
2 0 2 0 年 度 一 般 入 学 試 験 問 題

地歴・公民・数学

（ 2 月 8 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 ～ 11 ページ

世　界　史　13 ～ 24 ページ

現 代 社 会　25 ～ 40 ページ

数　　　学　41 ～ 44 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．合図があったら、必ず裏面の「Ⅱ　解答上の注意」の各科目の項をよく読んでから、解答してくだ

さい。

3．この冊子は 44 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。

4．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。

5．解答用紙には解答欄以外に次の記入欄があるので、監督者の指示に従って、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。

6．問題冊子の余白等は適宜利用してもかまいません。

7．試験終了後、問題冊子は持ち帰ってください。

� （裏面へ続く）　　



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　⑧　⑨

ウ －　±　⓪　①　②　③　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　④　⑤　⑥　⑦　⑧　⑨

カ －　±　⓪　①　②　③　④　⑤　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、 クキ 、
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。
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日　　本　　史

1 　次のＡ・Ｂの文を読んで、問 1～ 10に答えなさい。

Ａ　鎌倉時代には、伝統文化をもとにしつつ、新時代の担い手である武士や庶民の気風を反映した

素朴で質実な文化が生まれた。宗教の分野では、 ア が平安時代の浄土教を発展させて、

念仏をとなえれば誰でも極楽浄土に往生できるという浄土宗を開いた。浄土宗は人々の心をとら

え、その後も内面的な信仰を重視した新しい仏教が次々と起こった。また、こうした仏教界の動

きに影響を受けた伊勢 イ の神官である度会家行によって、独自の神道理論に基づく伊勢

神道が形成された。文学では、武士の活躍を生き生きと描く軍記物語が時代の特徴をよく表して

いる。仏教の無常観を基調に琵琶法師が語った『 ウ 』は軍記物語の最高傑作である。美

術の分野でも、新しい時代の精神を反映した力強く写実性に富んだ作品が運慶・快慶らによって

生み出された。

Ｂ　南北朝時代には、全国的な動乱の中で、農民たちが自立的で自治的な村落である惣村を作って

いった。惣村では、おとな・沙汰人などの指導者が中心となって エ と呼ばれる村民の会

議を開き、村民が守るべき惣掟の制定、灌漑用水や入会地の管理などを行った。また、村内の秩

序を守るため村民自らが警察権を行使した。一方、領主に対しては年貢の減免や不法を働く荘官

の免職を求めて訴訟を起こした。領主のもとへ大挙して押しかけ、要求が認められない場合に

は、耕作を放棄して他領や山林に逃げ込んで抵抗することもあった。村民たちの結合の中心と

なったのは、村の神社の祭礼を行う オ と呼ばれる祭祀集団であった。

問 1　 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

ⓐ　空　海  ⓑ　最　澄  ⓒ　叡　尊  ⓓ　法　然

問 2　下線部⑴で人々に大きな影響を与えた著作に『往生要集』があります。著者の名前として

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。 2

ⓐ　源　信  ⓑ　定　朝  ⓒ　空　也  ⓓ　慶滋保胤

問 3　下線部⑵のうち曹洞宗を開いた人物が道元です。道元の主要著書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

ⓐ　正法眼蔵  ⓑ　教行信証  ⓒ　興禅護国論  ⓓ　元亨釈書

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸
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問 4　 イ に入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。 4

ⓐ　内　宮  ⓑ　外　宮  ⓒ　一　宮  ⓓ　八幡宮

問 5　 ウ に入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。 5

ⓐ　将門記  ⓑ　明月記  ⓒ　平家物語  ⓓ　平治物語

問 6　下線部⑶の作品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

ⓐ　興福寺阿修羅像    ⓑ　興福寺無著・世親像

ⓒ　高徳院阿弥陀如来像  ⓓ　東大寺僧形八幡神像

問 7　 エ に入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。 7

ⓐ　寄　合  ⓑ　公　事  ⓒ　得　宗  ⓓ　奉　行

問 8　下線部⑷を何といいますか。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

ⓐ　地下検断  ⓑ　地下請  ⓒ　使節遵行  ⓓ　地頭請

問 9　下線部⑸を何といいますか。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

ⓐ　打ちこわし  ⓑ　百姓一揆  ⓒ　強　訴  ⓓ　逃　散

問10　 オ に入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。 10

ⓐ　評　定  ⓑ　楽　座  ⓒ　宮　座  ⓓ　結
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2 　江戸幕府の役職や役職者に関する問 1～ 10に答えなさい。

問 1　役職をまたがる事項を合議する機関として評定所がありましたが、その構成メンバーとし

て不適切なものを、次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 11

ⓐ　老　中  ⓑ　町奉行  ⓒ　勘定奉行  ⓓ　作事奉行

問 2　つぎの役職のうち、将軍直属の役職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。 12

ⓐ　寺社奉行  ⓑ　勘定奉行  ⓒ　町奉行  ⓓ　道中奉行

問 3　遠国奉行が置かれなかった場所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。 13

ⓐ　伏　見  ⓑ　酒　田  ⓒ　奈　良  ⓓ　下　田

問 4　京都・大坂など重要都市や、遠国奉行が置かれた地域以外の幕府直轄地に置かれた役職を

何というでしょうか。その役職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。 14

ⓐ　城代・代官  ⓑ　城代・地頭  ⓒ　郡代・代官  ⓓ　郡代・地頭

問 5　大目付・目付が監察する対象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。 15

ⓐ　大目付：三奉行    目付：若年寄

ⓑ　大目付：若年寄    目付：三奉行

ⓒ　大目付：旗本・御家人  目付：大名

ⓓ　大目付：大名    目付：旗本・御家人

問 6　5代将軍綱吉の治世下で政治に大きな影響力を持った柳沢吉保の役職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。 16

ⓐ　寺社奉行  ⓑ　勘定奉行  ⓒ　側　衆  ⓓ　側用人

問 7　5代将軍綱吉と 6代将軍家宣の治世下で財政政策に大きな影響を与えた荻原重秀の役職と

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。

17

ⓐ　大　老  ⓑ　老　中  ⓒ　大番頭  ⓓ　勘定奉行
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問 8　10 代将軍家治の時代に大きな権力を持った田沼意次の最終的な役職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。 18

ⓐ　大　老  ⓑ　老　中  ⓒ　若年寄  ⓓ　勘定奉行

問 9　11代将軍家斉の治世下で、関東地方の治安が乱れたため 1805 年に設置された役職名とし

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。 19

ⓐ　関東管領  ⓑ　関東取締出役  ⓒ　関東都督  ⓓ　関東軍

問10　坂下門外の変ののち、島津久光の意向もあって松平慶永が 1862 年に幕府の役職につきま

すが、その役職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。 20

ⓐ　政事総裁職  ⓑ　将軍後見職  ⓒ　京都守護職  ⓓ　京都所司代
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3 　次の表と生徒の会話文を読んで、問 1～ 10に答えなさい。

近衛文麿に関する年表

1891 年 近衛篤麿公爵の長男として生まれる。

1917 年 京都帝国大学法学部卒業。

1918 年 論文「英米本位の平和主義を排す」を発表、翌年にパリ講和会議参加。

1932 年 五・一五事件が発生する。

1933 年 貴族院議長に就任。

1937 年   6 月 第 1次近衛文麿内閣成立（～ 1939 年 1 月）。

1937 年   7 月 盧溝橋事件が発生する。

1940 年   7 月 第 2次近衛文麿内閣成立（～ 1941 年 7 月）。

1940 年   9 月 日独伊三国同盟締結。

1940 年 10 月 大政翼賛会結成。

1941 年   4 月 日ソ中立条約締結、日米交渉開始。

1941 年   7 月 引き続き第 3次近衛文麿内閣を組織する。

1941 年 10 月 第 3次近衛内閣総辞職。

生徒Ａ：私は、「大正デモクラシー」と呼ばれるように、国際協調路線であった日本が、なぜ昭

和時代に入って戦争に突き進んでいったのかについて関心を持ちました。そこで、この

ような変化を象徴する人物として近衛文麿を取り上げ、年表を作成してみました。ま

ず、近衛家とは平安時代の藤原北家に連なる摂関家で、華族の中でも最上位でした。ま

た、父篤麿は貴族院議長であり、対露同志会の会長も務めました。しかし、文麿はむし

ろ特権階級に対して反感を持ち、大学も東京帝国大学から河上肇を慕って京都帝国大学

に移りました。

生徒Ｂ：正義や公平というものに敏感な青年だったのですね。

生徒Ａ：はい、じつはこのような意識は国際社会にも向けられました。それが 「英米本位の平和

主義を排す」 という論文にも現れています。しかし、昭和時代に入り五・一五事件など

テロやクーデター事件が次々に発生すると、近衛はしだいに力で軍人らを抑えるのでは

なく、彼らの意見を部分的に採り入れることでその暴発を抑えようとしました。

生徒Ｃ：つまり、妥協的になったのですね。

生徒Ａ：その通りです。たとえば、第 1次近衛内閣が成立した直後に盧溝橋事件が起こります。

これに対し、近衛内閣は不拡大方針をとりますが、すぐに軍部の圧力に屈して戦線を拡

大しました。さらに、その後も近衛内閣の対中政策は安定しませんでした。

生徒Ｂ：第 2次近衛内閣ではどうだったのですか。

⑴

⑵ ⑶

⑷

⑸

⑹

⑺
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生徒Ａ：第 1次内閣の失敗を反省した近衛は、第 2次内閣では自分に対する国民の支持を背景

に、軍部と向き合おうとしたと言われます。それが大政翼賛会です。しかし、ここでも

近衛の期待は裏切られました。1941 年 4 月の日ソ中立条約締結と日米交渉開始は、日

本の国際的立場の好転をめざしたものでしたが、これらも矛盾する可能性がありまし

た。こうして、近衛内閣は戦争回避のための確固たる方針を打ち出せないまま総辞職し

ました。

問 1　下線部⑴について、対露同志会に関する説明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。 21

ⓐ　樺太・千島交換条約に対し、両方ともロシアに譲らないよう主張した団体

ⓑ　日露戦争を前に、ロシアに対し強硬な姿勢をとり開戦を主張した団体

ⓒ　樺太・千島交換条約に対し、両方ともロシアに譲り、かわりに朝鮮半島を日本の勢力圏

とするよう主張した団体

ⓓ　日露戦争を前に、ロシアが強国であることを根拠に非戦論をとなえた団体

問 2　下線部⑵について、河上肇の著作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

ⓐ　『羅生門』  ⓑ　『貧乏物語』  ⓒ　『太陽のない街』  ⓓ　『大菩薩峠』

問 3　下線部⑶について、近衛は京都帝国大学で『善の研究』で有名な哲学者とも親しくなりま

したが、その哲学者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

ⓐ　和辻哲郎  ⓑ　高山樗牛  ⓒ　賀川豊彦  ⓓ　西田幾多郎

問 4　下線部⑷について、近衛が記した「英米本位の平和主義を排す」は、白人のみによって国

際秩序が決められてしまうことを恐れたものですが、この主張と関連の深い出来事として最

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

ⓐ　パリ講和会議で、日本代表団は人種差別撤廃案を主張した。

ⓑ　パリ講和会議で、日本代表団は中国における完全な機会均等主義を主張した。

ⓒ　ワシントン会議で、アメリカ代表団はアジア系移民の完全自由化を承認した。

ⓓ　ワシントン会議で、アメリカ代表団は日本人移民の完全自由化を承認した。

問 5　下線部⑸について、昭和初期に起きたテロやクーデター事件（未遂を含む）として不適切な

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。 25

ⓐ　血盟団事件  ⓑ　滝川事件  ⓒ　三月事件  ⓓ　十月事件

⑻

⑼ ⑽
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問 6　下線部⑹について、第 1次近衛内閣期に起きた出来事として不適切なものを、次のⓐ～ⓓ

から 1つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 26

ⓐ　国民精神総動員運動開始  ⓑ　国家総動員法制定

ⓒ　価格等統制令制定   ⓓ　第 2次上海事変勃発

問 7　下線部⑺について、1938 年に入ると、近衛首相は中国政策に関しいわゆる近衛声明を発

表しましたが、それに関する説明として不適切なものを、次のⓐ～ⓓから 1つ選び、解答欄

の記号をマークしなさい。 27

ⓐ　1938 年 10 月には、国民政府が満州国を承認するならば、2年後には撤兵すると声明し

た。

ⓑ　1938 年 11 月には、戦争の目的が東亜新秩序建設にあると声明した。

ⓒ　1938 年 12 月には、善隣友好・共同防共・経済提携をうたった近衛三原則を声明した。

ⓓ　近衛声明の背後では、中国各地で傀儡政権を樹立する計画が進められていた。

問 8　下線部⑻について、大政翼賛会に関する説明として不適切なものを、次のⓐ～ⓓから 1つ

選び、解答欄の記号をマークしなさい。 28

ⓐ　近衛が当初めざしたものは、一国一党的な政党組織であった。

ⓑ　大政翼賛会は近衛の意図と異なり、上意下達の機関として誕生した。

ⓒ　大政翼賛会の総裁は天皇で、各地の師団長が支部長となった。

ⓓ　隣組（隣保班）は、大政翼賛会の末端組織であった。

問 9　下線部⑼について、日ソ中立条約に関する説明として不適切なものを、次のⓐ～ⓓから

1つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 29

ⓐ　日ソ中立条約を結んだのは、松岡洋右外務大臣であった。

ⓑ　条約を結んだ日本側の意図の 1つは、日ソが提携すればドイツの対日圧力が減少するで

あろうと考えたからであった。

ⓒ　条約を結んだ日本側の意図の 1つは、北方の守りを安定させれば、南進政策に力が尽く

せるであろうと考えたからであった。

ⓓ　日ソ中立条約締結後に、ドイツがソ連に侵攻した。
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問10　下線部⑽について、日米交渉に関する説明として不適切なものを、次のⓐ～ⓓから 1つ選

び、解答欄の記号をマークしなさい。 30

ⓐ　民間人のあいだの交渉が発展して、政府間の正式な交渉となった。

ⓑ　正式な交渉の日本側代表は野村吉三郎で、アメリカ側はハル国務長官であった。

ⓒ　1941 年 7 月の第 2次近衛内閣の総辞職は、日米交渉に反対する外務大臣を除くためで

あった。

ⓓ　1941 年 9 月の枢密院会議で、日米交渉の期限は 10 月上旬とする帝国国策遂行要領が決

められた。
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4 　次の文章を読んで、問 1～ 10に答えなさい。

明治政府は不平等条約の改正や、産業の振興に取り組んだ。1871 年には、岩倉具視を大使と

する使節団（岩倉使節団）をアメリカ・ヨーロッパに派遣した。1872 年には、群馬県に官営模範

工場として富岡製糸場を設け、フランスの技術を導入し、工女の養成をはかった。

そして、官有地や施設の払下げを受けて、民間企業の事業活動も拡大した。陸軍省から土地の

払下げを受けた Ａ は、東京の丸の内に次々とビルを建設し、丸の内は「一丁ロンドン」

と呼ばれた。

一方で、企業活動が公害を引き起こすこともあった。例えば、 Ｂ が 1877 年に買い取っ

た足尾銅山の場合、鉱毒が渡良瀬川流域の農漁業に被害をもたらし、社会問題となった。政府は

労働運動を取り締まる一方で、1911 年には日本で最初の労働者保護法である工場法を制定した。

第一次世界大戦を契機として、貿易は ア となり、戦前には イ であった日本は

戦後には ウ になっていた。また、第一次世界大戦後には、都市化と工業化が進展した。

個人消費支出が増加し、「大衆消費社会」的状況が現れた。

1923 年には関東大震災があり、日本経済は大きな打撃を受けた。その後、1927 年には、蔵相

の失言から銀行の休業が続出する エ が発生した。内閣は経営が破
は

綻
たん

した オ に対

する巨額の不良債権を抱えた台湾銀行を緊急勅令で救済しようとしたが、枢密院の了承が得られ

ず、総辞職した。

なお労働と環境に関しては、第二次世界大戦後に、法律や組織のさらなる整備がなされた。例

えば、労働については 1940 年代に、環境については 1960 年代・1970 年代に、法整備や組織の

設立がなされた。

問 1　下線部⑴に関連して、この使節団に留学生として参加し、1900 年に女子英学塾を設立し

女子教育に尽力した、1864 年生まれの人物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。 31

ⓐ　平塚らいてう  ⓑ　大隈重信  ⓒ　新渡戸稲造  ⓓ　津田梅子

問 2　下線部⑵に関連して、この製糸場の工女の多くは特定の階層出身者でしたが、その階層と

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。

32

ⓐ　華　族  ⓑ　士　族  ⓒ　平　民  ⓓ　えた・非人

問 3　空欄 Ａ に入る語句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。 33

ⓐ　住　友  ⓑ　安　田  ⓒ　三　井  ⓓ　三　菱

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸
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問 4　空欄 Ｂ 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。 34

ⓐ　古河市兵衛  ⓑ　浅野総一郎  ⓒ　川崎正蔵  ⓓ　大倉喜八郎

問 5　下線部⑶に関連して、工場法に関する以下の 4つの文章で、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。 35

ⓐ　1つ  ⓑ　2つ  ⓒ　3つ  ⓓ　4つ

文章Ａ：少年・女性の就業時間の限度を 12 時間とし、その深夜業を禁止した。

文章Ｂ：適用範囲は 15 人以上を使用する工場に限られていた。

文章Ｃ：製糸業などに 14 時間労働、紡績業に期限つきで深夜業を認めていた。

文章Ｄ：資本家の反対で、実施は 1916 年にずれ込んだ。

問 6　空欄 ア 、空欄 イ 、空欄 ウ に入る語句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。 36

ⓐ　ア―輸出超過  イ―債権国  ウ―債務国

ⓑ　ア―輸出超過  イ―債務国  ウ―債権国

ⓒ　ア―輸入超過  イ―債権国  ウ―債務国

ⓓ　ア―輸入超過  イ―債務国  ウ―債権国

問 7　下線部⑷に関連して、私鉄、ターミナルデパート、宝塚少女歌劇団などを経営し、沿線の

住宅地開発なども手がけた人物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。 37

ⓐ　五代友厚  ⓑ　岩崎弥太郎  ⓒ　小林一三  ⓓ　渋沢栄一

問 8　空欄 エ 、空欄 オ に入る語句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。 38

ⓐ　エ―金融恐慌  オ―鈴木商店  ⓑ　エ―金融恐慌  オ―大倉商事

ⓒ　エ―昭和恐慌  オ―鈴木商店  ⓓ　エ―昭和恐慌  オ―大倉商事
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問 9　下線部⑸に関連して、以下の 4つの文章で、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。 39

ⓐ　1つ  ⓑ　2つ  ⓒ　3つ  ⓓ　4つ

文章Ａ：労働三法とは、1945 年制定の労働組合法、1946 年制定の労働関係調整法、1947 年

制定の労働基準法のことである。

文章Ｂ：労働基準法の制定で、労働者の団結権・団体交渉権・争議権が保障された。

文章Ｃ：1947 年に、労働保護行政を担当する労働省が設置された。

文章Ｄ：1948 年には、GHQの命令による政令 201 号で国家公務員法が改正され、官公庁労

働者は争議権を失った。

問10　下線部⑸に関連して、以下の 4つの文章で、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。 40

ⓐ　1つ  ⓑ　2つ  ⓒ　3つ  ⓓ　4つ

文章Ａ：四大公害訴訟とは、新潟水俣病（阿賀野川流域）、四日市ぜんそく（三重県四日市

市）、イタイイタイ病（富山県神通川流域）、水俣病（熊本県水俣市）の被害をめぐる

訴訟のことである。

文章Ｂ：水俣病は有機水銀、イタイイタイ病はカドミウムという工場廃液による有害物質

が、四日市ぜんそくは石油化学コンビナートによる大気汚染が原因であった。

文章Ｃ：1967 年に、環境基本法が制定されて、大気汚染・水質汚濁など 7種の公害が規制

された。

文章Ｄ：1971 年に、環境省が発足し、公害行政と環境保全施策の一本化がはかられた。
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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・江蘇省の省都である南京市は、長江流域にある都市で、古くから中国南部の中心地とし

て栄えてきた。都市としての本格的な発展は、三国時代の呉がこの地に都の建業を築いたことに

始まる。4世紀前半には東晋がこの地を都とし、名称を「建康」に改めた。建康は、東晋以降の

南朝の歴代王朝でも都とされ、その間に経済発展が進み、文化も栄えた。

その後、隋が南朝最後の王朝を滅ぼすと、南朝の都であった建康の城や宮殿は破壊された。こ

れ以降、江南（長江下流地域）の中心地は 5 に移り、この地（隋唐時代の名称は「江寧」

「金陵」など）は一般的な都市の一つに過ぎない存在となる。しかし五代十国時代には、十国の一

つである南唐がこの地（金陵）に都を置き、経済開発や文化事業に力を入れたことで、再び江南に

おける重要都市となっていく。

次にこの地を都としたのは、14 世紀後半に建国された明であった。初代皇帝の洪武帝は、1368

年に明を建国し、金陵を首都と定めた。洪武帝はこの地を「応天府」と改称し、また「南京」と

も呼んだ。洪武帝の死後、靖難の役により第 2代皇帝の建文帝から帝位を奪った永楽帝は、自ら

の本拠地であった 8 に遷都するが、その後も応天府（南京）は副都として扱われた。

清代には、この地は「江寧府」と呼ばれ、地方長官の総督や八旗の軍隊が駐留するなど政治・

軍事の要地とされた。19 世紀中頃には、一時期ではあるが洪秀全らがたてた太平天国がこの地

を占領し、「天京」と名づけて都としたこともあった。

中華民国期には、この地が再び政治の中心となった。1927 年、中国国民党のなかで頭角をあ

らわした蔣介石が南京に国民政府をたてた。その後、この南京国民政府は各国から中国の正式な

政府として承認され、それにより南京は中華民国の首都と位置づけられたのであった。

問 1　下線部⑴を滅ぼしたのは、どこの国ですか。以下のⓐ～ⓓの中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

ⓐ　蜀  ⓑ　晋（西晋）  ⓒ　魏  ⓓ　東　晋

問 2　下線部⑵に関して、南朝の文化に関する説明として最も適切なものを以下のⓐ～ⓓの中か

ら一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 2

ⓐ　道士の寇謙之が重用され、道教の組織化と教義の普及がすすめられた。

ⓑ　仏図澄や鳩摩羅什によって仏教経典の漢訳がすすめられた。

ⓒ　画家の顧愷之が、宮廷女官の心得を絵と文であらわした「女史箴図」を描いた。

ⓓ　陶淵明（陶潜）らによって詩文集の『文
もん

選
ぜん

』が編纂された。

⑴

⑵

⑶ ⑷

⑸

⑹

⑺

⑻



― 14 ―

問 3　下線部⑶に関して、隋が建国されたのはいつのことですか。以下のⓐ～ⓓの中から最も適

切なものを一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 3

ⓐ　5世紀後半  ⓑ　6世紀前半  ⓒ　6世紀後半  ⓓ　7世紀前半

問 4　下線部⑷に関して、南朝最後の王朝を何といいますか。以下のⓐ～ⓓの中から最も適切な

ものを一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 4

ⓐ　斉  ⓑ　宋   ⓒ　陳  ⓓ　梁

問 5　空欄 5 は隋の煬帝のときに完成した大運河に面する都市で、隋唐時代に発展し、

アラブ・イラン系のムスリム商人も海路でこの都市を訪れました。この都市はどこですか。

以下のⓐ～ⓓの中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

ⓐ　明州（寧波）  ⓑ　広　州  ⓒ　泉　州  ⓓ　揚　州

問 6　下線部⑸の時期に起こった出来事として最も適切なものを以下のⓐ～ⓓの中から一つ選

び、解答欄の記号をマークしなさい。 6

ⓐ　耶律大石が中央アジアにおいて西遼を建国した。

ⓑ　王重陽を開祖とする全真教が、道教の革新をすすめた。

ⓒ　契丹（キタイ）が燕雲十六州（河北・山西の北部）を領土に加えた。

ⓓ　陝西・甘粛地域において李元昊が皇帝を称し、夏（西夏）をたてた。

問 7　下線部⑹の皇帝が実施した政策として最も適切なものを以下のⓐ～ⓓの中から一つ選び、

解答欄の記号をマークしなさい。 7

ⓐ　ベトナムに出兵し、一時これを併合した。

ⓑ　宰相や中書省を廃止し、六部などの中央官庁を皇帝に直属させた。

ⓒ　宦官の鄭和を東南アジア・インド洋に派遣した。

ⓓ　銀や交鈔を広く流通させ、経済の活性化をはかった。

問 8　空欄 8 に当てはまる都市として最も適切なものを以下のⓐ～ⓓの中から一つ選

び、解答欄の記号をマークしなさい。 8

ⓐ　長　安  ⓑ　開　封   ⓒ　洛　陽  ⓓ　北　京
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問 9　下線部⑺に関する説明として最も適切なものを以下のⓐ～ⓓの中から一つ選び、解答欄の

記号をマークしなさい。 9

ⓐ　纏
てん

足を禁止し、女性をさまざまな作業に動員した。

ⓑ　「扶清滅洋」をスローガンに掲げ、鉄道や電信施設などを破壊した。

ⓒ　白蓮教系の結社を中心とし、清の打倒を訴えて四川や湖北の山間部に勢力を広げた。

ⓓ　排外主義を唱え、キリスト教を邪教として排斥する運動を展開した。

問10　下線部⑻に関して、1937 年に日中戦争が始まると、南京は日本軍の侵攻を受け、国民政

府は首都機能を別の都市に移さざるをえなくなりました。このとき蔣介石は、首都機能をど

こに移しましたか。以下のⓐ～ⓓの中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。 10

ⓐ　西　安   ⓑ　重　慶   ⓒ　延　安  ⓓ　瑞　金
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2 　次の文章を読んで、問 1～ 10に答えなさい。

紀元後 43 年、ローマ帝国の遠征軍はブリタニアを征服し、テムズ川の北岸にロンディニウム

（ロンドン）を建設した。この地は、以後ブリタニアの道路網の中心となった。しかし、5世紀前

半にローマ人が撤退し、アングロ＝サクソン七王国がたてられると、ロンドンは衰退した。　

ロンドンの重要性が再び高まるのは、イングランド（イギリス）が統一されてからである。特に

1066 年、ノルマンディー公ウィリアムが、ロンドンのウェストミンスター寺院でイングランド

王に即位してから、ロンドンはイングランドの首都として発展した。12 世紀には旧来の市壁の

外側にも開発が進み、同世紀末にロンドンは自治都市となった。これは、商業の発達や各種のギ

ルドの成立によってもたらされた結果である。他方、この頃からイギリスの統治制度も整い、

13 世紀には議会が誕生し、ロンドンは政治の中心地となった。そのため、ワット＝タイラーの

乱のように、反乱農民によってロンドンが一時占拠されることもあった。バラ戦争の時代には、

ロンドンはヨーク派側にたち、混乱を回避した。

中世後期のロンドンは、国際的な商業都市としても発達した。ドイツのハンザ同盟の商人は

13 世紀にロンドンに商館を構え、北イタリアなどの商人たちとともに、ロンドンの商業や金融

に力を及ぼした。この頃ロンドンは羊毛の輸出港であったが、14 世紀後半以降は、イギリスで

も毛織物工業が発達し、ロンドンはイギリス最大の毛織物の輸出港になっていった。

16 世紀にイギリスの宗教改革が始まると、ヘンリ 8世は修道院を解散してその土地を没収し

た。それらは世俗の目的に転用されたが、ロンドンでは住宅用地としても使われ、その後ロンド

ンが発展するきっかけとなった。中央集権化の進行にともなって、政治的任務や宮廷の職のため

にロンドンに滞在する地方のジェントリ（郷紳）が増加し、ロンドンは観光や文化、消費の中心地

としても発展を続けた。ロンドンに劇場がたてられ、シェークスピアの戯曲が演じられたのも、

このような繁栄にともなう現象であった。

問 1　下線部⑴に関連した文として最も適切なものを以下のⓐ～ⓓの中から一つ選び、解答欄の

記号をマークしなさい。 11

ⓐ　この頃のローマ帝国は「ローマの平和」（パクス＝ロマーナ）と呼ばれる繁栄と平和の時

代だった。

ⓑ　この頃のローマ帝国は「内乱の 1世紀」と呼ばれる混迷した時代だった。

ⓒ　この頃、ローマ皇帝は専制君主政（ドミナトゥス）を行っていた。

ⓓ　この頃、カエサルがローマ帝国軍を率いてガリア遠征を行っていた。

⑴

⑵

⑶

⑷ ⑸

⑹

⑺

⑻

⑼

⑽
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問 2　下線部⑵に関連して、9世紀末にノルマン人（デーン人）を撃退したイングランド（アング

ロ＝サクソン王国）王は誰ですか。最も適切なものを以下のⓐ～ⓓの中から一つ選び、解答

欄の記号をマークしなさい。 12

ⓐ　ウィリアム 1世    ⓑ　テオドリック大王

ⓒ　リチャード 1世    ⓓ　アルフレッド大王

問 3　下線部⑶は、ヨーロッパの中世都市で結成された同業組合です。これを説明する文として

最も適切なものを以下のⓐ～ⓓの中から一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。

13

ⓐ　ギルドは自由競争を認めつつ、相互の利益分配に配慮した。

ⓑ　同職ギルドの組合員は親方に限られていた。

ⓒ　商人ギルドは、はじめ市政から排除されていた。

ⓓ　商人ギルドはツンフト闘争をおこして、領主から自治権を要求した。

問 4　下線部⑷に関連して、イギリス議会の起源とされる議会（1265 年）を招集したのは誰です

か。最も適切なものを以下のⓐ～ⓓの中から一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。

14

ⓐ　エドワード 1世    ⓑ　エドワード 3世

ⓒ　シモン＝ド＝モンフォール  ⓓ　ウィクリフ

問 5　下線部⑸に関連した文として最も適切なものを以下のⓐ～ⓓの中から一つ選び、解答欄の

記号をマークしなさい。 15

ⓐ　この反乱を思想的に指導したジョン＝ボールは身分制度を批判した。

ⓑ　イタリアでも同じ頃、ジャックリーの乱という同様の農民反乱がおこった。

ⓒ　農民たちは参政権などを要求して一揆をおこした。

ⓓ　この反乱の中心になったのは、ユンカーと呼ばれる独立自営農民だった。

問 6　下線部⑹の結果、新たに開かれた王朝の名前を何といいますか。最も適切なものを以下の

ⓐ～ⓓの中から一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 16

ⓐ　ヨーク    ⓑ　プランタジネット

ⓒ　テューダー    ⓓ　ランカスター

問 7　下線部⑺の盟主であった都市はどこですか。最も適切なものを以下のⓐ～ⓓの中から一つ

選び、解答欄の記号をマークしなさい。 17

ⓐ　ケルン  ⓑ　フランクフルト  ⓒ　ニュルンベルク  ⓓ　リューベック
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問 8　下線部⑻に関連して、羊毛はロンドンから主に大陸の毛織物工業の中心地に輸出されまし

た。それは何という地方ですか。最も適切なものを以下のⓐ～ⓓの中から一つ選び、解答欄

の記号をマークしなさい。 18

ⓐ　フランドル   ⓑ　シャンパーニュ  ⓒ　ロンバルディア  ⓓ　ラヴェンナ

問 9　下線部⑼に関連した文として最も適切なものを以下のⓐ～ⓓの中から一つ選び、解答欄の

記号をマークしなさい。 19

ⓐ　イギリスの宗教改革はヘンリ 8世が聖職者課税問題で教皇と対立して始まった。

ⓑ　ヘンリ 8世は国王至上法（首長法）を制定してイギリス国教会を成立させた。

ⓒ　ヘンリ 8世は統一法を制定してカルヴァン主義を採用した。

ⓓ　ヘンリ 8世はピューリタン（清教徒）を迫害した。

問10　下線部⑽は 16 世紀末から 17 世紀はじめに活躍しました。この時期のイギリス国王は誰で

すか。最も適切なものを以下のⓐ～ⓓの中から一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。

20

ⓐ　チャールズ 1世  ⓑ　メアリ 1世  ⓒ　エドワード 6世  ⓓ　エリザベス 1世
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3 　次の文章を読んで、問 1～ 10に答えなさい。

ヨーロッパにおける 1848 年は大きな転換をなした年で、多くの国においてプロレタリアの解

放や、民族の独立を目指す運動、あるいは体制の変革を求める運動が相次いで起こった。

そのうち、もっとも激しい運動が展開されたのは、フランスにおいてであった。前年の夏以

来、ブルジョワ共和派を中心とした選挙権拡大を求める運動が活発になっていた。1848 年 2 月、

この勢力が選挙法の改正を目的として開催しようとした改革宴会を当時のギゾー内閣が禁止した

ことがきっかけとなり、小市民や労働者の反政府運動がこれに合流して一大武装反乱となった。

同内閣は辞職し、国王も退位してイギリスへ亡命した。この二月革命の後、共和派と、社会主義

者との連合による臨時政府の樹立が宣言された。臨時政府は選挙制度改革の実施・奴隷の解放・

労働者の権利の承認などを決定した。だが、やがてブルジョワ共和派と社会主義共和派との対立

が激化し、国営工場の廃止に反対してパリの労働者が起こした 6月暴動は、カヴェニャック将軍

率いる軍隊によって鎮圧され、ブルジョワジーの支配する第二共和政が確立した。しかし、この

第二共和政も、間もなくして第二帝政にとってかわられることとなるのである。

一方、ドイツ・オーストリアでは、絶対主義に対して自由・憲法・民族統一を求める機運が高

まっていた。フランスにおける二月革命の影響を受けて、3月にまずオーストリアの首都ウィー

ンで、学生・市民・労働者の反乱が起こった。首相は追放されてイギリスへ亡命し、皇帝フェル

ディナント 1世は憲法を発布して自由主義的な改革を進めることを約束した。続いて、プロイセ

ンの首都では、ブルジョワジーならびに労働者が反乱を起こし、国王フリードリヒ＝ヴィルヘル

ム 4世に憲法制定を約束させた。他のドイツ諸邦においても、自由主義的内閣が成立したり、憲

法制定が着手されたりした。しかし、この年ドイツ・オーストリアで起きた革命運動は、結局こ

とごとく失敗に帰し、各地において反動体制（「新絶対主義」）が成立していった。

イギリスにおいては、産業革命の進展とともに、工業労働者は増加の一途をたどり、その労働

環境は劣悪化する一方であった。1837 年以来、職人や労働者によって進められてきた参政権を

もとめる運動が、1848 年には、フランスの二月革命の衝撃を受けて再び大きな盛り上がりを見

せた。また、アイルランドにおいては、イギリスとの合併に反対する運動が再燃し、アイルラン

ド連盟を中心とした独立運動が続けられていた。労働運動や社会主義運動が活発に展開されてい

た首都ロンドンにおいて、1847 年 6 月に共産主義者同盟の第 1回大会が、続いて 11 月には

第 2回大会が開かれた。こうした運動を契機に、同盟の綱領作成が着手され、それは翌 1848 年

に 『共産党宣言』 として発表された。

問 1　下線部⑴に関連して、目指された選挙権の拡大とはどのような内容でしたか。以下のⓐ～

ⓓ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

ⓐ　納税額による選挙権制限の撤廃  ⓑ　性差による選挙権制限の撤廃

ⓒ　年齢による選挙権制限の緩和  ⓓ　納税額による選挙権制限の緩和

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼
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問 2　下線部⑵に関連して、この政府に参画した社会主義者の中心的人物は誰ですか。以下の

ⓐ～ⓓ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

ⓐ　サン＝シモン  ⓑ　ルイ＝ブラン  ⓒ　フーリエ  ⓓ　プルードン

問 3　下線部⑶に関連して、1851 年にクーデタをおこし、翌 52年に皇帝となった人物は誰ですか。

以下のⓐ～ⓓ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

ⓐ　ルイ＝ナポレオン  ⓑ　ルイ 18 世  ⓒ　ルイ＝フィリップ  ⓓ　シャルル 10 世

問 4　下線部⑷に関連して、追放された首相は誰ですか。以下のⓐ～ⓓ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

ⓐ　メッテルニヒ  ⓑ　ビスマルク  ⓒ　ネッケル  ⓓ　ベルンシュタイン

問 5　下線部⑸に関連して、当時のプロイセンの首都はどこでしたか。以下のⓐ～ⓓ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。 25

ⓐ　フランクフルト  ⓑ　ミュンヘン  ⓒ　ベルリン  ⓓ　ヴァイマル

問 6　下線部⑹に関連して、工場における婦女子労働の規制ならびに労働時間の規制を定めた法

律が 1833 年に制定されていますが、この法律の名称は何ですか。以下のⓐ～ⓓ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

ⓐ　労働組合法  ⓑ　工場法  ⓒ　児童福祉法  ⓓ　労働者保護法

問 7　下線部⑺に関連して、この運動は何と呼ばれていますか。以下のⓐ～ⓓ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。 27

ⓐ　ラダイト運動    ⓑ　チャーティスト運動

ⓒ　反穀物法運動（穀物関税撤廃運動）  ⓓ　自由民権運動

問 8　下線部⑻に関連して、アイルランド問題に関する説明として、以下のⓐ～ⓓのうち、適切

でないものを一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 28

ⓐ　1840 年代半ばに大飢饉、特にジャガイモの不作によって、100 万人以上の人々がアイル

ランドから、ヨーロッパ大陸へ移民として移り住んだ。

ⓑ　アイルランドは 1801 年に正式に併合されて「連合王国」に組み込まれていた。

ⓒ　アイルランド問題は、17 世紀のクロムウェルによる土地の収奪以降、複雑化・深刻化

し続けてきていた。

ⓓ　1880 年代にグラッドストンによって提出されたアイルランド自治法案は、議会を通過

せず、アイルランド問題は未解決のまま、20 世紀へと持ち越された。
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問 9　下線部⑼に関連して、『共産党宣言』の作成に携わった人物は誰ですか。以下のⓐ～ⓓ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

ⓐ　オーウェン  ⓑ　アイゼナッハ  ⓒ　ラサール  ⓓ　エンゲルス

問10　下線部⑼に関連して、『共産党宣言』の主張の説明として、以下のⓐ～ⓓのうち、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。 30

ⓐ　人間は本来自由なものとして生まれたが、いたるところで鉄鎖につながれていて、民衆

はその鉄鎖を断ち切るために立ち上がるべき。

ⓑ　イギリス人民は自分を自由だと思っているが、彼らが自由なのは、ただ議員を選挙する

期間中だけのことで、真の自由を保障する民主主義を目指すべきである。

ⓒ　革命による社会主義社会実現のために、万国の労働者は、団結をすべきである。

ⓓ　市民社会無き人間の状態は万人の万人に対する闘争、万人の権利をめぐっての闘争であ

る。この闘争を終わらせるために市民社会の構築こそが必要である。
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4 　次の文章を読んで、問 1～ 10に答えなさい。

1914 年にヨーロッパで第一次世界大戦が勃発した当初、アメリカは伝統的な孤立主義的な対

外政策をとるとともに、中立的な立場を堅持した。そこにはヨーロッパへの物資の輸出によって

利益をあげたいというアメリカの思惑が存在したからである。またこの時期、巨額のアメリカ資

本が投入されていた隣国メキシコで反帝国主義的な民衆革命 　 いわゆる 「メキシコ革

命」 　 が起こると、アメリカは自国の利益を保持するために混乱するメキシコに軍事介入し

たのをはじめ、カリブ海のハイチやドミニカ共和国へも干渉するなど、この地域における覇権の

保持に神経を尖らせていた。

しかし、劣勢となり戦局を打開しようとしたドイツ軍が、中立国をも対象とする無制限潜水艦

作戦を開始したのを契機に、1917 年 4 月、アメリカは連合国側に立って大戦に参戦した。ヨー

ロッパで繰り広げられた大量殺
さつ

戮
りく

戦争に危機感をつのらせた、理想主義者でもあるアメリカ大統

領ウィルソンは、1918 年 1 月に 「十四カ条の平和原則」 を発表し、平和で自由な新しい国際秩

序の理想を提示した。戦争自体は、最後まで抵抗を続けたドイツの敗北により連合国側の勝利で

幕を閉じたが、主戦場となったヨーロッパは大いに疲弊した。他方、戦争による軍需景気を背景

に経済大国となったアメリカでは、大量生産・大量消費社会の到来とともに大衆文化が開花し

た。しかし、経済的繁栄の陰では、黒人や南欧・東欧・アジアからの新移民を差別する風潮が高

まり、労働運動や社会主義運動が弾圧された。

空前の好景気を謳歌していたアメリカは、1929 年、ニューヨーク株式市場での株価の大暴落

を発端とする未曾有の不況に見舞われ、それは瞬く間に世界に拡散し、世界恐慌を引き起こし

た。この大恐慌を克服するため、アメリカではフランクリン＝ローズヴェルト大統領がニュー

ディールと呼ばれる経済復興政策を実施し、それまでの自由放任経済から国家統制による安定経

済へと大きく舵を切った。外交面では、1933 年にソ連を承認するとともに、ラテンアメリカ・

カリブ海諸国に対しては内政干渉を控えるなど、政策転換が行われた。

しかしながら、ドイツやイタリアといったファシズム諸国が新たな世界大戦に向かって突き進

んだため、当初、中立をまもっていたアメリカも 1941 年 3 月の武器貸与法によって反ファシズ

ム諸国支援の姿勢を明確にした。さらに同年 12 月の日本軍による真珠湾攻撃を受けたことを契

機に、アメリカはいよいよこれらの国々を止めるために連合国側への加勢を決意するに至った。

第二次世界大戦それ自体は、連合国側の勝利で終結したものの、戦後は、とりわけ超大国となっ

たアメリカとソ連が、お互いのイデオロギーと覇権をめぐって対立し、世界を二分していくこと

になる。

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、1823 年の年次教書で、その後のアメリカ外交政策の基調となる孤

立主義の方針を発表したアメリカ大統領は誰ですか。以下のⓐ～ⓓの中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

ⓐ　マディソン  　ⓑ　モンロー  ⓒ　マッキンリー  ⓓ　ジャクソン

問 2　下線部⑵によって追放されたメキシコ大統領は誰ですか。以下のⓐ～ⓓの中から最も適切

なものを一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 32

ⓐ　マデロ  ⓑ　サパタ  ⓒ　ディアス  ⓓ　ビリャ

問 3　下線部⑶はラテンアメリカ地域で最初に独立を果たした国であるが、その独立運動を主導

した人物は誰ですか。以下のⓐ～ⓓの中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

ⓐ　トゥサン＝ルヴェルチュール  ⓑ　サン＝マルティン

ⓒ　シモン＝ボリバル   ⓓ　ホセ＝リサール

問 4　下線部⑷は、1917 年 11 月（ロシア暦では 10 月）にソヴィエト政府が発したアピールに対抗

する形で発表されたものであるが、そのソヴィエト政府のアピールの名称は何ですか。以下

のⓐ～ⓓの中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。 34

ⓐ　土地に関する布告   ⓑ　十月宣言

ⓒ　バルフォア宣言    ⓓ　平和に関する布告

問 5　下線部⑸に関連して、ドイツ帝国の崩壊とともに隣国オランダに亡命した帝国最後の皇帝

は誰ですか。以下のⓐ～ⓓの中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

ⓐ　フリードリヒ 2世   ⓑ　ヴィルヘルム 1世

ⓒ　ヴィルヘルム 2世   ⓓ　フリードリヒ＝ヴィルヘルム 1世

問 6　下線部⑹に関連して、イタリア系移民で無政府主義者とされる人物が殺人事件の犯人とさ

れた冤
えん

罪
ざい

事件は何ですか。以下のⓐ～ⓓの中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

ⓐ　血の日曜日事件    ⓑ　イリ事件

ⓒ　ドレフュス事件    ⓓ　サッコ・ヴァンゼッティ事件
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問 7　下線部⑺の一つとして制定された全国産業復興法が違憲判決を受けたことから、1935 年

に改めて労働者の権利保護のために制定された法律は何ですか。以下のⓐ～ⓓの中から最も

適切なものを一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 37

ⓐ　ホルテンシウス法   ⓑ　ワグナー法

ⓒ　ジム＝クロウ法    ⓓ　ローラット法

問 8　下線部⑻の政策転換が実施される以前、とりわけセオドア＝ローズヴェルト大統領のもと

で、カリブ海地域に対してとられた外交政策は何ですか。以下のⓐ～ⓓの中から最も適切な

ものを一つ選び、解答欄の記号をマークしなさい。 38

ⓐ　ドル外交  ⓑ　善隣外交  ⓒ　棍
こん

棒
ぼう

外交  ⓓ　宣教師外交

問 9　下線部⑼のムッソリーニ政権が 1935 年に侵攻し、その後併合した国はどこですか。以下

のⓐ～ⓓの中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。 39

ⓐ　エリトリア  ⓑ　エチオピア  ⓒ　ソマリランド  ⓓ　アルバニア

問10　下線部⑽の末期に米・英・ソ首脳のあいだでヤルタ会談が開かれたが、そこで取り決めら

れたことについての説明として最も適切なものを以下のⓐ～ⓓの中から一つ選び、解答欄の

記号をマークしなさい。 40

ⓐ　国際連盟の設立準備と安全保障理事会の権限などで合意した。

ⓑ　ドイツ降伏後のソ連の対日参戦と南樺太・千島の占領について合意した。

ⓒ　満州・台湾・澎
ほう

湖
こ

列島の中国への返還、朝鮮の独立などの方針を決定した。

ⓓ　ヨーロッパの対独戦線問題 　 いわゆる「第二戦線」 　 が協議され、北フランス上

陸作戦が決定された。
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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

ⓐ　酸性雨とは大気汚染によって生み出される酸性の強い雨や雪、霧などのことである。そ

の主な原因と考えられているのは、自動車や工場から排出される硫黄酸化物や窒素酸化物

であり、これによって森林破壊などのさまざまな被害が出ている。しかし、いまのところ

酸性雨の防止に関する国際的な条約や議定書はない。

ⓑ　森林破壊は砂漠化の現象と関係している。森林破壊とは熱帯林を中心に森林の減少や劣

化が起こる現象であり、近年急速に進行しているといわれている。その原因は燃料目的の

過伐採、森林火災、大規模な農地開発などさまざまなものがあるが、その最大の原因は酸

性雨であるといわれている。

ⓒ　砂漠化は地球温暖化の現象と関係している。砂漠化は干ばつをはじめとする気候変動な

どの自然的要因によるものもあるが、過度の放牧や伐採、過度の農耕地の拡大など、人為

的要因も大きいといわれている。この砂漠化の防止に国際的な協力で当たっていくために

1994 年に砂漠化対処条約が採択されている。

ⓓ　地球温暖化は人間が大量のエネルギーを消費することによって起こる現象である。具体

的には化石燃料を燃やすことによって生じる二酸化炭素などの温室効果ガスの大量排出で

ある。近年オゾン層を破壊するフロンガスに代わって冷蔵庫の冷却剤などに使われるよう

になったいわゆる代替フロンはこの温室効果を減らす働きがあるとして世界的に注目され

ている。
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問 2　資源・エネルギー問題に関連して、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

ⓐ　循環型社会の推進を目指す取り組みの 1つとして、各種製品のリサイクルによって資源

の有効利用を促進するための法律が整備されている。容器包装リサイクル法、家電リサイ

クル法、自動車リサイクル法、建設資材リサイクル法などがそれである。これらのうち、

リサイクル費用が消費者負担とされているのは自動車リサイクル法と建設資材リサイクル

法のみである。

ⓑ　近年情報通信機器の製造などのハイテク産業を支える資源として注目されているものに

レアメタルがある。コバルトやクロムなど 30 種類以上あるといわれているが、いまのと

ころ生産が特定の国に偏在している。電気自動車のモーターに不可欠なレアアースもその

一種で、これはその 8割以上（2017 年）が中国で生産されているといわれている。

ⓒ　1990 年代頃から注目されるようになった新たなエネルギー資源にシェールガスがある。

採掘技術の進歩で生産コストが安くなったため、特にアメリカで生産が急増している。こ

れは天然ガスの一種であり化石燃料であるが、燃焼しても二酸化炭素をほとんど出さない

ので、利用促進が大きく期待されている。

ⓓ　ガソリンエンジンと電気モーターなどのように複数の動力源を組み合わせて走るハイブ

リッドカーは低公害車とも呼ばれ、家庭用電源から充電できる車も開発されている。しか

し、いまのところ、排気ガス規制地域を走行するときにガソリンから電気にうまく切り替

えることができないなど大きな課題も残っている。

問 3　医療と生命の問題に関連して、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。 3

ⓐ　医療の現場では、病気の実情や医療の方針について患者の知る権利や自己決定の権利が

次第に尊重されつつある。インフォームド・コンセントはその実例であり、医師が患者や

その家族に必要な情報を与えて十分説明し、患者が理解納得した上で治療方針を主体的に

選択することをいう。

ⓑ　パターナリズムとは父権主義、父親主義などと訳される言葉である。医療の現場で用い

られるときには、男性の医師が女性の看護師に対して患者の治療方針について一方的に決

定し指示する旧来のあり方を指して使われる。男女共同参画の理念の上からも問題視され

てきたことである。

ⓒ　臓器移植法の成立によって、日本では移植手術のために脳死した人から臓器を取り出す

ことができるようになった。同法はその後改正されたが、本人が生存中に臓器摘出につい

て同意する旨の意思を書面で示していることが、現在でも臓器摘出の条件となっている。

ⓓ　患者の知る権利や自己決定権に関連するものとして近年セカンド・オピニオンという言

葉が注目されている。第 2の見解を意味するこの言葉は、患者が担当医師以外の他の医師、

また医師以外の研究者や弁護士などの専門家、さらに家族や友人などの一般の人々からも

意見を聞き、医師は極力それを尊重することをいい、実際に医療現場で実行されている。
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問 4　現代の青年の諸問題に関連して、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。 4

ⓐ　青年期は第二次性徴といわれる性の特徴が身体面で現れ、これに伴って精神面でも様々

な変化が現れる時期である。近年人々の関心が大きくなっている性同一性障害は、自分の

生物学的・身体的な性と心の性ないしは自分の性についての自認が一致しない状態のこと

をいう。これによる心理的葛藤や悩みを抱える青年も少なくない。

ⓑ　青年期は学校教育の課程を修了して職業生活を始める時期でもある。しかし、現代の社会

には実に多くの職業が存在し、どの職業を選ぶかを決めるのは必ずしも簡単ではない。フリー

ターやニートと呼ばれる若者が多く存在しているが、そこには、職業選択の難しさだけでなく、

働く経験の少なさ、非正規雇用の増加等、多くの要因があると考えられている。

ⓒ　国民が政治に対してあまり関心を示さないことはポリティカル・アパシー（政治的無関

心）と呼ばれる。日本では青年期の学生や若者が政治への関心が薄いことは以前から指摘

されてきた。近年 18 歳から投票が可能になったが、こうした状況を大きく改善するには

至っていない。

ⓓ　現代の日本の青年に関係する問題の1つにひきこもりがある。半年以上自宅や自室に閉じこ

もっている状態が続くことをいう場合が多い。引きこもりの定義は必ずしも簡単ではないが、

社会参加をしないというより、自宅や自室に物理的に閉じこもることが問題の中心なので近く

のコンビニに買い物に行ったりするなど自宅を出ることがある場合にはこれに含まれない。

問 5　伝統文化と生活習慣に関連して、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

ⓐ　日本だけでなく世界の様々な社会に見られる伝統的な儀式や行事の 1つに通過儀礼とい

われるものがある。人の一生の節目節目に行われる儀式のことである。誕生の祝いや歳祝

い、成人式、そして葬式などがこれに含まれる。なお、結婚式はこれらとはかなり意味合

いの異なる個人的な催しの側面が強く、一般的に通過儀礼には含まれない。

ⓑ　日本の伝統文化の 1つに歌舞伎がある。安土・桃山時代に出雲の阿国が創始したとさ

れ、江戸時代に発展し、今日に至っている。女性によって創始された芸術が江戸時代にお

いて既に女性によって演じられなくなったのは、おもに一般の人々の女性に対する独特の

感覚や見方によるもので、当時の幕府権力の政策などは関係していない。

ⓒ　日本の文化を西洋の文化と比較して「恥の文化」と特徴づけしたのはアメリカの文化人

類学者ベネディクトである。彼女はその著『菊と刀』で、日本人は他人からの世評に対する

反応である「恥」の意識が強く、それが多くの日本人の行動基準となっていると指摘した。

ⓓ　江戸時代に花開いた芸術の 1つに浮世絵がある。民衆の日常生活やその風景を描いた風

俗画である。その芸術性は国外の人々や現代人の関心と評価をも集めている。有名な「東

海道五十三次」は葛飾北斎の傑作である。
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問 6　現代社会の諸問題に関連して、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。 6

ⓐ　1986 年に施行された男女雇用機会均等法は憲法の「法の下の平等」の理念にもとづき、

雇用や待遇における男女の平等などについて定められている。この法律はその後 1999 年

などに改正されたが、性的嫌がらせ（セクシャル・ハラスメント）についてはいまだに明確

な禁止規定はもり込まれていない。

ⓑ　日本では民法の規定にもとづいて結婚後は夫婦どちらか一方の姓を名のることになってい

る。しかし実際には夫側の姓を名のる場合がほとんどで、これは憲法の「法の下での平等」

の理念に反するとの批判が従来強く、現在では婚姻届を提出する際に夫婦が互いに結婚前の

姓を名のる夫婦別姓が法律的に認められている。しかし夫側の姓を名のる慣習はあまり変

わっていない。

ⓒ　出生数よりも死亡数のほうが多く、継続的に人口が減っていく社会は人口減少社会とい

われる。現在の人口を維持できる最低ラインといわれる合計特殊出生率 2.08 を近年の日

本は継続的に下回り、2014 年には 1.42 まで減少したが、現在ではようやく 2.08 を上回り、

かろうじて人口減少社会を免れている。

ⓓ　人々がこれまでよりも健康で長く生きられるようになっていることなどを背景に、生涯

学習・生涯教育への関心が高まっている。これは学校教育を受ける期間ばかりでなく、家

庭教育や社会教育をふくめて一生涯を通じて行う学習・教育のことであり、個人や団体ば

かりでなく国や地方自治体でもさまざまな取り組みが行われている。

問 7　現代社会の諸問題に関連して、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。 7

ⓐ　現代社会はその複雑さゆえにストレスフルな社会であるとよくいわれる。相反するよう

な複数の欲求が同時に生じ、どの欲求を優先するか決定できず、精神的に不安定になるこ

とは葛藤（コンフリクト）と呼ばれる。精神分析家のベラックが名づけた「ヤマアラシのジ

レンマ」もこの葛藤の一例である。

ⓑ　ボランティア活動は個人の自発的な意志で報酬を期待することなく行う活動である。職

業活動とは異なる社会参加のあり方としてその意義が評価され、多くの人が参加してい

る。災害復興支援だけでなく、環境保護や医療・福祉などさまざまな活動が展開されてお

り、ボランティアのための休暇を取ることができるようにしている企業も現れている。

ⓒ　企業や役所などの巨大組織を運営する仕組みは官僚制といわれる。官僚制はドイツの社

会心理学者フロムが分析したように、規則の遵守、権限の原則、文書による確認など合理

的で能率的である反面、形式が優先して融通が利かなかったり、人間が組織の歯車のよう

になったりするなどの問題点も指摘されている。

ⓓ　現代社会に暮らす人々はかつてに比べて家族や地域や社会とのつながりが弱くなってき

ているとよく指摘されている。亡くなって何日も経ってから発見される孤独死（孤立死）の

問題や無縁社会などと表現される現実がその一端を物語っている。
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2 　次の文章を読んで、問 1～ 16に答えなさい。
国際経済について理解するために、国際貿易や国際金融の歴史と現状を概観してみよう。

国際貿易は、自由貿易と保護貿易の 2つに大別できる。第二次世界大戦後の 1948 年、自由貿

易を推進するために、 Ａ が発足した。1995 年には Ａ を引き継いで Ｂ が

設立された。 Ａ の下、多角的貿易交渉として、1964 年から 1967 年まで Ｃ が、

1973 年から 1979 年まで Ｄ が、そして 1986 年から 1994 年まで Ｅ が行われた。

2001 年には Ｂ の下、 Ｆ が開始されたが、その後の交渉は難航してきた。そこ

で  Ｂ における合意を待たずに、各国間でFTA（自由貿易協定）やEPA（経済連携協定）の

締結が進行している。日本も多くの国とEPAを締結し、交渉を進めてきた。2018 年 12 月には

日本が参加したTPP（環太平洋経済連携協定）が発効した。また 2019 年 2 月には日・EU経済連

携協定が発効した。

各国の通貨が交換される市場を外国為替市場という。第二次世界大戦後の国際通貨制度をブレ

トン・ウッズ体制という。そしてアメリカのドルを基軸通貨とする固定相場制が採用された。ア

メリカはドル危機により、1971 年 8 月に金とドルの交換を停止した。これを Ｇ という。

ブレトン・ウッズ体制の崩壊後、1971 年 12 月の Ｈ により固定相場制への復帰が図られ

たが、長続きせず、1976 年、 Ｉ により変動相場制が正式に承認された。現在、変動相

場制のもと、為替レートは外国為替市場の需給関係によって決まる。

国際経済がグローバル化し、資本の移動と取り引きが巨額になっている。1997 年には Ｊ

が起こった。2008 年にはアメリカの Ｋ が契機となって世界金融危機となった。この危機

に対応するため 2008 年 11 月に Ｌ が開催された。また 2009 年には Ｍ の巨額の

財政赤字が表面化したことによりユーロ危機が起こった。

国際間の経済取り引きの結果は、国際収支に記録される。国際収支は経常収支、資本移転等収

支、 Ｎ および誤差脱漏からなる。近年（2013 年～ 2018 年、財務省資料）の日本の経常収

支の黒字にもっとも寄与している項目は Ｏ である。

問 1　下線部アに関連して、自由貿易推進の有力な論拠となった比較生産費説を説いた人物とし

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。 8

ⓐ　A・スミス  ⓑ　D・リカード  ⓒ　T・R・マルサス  ⓓ　J・S・ミル

問 2　下線部イに関連して、発展途上国では保護貿易政策が必要であると主張した人物として最

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

ⓐ　K・マルクス  ⓑ　F・エンゲルス  ⓒ　V・レーニン  ⓓ　F・リスト

ア イ

ウ

エ

オ

カ
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問 3 　 Ａ と Ｂ に入る語句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

ⓐ　Ａ―GATT（関税と貿易に関する一般協定）  Ｂ―WTO（世界貿易機関）

ⓑ　Ａ―WTO（世界貿易機関）  Ｂ― GATT（関税と貿易に関する一般協定）

ⓒ　Ａ―UNCTAD（国連貿易開発会議）  Ｂ―WTO（世界貿易機関） 

ⓓ　Ａ―GATT（関税と貿易に関する一般協定）  Ｂ―UNCTAD（国連貿易開発会議）

問 4　 Ｃ 、 Ｄ 、 Ｅ 、および Ｆ に入る語句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。 11

ⓐ　Ｃ―ケネディ・ラウンド  Ｄ―ウルグアイ・ラウンド

Ｅ―ドーハ・ラウンド  Ｆ―東京ラウンド

ⓑ　Ｃ―東京ラウンド  Ｄ―ウルグアイ・ラウンド 

Ｅ―ケネディ・ラウンド  Ｆ―ドーハ・ラウンド

ⓒ　Ｃ―ウルグアイ・ラウンド  Ｄ―ケネディ・ラウンド　

Ｅ―東京ラウンド  Ｆ―ドーハ・ラウンド 

ⓓ　Ｃ―ケネディ・ラウンド  Ｄ―東京ラウンド 

Ｅ―ウルグアイ・ラウンド  Ｆ―ドーハ・ラウンド

問 5　下線部ウに関連して、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。

12

ⓐ　前身はニュージーランド、シンガポール、ブルネイ、およびチリの 4か国の経済連携協

定だった。

ⓑ　11 か国が参加して発効した。

ⓒ　2017 年、参加予定であったアメリカが離脱を表明した。

ⓓ　2017 年、中国、インド、および韓国が参加を表明した。

問 6　下線部エに関連して、1944 年のブレトン・ウッズ協定に基づいて 1945 年に設立された国

際通貨と金融に関する協力機構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

ⓐ　IBRD  ⓑ　EEC  ⓒ　IMF  ⓓ　OECD
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問 7　下線部オに関連して、現在または将来の基軸通貨につい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。 14

ⓐ　国際金融の中心だった伝統をもつ英ポンドが基軸通貨となることが決まっている。 

ⓑ　ユーロが導入され、米ドルに代わって基軸通貨となった。

ⓒ　日本の国際貢献として、円が米ドルに代わって基軸通貨になることが決まっている。

ⓓ　米ドルは現在も基軸通貨であり続けている。

問 8　 Ｇ 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。

15

ⓐ　ドル・ペッグ制    ⓑ　ブロック経済化

ⓒ　ニクソン・ショック  ⓓ　金融ビッグバン

問 9　 Ｈ と Ｉ に入る語句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。 16

ⓐ　Ｈ―キングストン合意  Ｉ―ルーブル合意

ⓑ　Ｈ―スミソニアン協定  Ｉ―ルーブル合意

ⓒ　Ｈ―キングストン合意  Ｉ―スミソニアン協定

ⓓ　Ｈ―スミソニアン協定  Ｉ―キングストン合意

問10　下線部カに関連して、外国為替レートと貿易の関係について、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

ⓐ　1ドル 100 円から 120 円になると円高ドル安になったという。

ⓑ　1ドル 100 円から 80 円になると円安ドル高になったという。

ⓒ　円安ドル高になると、一般的に日本の輸出量は減少する傾向がある。

ⓓ　円高ドル安になると、一般的に日本の輸出量は減少する傾向がある。

問11　 Ｊ 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。

18

ⓐ　中南米累積債務問題  ⓑ　メキシコ通貨危機 

ⓒ　アジア通貨危機    ⓓ　サブプライムローン問題

問12　 Ｋ 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。

19

ⓐ　双子の赤字    ⓑ　ダンピング

ⓒ　ブラック・マンデー  ⓓ　リーマン・ショック
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問13　 Ｌ 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。

20

ⓐ　G7（先進 7か国財務相・中央銀行総裁会議）

ⓑ　G8（主要国首脳会議）

ⓒ　G20（主要 20 か国・地域首脳会合）

ⓓ　世界サミット（国連首脳会合） 

問14　 Ｍ 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。

21

ⓐ　イギリス  ⓑ　フランス  ⓒ　イタリア  ⓓ　ギリシャ

問15　 Ｎ 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。

22

ⓐ　貿易収支  ⓑ　サービス収支  ⓒ　外貨準備  ⓓ　金融収支

問16　 Ｏ 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。

23

ⓐ　輸　出  ⓑ　輸　入  ⓒ　第一次所得収支  ⓓ　第二次所得収支
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3 　次の文章を読んで、問 1～ 4に答えなさい。

Ⅰ　人は本来、誰でも生まれながらに、さまざまな権利を等しくもつ。日本国憲法は 「法の下の平

等」 をうたい、人種や信条、性別、社会的身分などによる差別を否定している。しかし、実際に

は多くの差別問題が存在し、平等権の実現に向けた取り組みが求められている。

Ⅱ　精神的な自由がなければ人格の尊重はありえない。日本国憲法は、思想・良心の自由を中心

に、信教の自由、集会・結社・表現の自由、学問の自由などを定めている。また、身体的な自由

も簡単に奪われたり恣意的に罰せられたりするようでは、人格の尊重は実現できない。日本国憲

法は、法律で定められた適正な手続なしに生命や自由が奪われたり刑罰を科せられたりしないこ

とや、実行時に適法であった行為を事後の法で罰することはできないこと、裁判が確定したのち

に再び刑事上の責任を問われないことなどを定めている。

Ⅲ　人権が守られるためには、人びとが政府に対して権利保障を要求することが、権利として保障

されていなければならない。日本国憲法は、国民主権の原理にもとづき、国民が自らの意思を国

政に反映させるために、政治に参加する権利（参政権）を定めている。

問 1　下線部アに関連して、以下の設問に答えなさい。

⑴　平等権を確認した憲法上の規定として、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

ⓐ　家族生活における男女の平等（第 24 条）

ⓑ　ひとしく教育を受ける権利（第 26 条）

ⓒ　勤労における差別の禁止（第 27 条）

ⓓ　選挙権・被選挙権における差別の禁止（第 44 条）

ア

イ

ウ

エ オ

カ
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⑵ 平等権に関連する以下の記述のうち、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。 25

ⓐ アイヌ民族への差別に関しては、1997 年に「北海道旧土人保護法」などの差別的な法

律が廃止され、「アイヌ文化振興法」が成立した。2008 年には国会で、「アイヌ民族を先

住民族とすることを求める決議」が全会一致で可決された。

ⓑ 被差別部落出身者への差別に関しては、2002 年に国策としての同和対策事業が終了し、

2016 年に「部落差別解消推進法」も施行されたことから、現在では全面的に解決したと

されている。

ⓒ 障害者への差別に関しては、2016�年に「障害者差別解消法」が施行され、障害者に

「合理的配慮」を行うことなどを通じて、共生社会を実現することが目指されている。

ⓓ 男女労働者間の差別に関しては、個々の企業が進める自主的かつ積極的な差別是正措置

として、ポジティブ・アクションがある。数値目標を定め、一定期間内に機会均等と結果

の平等を実現するよう取り組むもので、改正男女雇用機会均等法においてその促進がうた

われた。

問 2　下線部イに関連する以下の記述のうち、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

ⓐ 信教の自由は、信仰の自由、宗教選択の自由など個人の内心における自由を対象とする

が、宗教団体を作ったり布教を行ったりするなどの宗教活動の自由については対象として

いない。

ⓑ 大日本帝国憲法には信教の自由が明文化されていなかったことから、人びとに国家神道

が強制される事態を招いた。

ⓒ 国が宗教活動を行ったり、特定の宗教団体に特権を与えたりすることは、「政教分離の

原則」によって禁止される。

ⓓ 入社試験で秘匿した信仰を理由に、企業が本採用を拒否することは、憲法の規定により

いかなる場合も許されない。

問 3　下線部ウエオの内容を示す語句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。 27

ⓐ ウ証拠主義 エ遡
そ

及
きゅう

処罰の禁止  オ無罪の推定

ⓑ ウ法定手続の保障 エ一事不再理 オ遡
そ

及
きゅう

処罰の禁止

ⓒ ウ証拠主義 エ一事不再理 オ無罪の推定

ⓓ ウ法定手続の保障 エ遡
そ

及
きゅう

処罰の禁止  オ一事不再理
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問 4　下線部カに関連して、以下の設問に答えなさい。

⑴　参政権の中核が選挙権である。選挙権に関する基本原則として、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

ⓐ　普通選挙  ⓑ　間接選挙  ⓒ　平等選挙  ⓓ　秘密選挙

⑵　日本の選挙制度に関連する下の表について、 Ａ ～ Ｄ に入る語句または数

値として最も適切なものを 1つずつ選び、解答欄の記号をマークしなさい。

Ａ 29

Ｂ 30

Ｃ 31

Ｄ 32

衆議院と参議院の選挙制度（2019 年）

衆議院 参議院

被選挙権 Ａ 歳以上 Ｂ 歳以上

選挙の種類 Ｃ 比例代表選挙 選挙区選挙 Ｄ

定　数 289 名 176 名 147 名
（74 名を改選）

98 名
（50 名を改選）

選挙区の数 289 11
（ブロック単位）

45
（都道府県単位）

1
（全国）

投票のしかた 立候補者名を記入 政党名を記入 立候補者名を記入 政党名か
立候補者名を記入

＊参議院では 2019 年 7 月に比例代表に「特定枠」が導入され、定数は 2022 年 7 月に選挙区 148・比例代表 100
（計 248）になる。

ⓐ　18    ⓑ　20

ⓒ　25    ⓓ　30

ⓔ　比例代表選挙    ⓕ　小選挙区選挙

ⓖ　選択投票選挙    ⓗ　補欠選挙

ⓘ　職能代表選挙   
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⑶　選挙制度をめぐる諸課題に関する以下の記述のうち、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。 33

ⓐ　時代の変化とともに選挙制度も対応を迫られ、近年では、戸別訪問やインターネットに

よる選挙運動などが解禁されたほか、在外邦人の投票も可能となった。

ⓑ　国政選挙における投票率は低下傾向にあり、有権者の意思が十分に政治に反映されにく

い状況が生じている。投票率は一般に参議院議員選挙のほうが衆議院議員選挙より高い。

ⓒ　投票権の平等原則から、選挙区ごとの有権者の数と議員定数との均衡が必要であるが、

現在でも「一票の格差」は著しく大きい。その格差は一般に参議院議員選挙のほうが衆議

院議員選挙より大きい。

ⓓ　選挙運動の責任者や候補者の親族・秘書などが公職選挙法違反で有罪となった場合に

は、候補者の当選が無効となるなどの「連座制」が導入されている。ただし、その違反に

関して、候補者が関知していなかった場合には適用されない。
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4 　問 1～ 8に答えなさい。

問 1　国際連盟および国際連合について説明した以下の文章の Ａ ～ Ｆ に入る語

句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。

34

国際連盟は 1920 年に原加盟国 42 ヵ国で発足し、 Ａ に本部を置いた。総会、理事

会、事務局、 Ｂ 裁判所を主要機関として構成され、総会や理事会における表決は

Ｃ を原則として行われた。一方、国際連合は、1945 年に原加盟国 51 ヵ国で発足し、

Ｄ に本部が置かれている。総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理事

会、事務局、 Ｅ 裁判所などによって構成されている。総会での議決は Ｆ 、

安全保障理事会での議決は 5大国一致を原則としている。

ⓐ　Ａ―ジュネーブ  Ｂ―常設国際司法  Ｃ―全会一致

Ｄ―ニューヨーク  Ｅ―国際司法  Ｆ―多数決

ⓑ　Ａ―ブリュッセル  Ｂ―国際仲裁  Ｃ―秘密投票

Ｄ―サンフランシスコ  Ｅ―常設司法  Ｆ―全会一致

ⓒ　Ａ―ハーグ  Ｂ―常設国際  Ｃ―多数決

Ｄ―ワシントンD.C.  Ｅ―常設仲裁  Ｆ―秘密投票

ⓓ　Ａ―ジュネーブ  Ｂ―常設仲裁  Ｃ―全会一致

Ｄ―ニューヨーク  Ｅ―国際仲裁  Ｆ―多数決

問 2　国際連合の創設に関係の深い国際会議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。 35

ⓐ　パリ講和会議    ⓑ　ダンバートン＝オークス会議

ⓒ　ハーグ平和会議    ⓓ　サンフランシスコ講和会議
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問 3　国連の平和維持活動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。 36

ⓐ　国連平和維持活動（PKO）は、安保理が国連憲章上の権限に基づいて強制措置を決定す

る集団安全保障の活動とは異なるが、憲章に明確に規定されている中立的で非強制的な紛

争処理方式である。

ⓑ　PKOは、紛争当事国の要請と同意を前提に国連が現地に派遣した部隊によって構成さ

れ、自衛の範囲をこえる武器の使用はせずに、当事者の合意した停戦の監視などに従事す

る停戦監視団としての活動がほとんどであり、兵力の引き離しや非武装地帯の維持にあた

る平和維持軍（PKF）は派遣されたことがない。

ⓒ　冷戦の終結後、内戦型の武力紛争の比重が増すと、元兵士の武装解除・動員解除・社会

復帰や治安部門改革、民主的選挙の実施、人権保護の制度整備など複合的な平和構築活動

が必要になったため、PKOに代わって国連開発計画（UNDP）などの国際機関が任務を遂

行するようになった。

ⓓ　内戦型の武力紛争後の平和構築過程では、任務遂行を妨害しようとする武装勢力を排除

し、また、そのような武装勢力から文民を保護する必要が高まってきたために、国連は、

PKFが自衛の範囲をこえる武力行使をすることを認めるようになった。

問 4　冷戦後のアフリカ大陸の情勢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。 37

ⓐ　1990 年代には、ルワンダ、ソマリア、シエラレオネなどでは激しい内戦により、多く

の民間人の犠牲者を出した。とりわけ、ソマリアでは多数派のフツが少数派のツチを大量

に殺傷する事件が頻発した。

ⓑ　1997 年にコンゴ民主共和国は 30 年以上続いた独裁体制が崩壊した後、ソマリアやシエ

ラレオネといった周辺の国々も介入する紛争が続いている。

ⓒ　1980 年代から内戦状態にあったスーダンでは、2001 年に南部地域が南スーダンとして

独立を果たしたため、国連が「最悪の人道危機」としていたダルフール紛争も終結した。

ⓓ　南アフリカでは、アパルトヘイト（人種隔離政策）とよばれる人種差別が法によって制度

化されていたが、国連での度重なる制裁決議や国内闘争の結果、1991 年にはアパルトヘ

イト廃止が宣言された。



― 39 ―

問 5　冷戦後の中東地域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。 38

ⓐ　中東地域では、石油売買による莫大な利益をもとに金融センターとして経済的発展を遂

げる産油国がある一方で、地下資源などに乏しい国々との格差が生じている。

ⓑ　中東諸国間の経済格差や欧米的価値観への反発を背景として、イスラムの伝統的価値観

に基づいた社会建設を掲げるイスラム原理主義が広がりを見せており、一部は過激化して

テロを行う勢力を生み出している。

ⓒ　周辺アラブ諸国との対立が続くイスラエルは核不拡散条約に加盟せずに核武装をすすめ

ているとされているため、イランはパキスタンやアメリカと秘密裏に連携して核兵器を開

発しているとみられている。

ⓓ　2011 年、チュニジア、エジプト、リビアなどで連鎖的に発生した反政府デモがシリア

にも波及し、内戦状態となった。その後、イスラム過激派なども侵入したためシリア内戦

は長期化し、さらに、アメリカが反政府派を支援する一方で、ロシアが政府側を支援する

など情勢は複雑化した。

問 6　冷戦後のアジア地域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。 39

ⓐ　朝鮮民主主義人民共和国は 1993 年に核開発疑惑をめぐってアメリカと深刻な対立に

陥って以来、交渉と対立を繰り返してきたが、そのなかで弾道ミサイルの発射実験と核実

験を断続的に行い、核武装を進めている。そのためアメリカとの対立関係は解消されてい

ない。

ⓑ　日本政府は、紛争、人権侵害、貧困、感染症、テロ、環境破壊など、人間の生存や尊厳

を脅かす諸問題の解決と予防をめざす人間の安全保障という概念に基づいた国際協力をす

すめるためにアジア太平洋経済協力会議（APEC）を設立した。

ⓒ　東南アジアではASEAN地域フォーラム（ARF）などで対話と協議が進められ、政治

的・経済的な結束が着実にすすんできた。

ⓓ　中国は 1993 年の全国人民代表大会で社会主義市場経済を実施すると決定し、以後、急

速な経済成長を遂げている。2010 年には GDPで世界第二位となったが、国内の経済格差、

環境汚染といった問題も抱えている。
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問 7　NGOの活動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。 40

ⓐ　国益の追求など外交目標をカムフラージュするために、各国政府はNGOに多くの予算

を充てて、宣伝活動を担わせている。

ⓑ　人道支援や医療支援のために紛争地域で活動するNGOのために、国連憲章には国連軍

を派遣してこれを擁護する義務があると明記されている。

ⓒ　国際的な活動をしているNGOのなかには、国連の経済社会理事会や各種委員会に参加

する資格を持つ団体もある。

ⓓ　国境なき医師団（MSF）は、すべての国連加盟国に医師・看護師を派遣して、基本的人

権としての公衆衛生の確保を各国政府に働きかけることを主たる任務としている。

問 8　人権擁護活動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。 41

ⓐ　フェアトレードは、発展途上国との公正な貿易が行われているかを監視し、途上国の生

産者にとって不利益な取り引きがあった場合はこれを告発する国連専門機関である。

ⓑ　アムネスティ・インターナショナルは、いわゆる「良心の囚人」の解放などのために、

関係する政府・大使館などに手紙を送るよう各国の市民に呼びかけるといった活動で、世

界的な市民のネットワークを広げている。

ⓒ　国連は、すべての加盟国に人権状況を監視する事務所を設置して、各国の市民に情報を

提供するとともに、あらゆる違反行為を国際刑事裁判所に提訴している。

ⓓ　世界保健機関（WHO）は、あらゆる人が必要な医療を受けることができるように各国政

府に働きかけている医療機関が連合して発足した国際的NGOである。
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数　　　　　学

1 　

⑴　A，B，Cの 3人がそれぞれさいころを 1回投げる。少なくとも 1人のさいころの目が他の

2人のさいころの目と異なる確率は  アイウエ  である。また，Aのさいころの目が他の 2人の
さいころの目より大きい確率は  オカ

キクケ  である。

⑵　2つのベクトル a
→

＝（k，2），b
→

＝（2，k－ 3）が垂直であるような k の値は  コサ  ，平行で
あるような k の値は

　 シス ， セ

  である。

⑶　1270 の桁数は ソタ 桁，最高位の数は チ である。ただし，log10 2＝ 0.3010，log10 3＝ 0.4771

とする。
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2 　3つの素数，p，q，r が不等式
p＜ q＜ r＜ p5

を満たし，和 p＋ q＋ r が偶数であるとする。

	 　このとき，p＝ ア であり，残りの素数の組合せ（q，r）は全部で イウ 通りある。

  また，p＋ q＋ r の最大値は エオ であり，最小値は カキ である。
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3 　放物線P：y＝－  12  x
2＋ 2 について考える。

⑴　放物線P上の点A（1， 3
2 ）における接線の方程式は

　y＝ ア x＋  イウ
  である。

⑵　座標平面上に円Cがあり，点Aにおいて⑴で求めた接線と接し，かつ x 軸とも接してい

る。円Cの中心の x 座標は  52  より大きいとする。このとき，円Cの中心の座標は
　（  エ ＋ オ 　 カ

キ  ， ク ＋ ケ 　 コ

サ  ）
  である。

⑶　放物線Pの上側の部分で，⑴で求めた接線，放物線P，および x 軸で囲まれた部分の面積は

　
シ

スセ  
  である。

⑷　円Cの外部において，⑴で求めた接線，円C，および x 軸で囲まれた部分の面積は

　
ソ ＋ タ 　 チ

ツ  －（  テト ＋ ナニ 　 ヌ

ネノ  ）π
  である。
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4 　数列 an の初項から第 n 項までの和 Sn が，Sn＝ 5n2＋ 8n であるとする。ただし，n は自然

数とする。

⑴　a3＝ アイ である。

⑵　一般項 an を n の式で表すと，an＝ ウエ n＋ オ となる。

⑶　Wn＝ Σnk＝ 1  ak2k  とおくと，
　Wn＝ カキ －（  クケ n＋ コサ

2n  ）
  である。

⑷　Wn＞ 21 となる最小の n の値は シ である。


