民と貴族との身分闘争がおこり、次第に平民と貴族の

法律上の権利が同等となっていく。

ローマは重装歩兵を中核にして周辺の都市国家を征服し、前 3世紀前半に全イタ

リア半島を支配するようになる。支配下に置かれた諸都市は、それぞれ異なる権利

や義務をもちながらローマと個別に同盟を結び、服属した一部の住民にはローマの

市民権が与えられた。こうした� エ �によって、被支配者の団結や抵抗を抑え

たのである。

前 3世紀半ばには、地中海西方を支配していた� オ �人植民市のカルタゴと

対立し、3回にわたってポエニ戦争がおこった。カルタゴの将軍ハンニバルに苦し

められつつも� カ �の活躍などでローマは勝利をおさめ、前 2世紀半ばには地

中海全体をほぼ制覇するようになる。

III
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拡大する征服戦争は、都市国家ローマの性格を大きく変質させ、
（b）

共和政の土台

が揺らぎはじめた。ローマの中小農民は長期の征服戦争に出征するうちに農地が荒

廃して没落する一方、元老院議員や騎士階層はイタリア半島で農民が手放した土地

を買い集めたり、征服でローマのものとなった公有地を手に入れるなどして、
（c）

大

土地所有制による大規模な農業経営を行った。貧富の差による対立は激化し、政治

家たちは、元老院の伝統を守ろうとする� キ �と、無産市民や騎士が支持する�

ク �に分かれて争った。

問 1　空欄� ア �～� ク �を補うのに最も適切な語を、それぞれ次の�①～

④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

ア：�①　カッシート� ②　シュメール� ③　エトルリア� ④　アラム

イ：�①　ディアドコイ� ②　プレブス�

� ③　パトリキ� ④　コンスル

ウ：�①　ディアドコイ� ②　プレブス�

� ③　パトリキ� ④　コンスル

エ：�①　専制君主政� ②　恩貸地制度� ③　分割統治� ④　郡国制

オ：�①　フェニキア� ②　カナーン�

� ③　ヒッタイト� ④　アーリヤ

カ：�①　ペリクレス� ②　スキピオ�

� ③　レピドゥス� ④　アレクサンドロス大王

キ：�①　長老派� ②　開化派� ③　平民派� ④　閥族派

ク：�①　長老派� ②　開化派� ③　平民派� ④　閥族派
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問 2　下線（a）に関連して。共和政のローマでは、平民と貴族の間の権利をめぐって

様々な法律が作られていく。以下の表は代表的なローマ法について記したもの

であるが、空欄� A �～� C �を補うのに最も適切な語の組み合わせ

を、次の�①～④�の中から１つ選んで、その番号をマークせよ。

①　Ａ：リキニウス・セクスティウス法

　　Ｂ：十二表法

　　Ｃ：ホルテンシウス法

②　Ａ：十二表法

　　Ｂ：ホルテンシウス法

　　Ｃ：リキニウス・セクスティウス法

③　Ａ：ホルテンシウス法

　　Ｂ：リキニウス・セクスティウス法

　　Ｃ：十二表法

④　Ａ：十二表法

　　Ｂ：リキニウス・セクスティウス法

　　Ｃ：ホルテンシウス法

年代 法の名称 法の主な内容

前 5世紀半ば Ａ ローマの慣習法をはじめて成文化する

前 367年 Ｂ 執政官の１人を平民から選ぶ

前 287年 Ｃ 元老院の認可なしで平民会の決議が認められる
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問 3　下線（b）に関連して。いわゆる「内乱の 1世紀」におこった次の�①～④�の出

来事を、おこった順に並びかえたとき、3番目にくる番号をマークせよ。

①　�奴隷たちがトラキア出身の剣闘士スパルタクスを主導者として大反乱をお

こした。

②　�護民官に選ばれたグラックス兄弟は、大土地所有者の土地を無産市民に分

配しようとしたが失敗し、兄は殺され、弟は自殺した。

③　�オクタウィアヌスはアクティウムの海戦でエジプトのプトレマイオス朝を

破り、ローマの属州とした。

④　カエサルは対立していたポンペイウスを倒してローマの独裁権を握った。

問 4　下線（c）に関連して。古代ローマにおける大土地所有制を意味する最も適切な

語を、次の�①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　ラティフンディア　　②　プリンキパトゥス

③　コロヌス　　　　　　④　ミスル
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次の文章を読んで、あとの設問に答えよ。〔25点〕

近代ヨーロッパでは、商工業の発展を背景として近代的な市民社会の成立をめざ

す社会変革運動がおこっていた。この動きは
（a）
18世紀後半に大西洋を越え、北アメ

リカにおいてイギリスからの独立を求める革命に飛び火した。

七年戦争で巨額の財政赤字を抱えたイギリスは、1765年、植民地への課税強化の

ために� ア �を導入し、北アメリカ植民地の反発を招いた。こうして 1775年、

北アメリカ大陸の大西洋岸に広がる 13のイギリス領植民地と本国の間で独立戦争が

始まった。植民地側はワシントンを総司令官に任命して戦い、
（b）

フランスやスペイ

ンの支援を受けて、戦況は次第に優勢となる。ヨークタウンの戦いで独立軍に敗れ

たイギリスは、1783年に� イ �条約を結び、アメリカ合衆国の独立を承認した。

建国当初のアメリカ合衆国は、各州の独立性が強く、ゆるやかな連合体にすぎな

かった。それゆえ、財政的ないきづまりや治安の悪化に対処するため、強力な中央

政府（連邦政府）の樹立をめざす動きが強くなった。こうして、1787年に憲法制定

会議が� ウ �で開かれ、近代的な成文憲法である
（c）

合衆国憲法がつくられた。

この憲法のもと、アメリカ合衆国はまとまった一つの国家として、国内の整備を進

めていく。

しかし 19世紀半ばになると、アメリカ合衆国では奴隷制問題をめぐる国内の対立

が強まった。北部では奴隷制反対を掲げる� エ �が発足し、一方の南部では、

農場主の利害を代弁し奴隷制を容認する� オ �の一部が合衆国からの分離を主

張した。 オ � は、1860年の大統領選で奴隷制の拡大をめぐって分裂し、�

エ �のリンカンが勝利した。翌年、南部の 7州がアメリカ連合国（南部連合）

を発足させ、南北の対立はアメリカ史上最多の死者を出す南北戦争へと拡大した。

1863年のゲティスバーグの戦いに勝利した北部は、以降優勢を保ち、1865年に南部

は降伏し合衆国は再び統一された。

当初のアメリカ合衆国は、国土の面で見ると大西洋岸にわずかな面積を持つにす

ぎなかった。今日のように広大な領土を抱える姿は、建国以降、徐々に形成された

ものであった。19世紀のアメリカ合衆国は、
（d）

領土と勢力を急速に拡大させ、それ

IV
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にともない、19世紀末にはイギリスとドイツをしのぐ世界一の工業国へと発展した。

一方、対外政策の面では、第 5代大統領� カ �の教書がアメリカ合衆国の外

交路線の基本となった。つまり、ヨーロッパ諸国のアメリカ大陸への干渉に反対す

るとともに、アメリカ合衆国もヨーロッパに干渉しないという孤立主義の外交方針

である。この原則に立つアメリカ合衆国は、1910年に� キ �で革命が始まると、

この国の内戦に軍事介入した。さらには、
（e）
1914年に開通したパナマ運河の管理権

をにぎるなど、アメリカ合衆国は中米・カリブ海地域での覇権を確立することにな

った。

問 1　空欄� ア �～� キ �を補うのに最も適切な語を、それぞれ次の�①～

④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

ア：①　印紙法　　　　　　　②　禁酒法

　　③　航海法　　　　　　　④　穀物法

イ：①　サンフランシスコ　　②　パリ

　　③　ポーツマス　　　　　④　ロンドン

ウ：①　シカゴ　　　　　　　②　ニューオーリンズ

　　③　フィラデルフィア　　④　ニューヨーク

エ：①　自由党　　　　　　　②　共和党

　　③　保守党　　　　　　　④　民主党

オ：①　自由党　　　　　　　②　共和党

　　③　保守党　　　　　　　④　民主党

カ：①　ジャクソン　　　　　②　ローズヴェルト

　　③　モンロー　　　　　　④　ウィルソン

キ：①　キューバ　　　　　　②　メキシコ

　　③　ハイチ　　　　　　　④　イラク
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問 2　下線（a）に関連して。次の�①～④�の出来事を、おこった順に並びかえたとき、

3番目にくる番号をマークせよ。

①　�植民地の代表による第 1回大陸会議が開かれ、本国に自治の尊重を要求し

た。

②　トマス=ジェファソンらが起草した独立宣言が採択・発表された。

③　フレンチ=インディアン戦争でイギリスが勝利した。

④　�茶法に反対する住民が東インド会社の船をおそい、茶箱を海に投げ捨てる

「ボストン茶会事件」がおきた。

問 3　下線（b）に関連して。アメリカ独立戦争当時のフランスの統治者として最も適

切な人物を、次の�①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　ルイ 14世　　　②　ルイ 16世

③　ルイ 18世　　　④　ルイ=フィリップ

問 4　下線（c）に関連して。合衆国憲法に基づく政治制度として最も適切なものを、

次の�①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　人民主権を基礎とした立憲君主制が採用された。

②　軍の最高司令官の職も兼ねる大統領の任期は 4年と定められた。

③　立法権は貴族院と衆議院からなる連邦議会が担った。

④　連邦政府には外交・通商規制・司法などの権限が与えられた。
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問 5　下線（d）に関連して。アメリカの領土や勢力の拡大に関わる行動の記述として

適切でないものを、次の�①～④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　メキシコとの戦争に勝利し、カリフォルニアを獲得した。

②　ミシシッピ川以西のルイジアナをフランスから購入した。

③　清との戦争に勝利し、フィリピンとグアムを獲得した。

④　ペリーを日本へ派遣し、日米和親条約を結んだ。

問 6　下線（e）に関連して。この年におきた出来事として最も適切なものを、次の�①

～④�の中から 1つ選んで、その番号をマークせよ。

①　�オーストリアの帝位継承者夫妻がセルビア人により暗殺されるサライェヴォ

事件がおきた。

②　�ドイツ軍がスイスの中立を無視して侵入し、さらにフランスに侵攻してパ

リに迫った。

③　タンネンベルクの戦いでドイツ軍がソ連軍を撃破した。

④　三国同盟に属するイタリアが協商国側に立って参戦した。




