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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 21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4ページまで、日本史選択者問題が5ページから13ページまで、世界史選択者問題

が14ページから21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、マーク式と記述式の二種類である。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し、記述式解答用紙の定められた位置に氏名及び受験番号を
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または記入すること。余白、裏面には何も書いてはな
らない。問題冊子の裏表紙の下書き欄は、自由に用いてよい。

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。

B

B日程
（2月 6日）



—�1�—

地
歴 

Ｂ

歴
史
総
合

� 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〕

（a）
アジア・太平洋戦争は、日本の敗北に終わった。日本はポツダム宣言を受諾す

ることを決め、昭和天皇が終戦の詔書を読みあげる音声の録音をラジオで放送した。

これを「玉音放送」と言う。しかし、
（b）

この放送ですぐさま平和が訪れたわけでは

ない。南樺太や満洲ではソ連軍の侵攻が続き、混乱の中で多くの犠牲者が出た。シ

ベリアに連行・抑留された軍人や民間人は 57万人を越えると推定され、厳しい強制

労働によっておよそ 5万 5000人が亡くなったと言われている。子どもを中国人に託

して帰国せざるを得なかった者もおり、そのような中国人に育てられた日本人の子

どもを「中国残留孤児」と言う。

中華民国は戦勝国となったが、長期間の戦争で国土は荒廃し、人々の生活は困窮

していた。そのような中で、国民党と共産党との国共内戦が全面的に始まり、最終

的に農民の支持を集めた共産党が勝利する。
（c）

毛沢東は北京の天安門で中華人民共

和国の成立を宣言し、内戦に敗北した蔣介石は台湾に逃れ、そこで中華民国政府を

維持していくことになる。中華民国の支配領域は小さかったが、西側陣営では中国

を代表する正統な政府と認められた。蔣介石が台湾に逃れてからまもなく、台湾で

は国民党に対する民衆の抗議デモが発生したが、これを武力弾圧する二・二八事件

が発生し、1949年には
（d）

戒厳令がしかれることになった。中華人民共和国の主張す

る「台湾解放」に対抗するため、中華民国は「大陸反攻」をとなえて緊張状態が続

くことになる。

日本の植民地であった朝鮮半島は、北部をソ連、南部をアメリカが占領すること

になった。
（e）

米ソ対立の激化により、統一政府樹立の動きは頓挫し、南側では

A �を大統領とする大韓民国（韓国）が成立し、北側では� B �を首相と

I



—�2�—

地
歴 

Ｂ

する朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）が成立した。
（f）
1950年に朝鮮戦争が勃発す

ると、アメリカを主力とする国連軍が韓国側で参戦し、北朝鮮には中国が人民義勇

軍を派遣してこれを支援した。激戦の末に戦線は膠着し
（g）
1953年に休戦協定が結ば

れることになった。

第二次世界大戦中に、東南アジア各地は日本軍に占領された。
（h）

戦後は各地で独

立の動きが見られたが、旧宗主国はすぐに独立を認めなかったので、戦争を経てよ

うやく独立が達成される国もあった。

問 1　空欄� A �～� B �を補うのに最も適切な語を漢字で記せ。

問 2　下線（a）に関連して。戦後の日本に関する文章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　�マッカーサーを最高司令官とする GHQが東京に設けられ、日本を直接統

治した。

②　女性参政権が認められ、1946年の総選挙では女性議員が 39人当選した。

③　経済機構の民主化のひとつとして財閥解体が行われた。

④　1946年 11月 3日に日本国憲法が公布され、翌 1947年 5月 3日に施行された。

問 3　下線（b）に関連して。日本が横浜沖のミズーリ号上で降伏文書に調印したのは

1945年の何月何日か。その日付として最も適切なものを次の�①～④�の中から 1

つ選び、その番号をマークせよ。

①　8月 6日　　②　8月 9日　　③　8月 15日　　④　9月 2日　
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問 4　下線（c）に関連して。1970年代に日本は中華人民共和国と国交を樹立する。こ

の日中国交正常化に関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　�広大な中国市場に期待を寄せる日本の財界は、かねてから日中国交正常化

を強く望んでいた。

②　�田中角栄首相は 1972年に日中共同声明に調印して、両国の戦争状態に終止

符を打った。

③　日中共同声明で中国側は日本に対する戦争賠償の請求を放棄した。

④　日本政府は日中国交正常化後も台湾（中華民国）との国交を維持し続けた。

問 5　下線（d）に関連して。この戒厳令は蔣介石のあとを継いで総統となった息子の

蔣経国によって 1987年に解除される。蔣経国の死後に、初めての台湾生まれの

総統によって民主化が進められるが、その人物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　陳水扁　　②　蔡英文　　③　李登輝　　④　馬英九

問 6　下線（e）に関連して。資本主義陣営を代表するアメリカと社会主義陣営を代表

するソ連は鋭く対立したが、直接戦争には至らなかった。1989年まで続くこの

ような対立を何と言うか。最も適切な語を漢字 2字で記せ。

問 7　下線（f）に関連して。朝鮮戦争によって日本に駐留していたアメリカ軍が朝鮮

に出動したため日本には軍事的空白が生まれた。これを埋めるために設置され

た組織を何と言うか。1950年に創設された当時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　自衛隊　　②　警察予備隊　　③　保安隊　　④　特攻隊
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問 8　下線（g）に関連して。朝鮮半島は現在も、あるラインで分断されている。この

境界を示す言葉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　北緯 17度線　　　　　　　　　②　北緯 38度線

③　北緯 45度線　　　　　　　　　④　北緯 50度線

問 9　下線（h）に関連して。東南アジア諸国の独立に関する文章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　�ベトナムでは、ホー=チ=ミンが日本の占領下で独立運動を始め、1945年 9

月にベトナム民主共和国の独立を宣言したが、アメリカは独立を認めず

1946年からベトナム戦争が始まった。

②　�カンボジアは 1953年にフランスから独立を果たし、国王シハヌークのもと

で東西どちらの陣営にも属さない中立政策を進めた。

③　�インドネシアの独立指導者であったスカルノは第二次世界大戦中は日本軍

に協力したが、日本の降伏直後に独立を宣言し、大統領となった。

④　�ビルマはアウン=サンの指導のもと独立運動をすすめ、1948年にイギリス

から独立し、社会主義を志向した政策をとった。
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古代から中世の銭貨に関する次の文章を読んで、あとの設問に答えよ。

（史料は、一部省略したり、書き改めたりしたところがある。）〔20点〕

○�高校生のユウさんとヨシさんは、博物館で古代の銭貨に関する展示を見て、お互

いに意見を交わしました。

ユウ：�ここに展示されているのは、奈良時代から平安時代にかけて、日本でつくら

れた銭貨だね。

ヨシ：�以前は皇朝十二銭とか本朝十二銭とよばれていたように、12種類の銭貨がつ

くられたと考えられていたけれど、
（a）

天武天皇の時代に� A �とよばれ

る銭貨がつくられたことがわかったので、今は 13種類の銭貨がつくられたと

なっているね。

ユウ：�和銅 3（710）年に平城京が造営される前後に和同開珎が鋳造されているけれど、

当時こうした銭貨はどのくらい流通したのだろうね。

ヨシ：�都の造営費用の支払いにも充てられたようだから、人びとの間に広まったは

ずだけれど、和銅 4（711）年に� B �令が出されて、銭貨の流通を促して

いるくらいだから、あまり普及しなかったのかもしれない。ただ都の周辺では、

偽金の私鋳銭が出回ったくらいだから、けっこう使われていたようだね。

ユウ：�地方では、
（b）

律令で定められた税の品目として、田 1段につき稲 2束 2把を

納める� C �や、その土地の産物を納める調、労役のかわりに布を納め

る庸が規定されていたから、銭貨よりも物品による交易の方が一般的だった

のかもしれないね。

ヨシ：�展示の解説に、天平宝字 4（760）年に和同開珎に代わって万年通宝がつくられ

たときの、天皇の勅が紹介されているよ。

　　�「最近、私鋳銭が多く出回り、正規の貨幣と半々になっている。新銭の万年

通宝 1枚を旧銭の和同開珎 1枚の 10倍の価値とする。」（『続日本紀』大意）

II
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とあるね。朝廷の命令で新しい貨幣が今までの和同開珎の 10倍の価値を持つ

ことになるなんて、これでは都の人びとも
（c）

銭貨を使うのをためらうのでは

ないかな。

ユウ：�展示されてある、このあとの銭貨を見ると、どんどん小さく、しかも粗悪に

なっているよ。最後の本朝十二銭は村上天皇の時代の乾元大宝だけれど、銭

貨の文字もよく読み取れないくらいだ。

ヨシ：�このあと日本ではしばらく銭貨の流通は停滞するんだ。ただ平安時代の終わ

りになって、平清盛が都に近い港として大輪田泊を修築して、宋（南宋）と

の貿易を推進すると、宋の銭貨が輸入されて、また銭貨が使われるようにな

るんだ。

ユウ：�鎌倉時代になると、金銭の輸送を手形で代用する� D �が使われたり、

（d）
高利貸し業者の借上が現れたりするのも、また銭貨が普及するようになっ

たからだね。銭貨の流通も、時代によってさまざまな変化があることがわか

ったよ。

問 1　空欄� A �～� D �を補うのに最も適切な人名、語を漢字で記せ。

問 2　下線（a）に関連して。天武天皇に関する出来事として、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　飛鳥から藤原京に遷都をした。

②　最初の戸籍である庚午年籍を作成した。

③　壬申の乱で大友皇子を倒して勝利した。

④　憲法十七条を定めて、新しい政治理念を示した。



—�7�—

地
歴 

Ｂ

日
本
史

問 3　下線（b）に関連して。律令の規定とその後の展開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　�大宝律令では中央行政組織として、神々の祭祀をつかさどる神祇官と、行政

全般を管轄する太政官が置かれた。

い　�大宝律令では地方組織として、伝統的地方豪族から任じられる国司と、中央

から派遣された貴族が任じられる郡司が置かれた。

Ｘ　�奈良時代から平安時代にかけて、必要に応じて令外官とよばれる新しい官職

が設けられるようになった。

Ｙ　�郡司のなかには任期が終わると都に戻り、摂関家に取り入ってその家の事務

を扱う家司になるものが現れた。

①　あ─Ｘ　　②　あ─Ｙ　　③　い─Ｘ　　④　い─Ｙ

問 4　下線（c）に関連して。この理由として考えられる考察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　�私鋳銭が減り、また貨幣の価値が上がったので、物価が下落したからだと

考えられる。

②　�私鋳銭が減り、また貨幣の価値が下がったので、物価が上昇したからだと

考えられる。

③　�私鋳銭が広まり、また貨幣の価値が上がったので、物価が下落したからだ

と考えられる。

④　�私鋳銭が広まり、また貨幣の価値が下がったので、物価が上昇したからだ

と考えられる。
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問 5　下線（d）に関連して。借上や土倉などの中世の高利貸し業者に関して述べた次

の文Ｘ・Ｙについて、その正誤の組合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　鎌倉幕府による永仁の徳政令は、借上の権利を保護するために出された。

Ｙ　正長の徳政一揆（土一揆）が発生したとき、土倉は襲撃の対象外であった。

①　Ｘ─正　Ｙ─正　　②　Ｘ─正　Ｙ─誤　　

③　Ｘ─誤　Ｙ─正　　④　Ｘ─誤　Ｙ─誤

次の文章を読んで、あとの設問に答えよ。〔20点〕

室町幕府の政治は 4代将軍足利義持の時代までは比較的安定していたが、6代将

軍義教の時代に転換点を迎える。義教は� ア �の足利持氏を滅ぼすなど、対抗

勢力に強硬な措置をとった。しかし、義教は 1441年に有力守護である� A �に

殺害され、将軍の権威は大きく失墜した。同年には� イ �の徳政一揆が起こる

など、土一揆が頻繁に発生したことも幕府政治のゆらぎを象徴している。

義教の子である 8代将軍義政の時代には、畠山家と斯波家に家督争いが起こり、

将軍家でも義政の弟の� B �と、子の義尚を推す義政の妻日野富子が争ってい

た。これらの争いに有力な守護大名たちが介入したことで対立は激化し、
（a）

応仁の

乱が始まった。守護大名たちは東軍と西軍に分かれて戦い、
（b）

主戦場となった京都

は荒廃した。義政は応仁の乱に際して有効な解決策を講じることができなかったが、

乱の終息後には京都の東山に山荘をつくって銀閣を建立するなど、文化の発展にお

ける貢献度は高い。また、同じ山荘内に建てられた東求堂には� C �という四

畳半の部屋があり、近代の和風建築の原型とされている。

III
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問 1　空欄� A �～� C �を補うのに最も適切な人名、語を記せ。

問 2　空欄� ア �を補うのに最も適切な語を、次の�①～④�の中から 1つ選んで、

その番号をマークせよ。

①　九州探題　　②　奥州探題　　③　鎌倉公方　　④　関東管領

問 3　空欄� イ �を補うのに最も適切な語を、次の�①～④�の中から 1つ選んで、

その番号をマークせよ。

①　明徳　　②　嘉吉　　③　観応　　④　永享

問 4　下線（a）に関連して。応仁の乱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　西軍が京都を制圧して乱は終わった。

②　細川勝元が東軍を、山名持豊（宗全）が西軍を率いた。

③　混乱をおさめるため、足利義政の兄が将軍職を継承した。

④　�家督争いが起こった畠山家と斯波家は、室町幕府の要職を務めた四職のう

ちの二家である。

問 5　下線（b）に関連して。この頃、守護大名たちの領国ではどのような争いがくり

広げられていたか、説明せよ。
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天保の改革に関する次の文章を読んで、あとの設問に答えよ。〔20点〕

　12代将軍家慶は、父家斉が 50年間将軍職にあったことから、
（a）

天保 8（1837）年

に 45歳で、ようやく将軍となった。しかし家斉は、その後も 4年間� ア �とし

て実権を握り続けたため、家慶の時代は、家斉の死後、家慶が 50歳のころから、と

言えるかもしれない。ここから、老中の� A �が中心となり天保の改革が始まる。

この改革は、享保の改革と寛政の改革を手本にし、将軍や大奥を含め、武士から

庶民に至るまで、徹底的に贅沢を禁じ、倹約令を課した。庶民の娯楽である寄席や

歌舞伎、高価な料理や菓子なども、取り締まりの対象となった。7代目の市川団十

郎は、派手な暮らしを咎められ、江戸追放になった。寄席は激減し、歌舞伎の三座

は浅草に移転することになる。風紀を乱すとして、人情本作家の� B �や柳亭

種彦も罰せられている。

A �は、天保の飢饉で荒廃した農村を復興させるため、百姓の� C �で

の出稼ぎを禁じて、帰農させる人返しの法も実施した。

また、物価高騰は、株仲間が上方からの流通を独占していることが原因だとし、

解散を命じた。これにより、株仲間以外の商人や、
（b）
17世紀末から農村内に成長し

てきた商人らの自由な取引で、物価が下がると考えたのである。しかし、混乱を招

いただけで、後に撤回を余儀なくされる。

ほかにも、幕府の財政安定と権力強化のため、 C �と大坂周辺の領知を幕府

直轄領とする、 D �を出したが、対象になった大名や旗本の強力な反対に合い、

実施できなかった。

問 1　空欄� A �～� D �を補うのに、最も適切な人名・語を漢字で記せ。

問 2　下線（a）に関連して。この年、門弟らを動員し、貧民を救済するために武装蜂

起した、陽明学者で大坂町奉行所の元与力の名を何というか。漢字で記せ。

IV
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問3　空欄� ア �を補うのに、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　太閤　　②　大御所　　③　太上天皇　　④　得宗�

問 4　下線部（b）に関連して。このような商人を何というか、漢字で記せ。

大正から昭和初期の大衆文化に関する次の文章を読んで、あとの設問に答えよ。

〔15点〕

大正から昭和初期にかけて、都市化と大衆化が急速に進んだ。東京や大阪などの

大都市では、銀行員・公務員など事務系の俸給生活者（サラリーマン）が大量に現

れた。その背景には、就学率の向上や中等・高等教育の普及がある。

このような都市生活者を担い手としてマスメディアが急速に発達し、大衆文化が

生まれた。この時期、
（a）

新聞の発行部数は飛躍的にのび、週刊誌、『中央公論』や『改

造』などの総合雑誌、『主婦之友』などの女性雑誌のほか経済雑誌が創刊され、急速

に発展した。また、鈴木三重吉は児童文芸雑誌『赤い鳥』を創刊した。さらに、１

冊１円の� A �とよばれた『現代日本文学全集』や、安価な岩波文庫が登場して、

低価格・大量出版の先駆けとなった。

また、ラジオや映画も発達した。ラジオ放送は、
（b）

大正 14（1925）年に東京・大阪・

名古屋で開始され、その翌年にはこれらの放送局を統合した日本放送協会（NHK）

が誕生した。ラジオ劇やスポーツの実況放送などが人気を呼び、新たに結成された

新交響楽団（現在の NHK交響楽団）はラジオ放送を通して広く知られるようにな

った。映画は活動写真と呼ばれ、当初は無声映画を弁士の解説つきで上映していたが、

大正期には大衆娯楽として発展し、日活や松竹などの映画会社が製作に乗り出した。

また、言論・出版・集会などの自由の拡大、大衆の政治参加の要求を特徴とする

Ⅴ
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大正デモクラシーという時代思潮のもと、さまざまな学問や芸術が展開した。独自

の哲学体系を打ちたてた西田幾多郎、仏教美術や日本思想史を研究した和辻哲郎、『古

事記』『日本書紀』の文献学的研究を行った津田左右吉、民間伝承の調査・研究を行

ない民俗学を確立した� B �が登場した。

文学では、
（c）

人道主義・理想主義を掲げる雑誌『白樺』を中心とした白樺派の作

家たちが活躍した。また、資本主義社会をブルジョワジー（有産階級）とプロレタ

リアート（無産階級）との対立する階級社会ととらえ、階級のない共産主義社会を

展望するマルクス主義が知識人に影響を与え、社会科学など学問分野のみならず、

文学としても展開した。労働者や農民の現実を描いた文学はプロレタリア文学とい

う運動として知られ、
（d）

労働者の過酷な現場を描いた『蟹工船』や、労働運動を描

いた『太陽のない街』がその代表作である。

問 1　空欄� A �・� B �を補うのに、最も適切な人名・語を漢字で記せ。

問 2　下線（a）に関連して。大正末期に発行部数 100万部を超えた新聞のうち 1つを

漢字で記せ。なお、当時の新聞名で記すこと。

問 3　下線（b）に関連して。この年におきた出来事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　大学令の制定

②　治安維持法の立法

③　大衆娯楽雑誌『キング』の創刊

④　日ソ基本条約の調印
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問4　下線（c）に関連して。白樺派の代表的作家である武者小路実篤の作品はどれか。

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。

①　『暗夜行路』　　②　『友情』　　③　『或る女』　　④　『細雪』

問 5　下線（d）に関連して。この作家は誰か。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　永井荷風　　②　芥川龍之介　　③　小林多喜二　　④�　菊池寛
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次の文章を読んで、後の設問に答えよ。〔25点〕

中央ユーラシアでは、9世紀半ばにトルコ系騎馬遊牧民の国家であったウイグル

が滅亡すると、モンゴル系のキタイが勢力を拡大していく。10世紀はじめには強力

な国家がつくられたが、12世紀はじめには滅亡し、 A �によってカラキタイ

がおこると、諸勢力のあいだに再編の動きが強まった。モンゴル高原東北部で頭角

を現したテムジンは、1206年におこなわれた� B �と呼ばれる最高議決機関で

推戴されてチンギス=カンとなり、モンゴル系・トルコ系の諸部族を統一して大モン

ゴル国（モンゴル帝国）を建てた。

強力な騎馬軍団を持つチンギス=カンは、ムスリム商人らの協力を得てアム川下流

の新興国家ホラズム=シャー朝を倒し、タングート人国家の� ア �を滅ぼした。

チンギス=カンの死後、
（a）

後継者たちは相互に権力を争いながらも征服戦争を継続し、

領土を拡大していった。

モンゴル高原から華北・チベット・雲南・朝鮮半島におよぶ広域にわたる領土を

勢力基盤としたクビライは、1271年に国名を中国風の元と定め、モンゴル高原と華

北の境界に築いた新たな都である� イ �を中心に陸路と海路の交易・情報ネッ

トワークを構築していった。その結果、世界的な交易が活性化し、 ウ �商人と

呼ばれる仏教徒のウイグル商人やムスリム商人が、富裕なモンゴル王族から出資を

受け、組合・会社組織をつくって利益を分け合った。また、
（b）

元が東南アジアなど

に送った遠征軍は各地域の政治や経済・文化に大きな影響を与え、商業圏の拡大に

も寄与することになった。

この強大な帝国に対してヨーロッパ人も関心をいだいた。ローマ教皇インノケン

ティウス 4世によって派遣されたフランチェスコ会修道士の� エ �は、カラコ

ルムを訪れて西ヨーロッパに大モンゴル国の実情を伝えた。フランス王ルイ 9世も

また修道士� オ �を使節としてモンゴルに送っている。クビライに仕えたとさ

れるイタリア商人マルコ=ポーロの見聞をまとめた『� カ �』は、ヨーロッパで

II
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大きな反響を呼んだ。

元は主に商業に力を入れたため支配地域の社会や文化をさほど重視しなかったが、

ユーラシア東西の統合は学術や技術、思想面の幅広い交流を促進した。科学者・官

僚であった郭守敬は、天体観測をおこなって暦の改定をおこない、授時暦をつくっ

たが、これはのちに日本でも受容された。また、イル=ハン国の宰相ラシード=アッ

ディーンは、モンゴル史を含むユーラシア世界史『� C �』をペルシア語で著

した。

問 1　空欄� A �～� C �を補うのに最も適切な語を記せ。なお、 A �

と� C �は漢字で解答すること。

問 2　空欄� ア �～� カ �を補うのに最も適切な語を、次の�①～④�の中か

らそれぞれ 1つ選んで、その番号をマークせよ。

ア　①　宋� ②　西夏�

　　③　遼� ④　大理

イ　①　大都� ②　臨安

　　③　南京� ④　開封

ウ　①　山西� ②　オルトク

　　③　カーリミー� ④　新安

エ　①　モンテ=コルヴィノ� ②　マテオ=リッチ�

　　③　ルブルック� ④　プラノ=カルピニ

オ　①　モンテ=コルヴィノ� ②　マテオ=リッチ�

　　③　ルブルック� ④　プラノ=カルピニ

カ　①　世界の記述� ②　西廂記�

　　③　三大陸周遊記� ④　大唐西域記
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問 3　下線（a）に関連して。大モンゴル国でおこった�①～④�の出来事をおこった順

に並べかえたときに、3番目にくる番号をマークせよ。

①　�バトゥはロシアから東ヨーロッパにかけての地域を侵攻してキプチャク=ハ

ン国を建てた。

②　華北に拠点をおいたクビライは、南宋を滅ぼして中国を統一した。

③　フレグはアッバース朝を滅ぼしてイル=ハン国を建てた。

④　�チンギス=カンの子チャガタイの子孫が中央アジアにチャガタイ=ハン国を

建てた。

問 4　下線（b）に関連して。東南アジア諸国における元の軍事遠征について適切でな

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　�元の軍事遠征が終了した後も、中国商人やムスリム商人がこの地域で交易

活動をすすめたことにより、東南アジアにもイスラーム教が広まっていっ

た。

②　�ビルマ人によるビルマ初の統一王朝であるパガン朝は、元の軍事遠征によ

って衰退し、13世紀末に滅亡した。

③　�ジャワではマジャパヒト王国が元の軍事遠征によって滅亡すると、王の娘

婿がヒンドゥー王朝であるシンガサリ朝を建国した。

④　�北部ベトナムの陳朝は、3度にわたる元軍の侵攻を撃退し、「南の小中華」

国家として発展を遂げた。
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次の文章を読んで、あとの設問に答えよ。〔25点〕

15世紀に入ると、ポルトガルは、「航海王子」とも呼ばれたエンリケのもとで、

アフリカ西岸の探検航海を進める。1488年にはバルトロメウ=ディアスが� A �

に到達してアフリカ南端を確認し、さらに 1498年にはヴァスコ=ダ=ガマがインドに

到達した。

ポルトガルは、インドのゴアを根拠地とし、さらに東南アジアにも進出して、

（a）
香辛料などのアジアの物産品をヨーロッパにもたらした。1557年には、中国南部

の� ア �の居住権を得て対明貿易の拠点としたほか、平戸を拠点に日本とも交

易した。

ポルトガルに後れを取ったスペインは、西回りでのアジア到達を目指すコロンブ

スの計画を後援する。コロンブスの船団は、1492年にカリブ海の島に到達した。なお、

その直前、スペインはグラナダを首都とする� B �朝を滅ぼし、イベリア半島

におけるレコンキスタを完成させていた。

コロンブスは生涯、到達した土地をアジアだと信じていたが、フィレンツェの航

海者であるアメリゴ=ヴェスプッチは、1501 ～ 02年の調査で、その土地はアジアで

はなく未知の「新大陸」であるとし、アメリカの呼び名の起源となった。また、

1500年、ポルトガルの航海者である� イ �は、インドへの航海中に西に流され

てブラジルに漂着し、同地はトルデシリャス条約に基づいてポルトガル領となった。

一方、ヨーロッパ人の進出に伴い、カリブ海や中南米地域の文明や社会は大きな

影響を被った。スペイン人の「征服者」（コンキスタドール）たちは、火器や騎兵を

武器に現地の財宝を略奪した。スペインの征服者であるコルテスは、1521年、メキ

シコ中央高原で栄えていた� C �王国を滅ぼした。また、同じくスペインの征

服者である� D �は、ペルーに進軍した。彼はインカ皇帝アタワルパをとらえ

て莫大な身代金を取ったうえで殺害し、1533年にインカ帝国は滅亡する。こうした

征服者たちの行為を本国に告発したのが、スペイン出身のドミニコ修道会士である�

ウ �である。 ウ �は、インディオの悲惨な状況を本国に訴える報告書『イ

ンディアスの破壊についての簡潔な報告』を著した。

III



—�18�—

地
歴 

Ｂ

なお、
（x）

ユーラシア大陸・アフリカ大陸とアメリカ大陸が交流したことで、動植

物などの様々な移動や交換が発生し、自然環境や社会環境に大きな影響を与えた。

問1　空欄� A �～� D �を補うのに最も適切な語を記せ。なお、� A ��

は漢字で解答すること。

問 2　空欄� ア �～� ウ �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　香港　　　　②　上海　　　　③　寧波　　　　④　マカオ

イ：①　バルボア　　②　マゼラン　　③　カブラル　　④　カボット

ウ：①　トマス=アクィナス� ②　ラス=カサス　　

　　③　イグナティウス=ロヨラ� ④　フランチェスコ

問 3　下線（a）に関連して。香料諸島とも呼ばれた東南アジアの諸島の名前として最

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　カロリン諸島　　　　　　　　　②　マリアナ諸島

③　マルク諸島　　　　　　　　　　④　パラオ諸島

問 4　波線（x）に関連して。世界の一体化に伴うこうした変化を「コロンブス交換」

と呼ぶが、ユーラシア大陸・アフリカ大陸とアメリカ大陸との間で、どのよう

な移動・交換があったのか、具体例を挙げて簡潔に説明せよ。
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次の文章を読んで、あとの設問に答えよ。〔25点〕

10世紀、東ヨーロッパには 2つの強力な王国が誕生した。チェック人のベーメン���������������������������������������������������������

（ボヘミア）王国とマジャール人のハンガリー王国である。いずれの王国も中世に繁

栄し、神聖ローマ帝国の皇帝を輩出するなど栄華を誇ったものの、やがて近世から

現代にかけて他国の支配を受け続けることになる。�

14世紀、ベーメン国王カレル 1世は、大学の創設や教会の建設などプラハの発展

に力を傾けた。また、彼は神聖ローマ帝国皇帝（カール 4世）として 1356年に�

A �を発布し、皇帝選出の手続きを成文化した。しかし、15世紀前半におき

たフス戦争の過程で、ベーメンの人々は皇帝や教皇を中心とする旧来の権力に抵抗

を見せるようになる。ベーメンの新教徒は、ハプスブルク家によるカトリック信仰

の強制に反抗し、これが�1618年に勃発する� B �戦争のきっかけとなった。こ

の戦争で旧教側の皇帝軍を率いた傭兵隊長ヴァレンシュタインも、出自はベーメン

（ボヘミア）の貴族階級であった。彼はリュッツェンの戦いでスウェーデン国王グス

タフ=アドルフの軍に敗れ、1634年に暗殺された。

一方、1526年のモハーチの戦いで、スレイマン 1世率いるオスマン帝国軍に敗れ

たハンガリーは、以降、国土の大部分をオスマン帝国により支配された。やがて 17

世紀末に、オーストリアがオスマン帝国の侵攻を撃退すると、1699年の� ア �

によりハンガリーはオーストリアの領土に組み込まれた。その結果、ハンガリーは

ハプスブルク家の支配下に置かれることになったが、1867年のアウスグライヒによ

り王国として自治権を認められた。同じくオーストリアの支配を受けていたベーメ

ン（ボヘミア）でも、
（a）
1848年に独立を求める蜂起がおこり民族運動は燃え上がっ

たが、王国の復興ははたせなかった。

チェック人とマジャール人の独立は、第一次世界大戦によりもたらされた。1919

年�9月、大戦に敗れたオーストリアは連合国とサン=ジェルマン条約を結び、これに

よりハンガリーはオーストリアによる長年の支配から解放された。独立国家となっ

たハンガリーは、1920年 6月に連合国との間で� イ �を締結し、領有していた

スロヴァキア・クロアティア・トランシルヴァニアを手放し、領土と人口の半分以

IV
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上を失うことになった。第一次世界大戦前のマジャール人は、別の民族の支配を受

けながらも、同時に自らも別の民族を支配していた現実がここに表れている。また、

オーストリアの支配を脱したチェック人も、スロヴァキア人とともにチェコスロヴ

ァキアを建国し独立を勝ち取った。

1930年代に入ると、ドイツでヒトラー政権が誕生し、その領土的野心がチェコス

ロヴァキアなどの東欧地域へ向けられた。1938年、オーストリアを併合したナチス=

ドイツは、ドイツ人が多く居住するチェコスロヴァキア領内のズデーテン地方の割

譲をさらに要求し、同年に開かれた英・仏・独・伊 4国の� C �会談でこれは

認められた。翌年、ドイツ軍のポーランド侵攻により第二次世界大戦が勃発し、東

ヨーロッパの広範な地域が戦争の惨禍にみまわれることになった。

第二次世界大戦の結果ドイツが撤退すると、東欧諸国ではソ連の後押しを受けた

共産主義の独裁政権が誕生し、この地域は再び大国の強い影響下に置かれることに

なった。こうした束縛から逃れるため、
（b）
1956年にハンガリーの首都ブダペストを

中心に民主化運動が勃発したが、ソ連の軍事介入により動乱は鎮圧された。また、

チェコスロヴァキアでは、1968年にドプチェクが共産党第一書記に就任すると、「プ

ラハの� D �」と呼ばれる民主化・自由化の動きが始まり、「人間の顔をした社

会主義」がめざされた。しかし、社会主義陣営内に自由化が波及する事態をおそれ

たソ連は、ワルシャワ条約機構軍を投入して改革の動きを封じた。ハンガリーやチ

ェコスロヴァキアで真の民主化が達成されるのは、20世紀末になってからのことで

あった。さらには、2004年に
（x）

ヨーロッパ連合（EU）が東欧へ拡大したことは、

自由と民主主義の理念がこの地域でも広く共有されることになったことを象徴する

出来事といえよう。

問 1　空欄� A �～� D �を補うのに最も適切な語を記せ。
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問 2　空欄� ア �～� イ �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　カルロヴィッツ条約� ②　ウェストファリア条約

　　③　ブレスト=リトフスク条約� ④　ポーツマス条約

イ：①　ワシントン条約� ②　ロカルノ条約

　　③　ユトレヒト条約� ④　トリアノン条約　

問 3　下線（a）に関連して。このときプラハの革命運動に関わった作曲家で、連作交

響詩「わが祖国」を手がけたチェコ国民楽派の先駆者は誰か。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　シューベルト　　　　　　　　　②　ショパン　　

③　スメタナ　　　　　　　　　　　④　チャイコフスキー

問 4　下線（b）に関連して。この年におきた出来事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　�ソ連共産党の第 20回大会において、フルシチョフ第一書記がスターリン批

判をおこなった。

②　�ソ連で資本主義国との平和共存政策が発表され、コミンフォルムが解散さ

れた。

③　�生活改善と民主化を要求する民衆の暴動がポーランドのポズナニで発生し

た。

④　ソ連でグラスノスチ（情報公開）による言論の自由化が進んだ。

問 5　波線（x）に関連して。以下の 3語を用いてヨーロッパ連合（EU）の歴史と現

状について簡潔に説明せよ。　「マーストリヒト条約」「ユーロ」「ブレグジット」
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