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Ⅰ 次の文章を読み，以下の問いに答えよ。

�世紀はじめ，中国では漢が亡び，新たな王朝として魏が建国された。まだ呉や

蜀などの抵抗勢力が残存していたとはいえ，魏は正統な中華帝国として東アジアに

君臨したのである。

魏の歴史を記した『魏書』の中の Ａ 伝倭人条（魏志倭人

伝といわれることが多い）には，２３９年に Ｂ の女王である卑弥呼が魏の皇

帝に使者を送ったことが記されている。卑弥呼は呪術的権威によって国を治め，男

弟が政治を輔佐したというが，これは魏の使者による見聞から記されたことであ

り，卑弥呼の実像については諸説がある。卑弥呼は魏の皇帝から「 Ｃ 」の称

号や

金印などを与えられた。当時の倭には多くの小国が分立しており，卑弥呼は東

アジアの超大国である魏の権威を背景として，国内や周囲の国々の上に立とうとし

たと考えられる。魏からの使者は

朝鮮半島を経て日本列島に渡った。そのあと日本

列島の中で Ｂ に至るまでの行程記事は解釈がむずかしく，これまで多くの

読み方が提示されてきたが，いまだに定説はない。そのため， Ｂ の所在地

についても多様な説があるが，その中でも有力なのは九州北部とする説と現在の

Ｄ 県に所在したとする近畿説である。どちらの説に拠るかで，

日本史の理

解には大きな差が生ずる。

問 １ ＡからＤまでの空欄に入る語句を解答欄に記せ。

問 ２ 下線部に関連して，

 魏のほか，呉の歴史書，蜀の歴史書もあり，それら全体をあわせたものを

�つの歴史書と捉えることもできる。その全体を何と呼ぶか答えよ。

 こうした古代中国の歴史書は，日本史研究の上でどのような意味を持つも

のであったか。簡潔に説明せよ。

日 本 史 Ｂ

― １ ― ◇Ｍ２（４６２―３４）



問 ３ 下線部に関連して，卑弥呼の時代よりも前の紀元５７年に，倭の国の王が

中国の皇帝から印綬を与えられている。

 その印綬を与えた皇帝が誰か答えよ。

 その印綬ではないかとも考えられている金印が発見された都道府県名を答

えよ。

問 ４ 下線部に関連して，日本列島への通路や方向を示すものとして中国の史料

にあらわれる，魏の時代に朝鮮半島に置かれていた郡の名称を�つ答えよ。

問 ５ 下線部に関連して，九州説と近畿説ではそれぞれ，

 Ｂ を，当時の日本列島において，どのような存在であったと位置

づけているか。

 Ｂ とそのあとにあらわれるヤマト王権（政権）との関係をどのよう

にとらえているか。

それぞれ簡潔に述べよ。
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Ⅱ 次の文章を読み，以下の問いに答えよ。

第二次世界大戦が終わったあとの東アジアは，多くの新興独立国家の出現と，相

次ぐ紛争によって特徴づけることができる。１９４５年のうちに独立宣言を出したベ

トナムとインドネシアでは共産主義勢力が強い力を持っていった。１９４８年には朝

鮮半島で

アメリカ軍の駐屯地域に大韓民国が，ソ連軍の進出地域に朝鮮民主主義人

民共和国（北朝鮮）がそれぞれ独立した。中国の国共内戦では１９４９年に中国共産党

が勝利を収めて，国民党政府は Ａ に逃れた。大陸には

巨大な共産党の国家

が登場したのである。１９５０年に北朝鮮の侵攻で始まった

朝鮮戦争では，アメリカ

中心の国連軍の反撃によって劣勢となった北朝鮮を援助するために，中国共産党に

よって建国されたばかりの Ｂ から軍隊が送られ，アメリカ軍と激しい戦い

をつづけた。これらの展開は，アメリカから見ると，

ソ連を中心とする共産主義陣

営がアジアで勢力を拡大しているという危機的状況として捉えられるものであっ

た。そうした国際状況の中，１９５１年�月の Ｃ 講和会議により，日本はア

メリカなどの自由主義陣営や中立国と平和条約をむすび，独立を回復した。しか

し，これは国際政治の上では日本がアメリカ側に取り込まれたことであり，当時，


ソ連側は反発して日本と平和条約を結ぶことはなかった。なお，


講和のあともまだ

アメリカ軍の占領が継続したままの Ｄ は，１９７１年に返還協定がむすばれ

翌年に日本へ復帰したが，そののち現在まで，

日本がアメリカに対して貢献しなけ

ればならない義務と負担の多くの部分を押し付けられたままである。

問 １ ＡからＤまでの空欄に入る語句を解答欄に記せ。Ｂは正式な国名を書くこ

と。

問 ２ 下線部に関連して，なぜ朝鮮半島にアメリカ軍とソ連軍が進駐したのか，

それ以前の朝鮮半島の状況を踏まえて簡潔に説明せよ。

問 ３ 下線部に関連して，以後，この国と日本との関係が現在までどのように推

移したのかを簡潔に説明せよ。
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問 ４ 下線部に関連して，以下の表と注から，朝鮮戦争が当時の日本経済にもた

らした影響について簡潔に説明せよ。

朝鮮戦争前後の貿易と生産 （単位１００万ドル）

１９４９年 １９５０年 １９５１年 １９５２年 １９５３年 １９５４年

輸 出 ５１０ ８２０ １，３５５ １，２７３ １，２７５ １，６２９

特 需 ― ５９２ ８２４ ８０９ ５９７

輸 入 ９０５ ９７５ １，９９５ ２，０２８ ２，４１０ ２，３９９

鉱工業生産指数
（１９４９年＝１００）

１００ １２３ １６９ １８１ ２２１ ２４０

（中村隆英氏『昭和史 Ⅱ』より引用）

�����

【注】 特需は１９５０年と１９５１年の合計の数値が５９２である。

【注】 ここでの特需とは，アメリカ軍による軍用物資の買い付けや軍人の休養時

のサービス消費などを指す。

【注】 明治以来，日本の貿易は原材料を輸入し，加工して輸出する加工貿易に頼

る部分が大きかった。敗戦後の経済で問題となっていたのは，外貨が乏し

く，原材料の輸入が困難であった点である。

問 ５ 下線部に関連して，

Ａ こうした状況の下で，アメリカは日本列島にどのような軍事的価値と役割

を見出していたと考えられるか。簡潔に述べよ。

Ｂ 上記の役割を日本に負わせるために１９５２年�月にアメリカが日本と結ん

だ条約名を答えよ。略称でも可とする。

Ｃ その条約において，日本がアメリカに対して行なっている巨大な貢献は何

か述べよ。その際，それについて，現在では日本側がどのように対応してい

るか，下線部の具体的な内容も合わせて説明せよ。
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問 ６ 下線部に関連して，

Ａ このことが，現在の日本にどのような影響を及ぼしているか，具体的な問

題を述べよ。

Ｂ このことが，国際社会に復帰しようとする当時の日本の外交に，１９５６年

までの間，どのような具体的な影響をもたらしたのか述べよ。

Ｃ それが１９５６年に解消されたのは，どのような経緯によってであったか簡

潔に述べよ。

問 ７ 下線部に関連して， Ｄ のほかにアメリカ軍の占領が継続し，１９６８

年に日本に返還されたのはどこか答えよ。
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Ⅲ あなたは，日本史を勉強している外国人に，日本史の中でも中世という時代の特

徴は何かを質問された。そこで，鎌倉時代，南北朝時代，室町時代，戦国時代の中

からある�つの出来事や現象を取り上げ，それを事例として簡潔に説明しようと考

えたとする。その時，あなたはどんな出来事や現象を取り上げて説明を行なうの

か，４００字程度で述べよ。なお，以下の点について必ず述べること。

・あなたは日本の中世をどのような特徴を持つ時代と考えているのか。

・どんな出来事や現象を取り上げたのか。

・その具体的な内容はどのようなものであったのか。

・それは，どのような点で，あなたがイメージする日本の中世という時代を理解す

るための鍵となるのか。
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Ⅰ 次の古代文明に関する文章を読み，空欄（ � ）から（ １５ ）に適当な語句を記

入し，後の設問に答えよ。

Ａ 最終氷期の終了後，人類は各地で定住を開始し，やがていくつかの文明圏で都

市が相継いで生まれた。

ティグリス・ユーフラテス川流域では，紀元前３０００年

頃からシュメール人によりウル，ウルク，ラガシュなどの都市国家が形成され

た。都市は日干し煉瓦の城壁で囲まれ，中心部に（ � ）と呼ばれる大型建造物

が築かれた。その後，前２４世紀頃に（ � ）人のサルゴン�世がシュメールの

諸都市を支配し，前１９世紀にはアムル人の

バビロン第�王朝がメソポタミア全

域を支配した。メソポタミアではシュメール人が使い始めた（ � ）文字が多く

の民族で使用され，六十進法や

太陰暦，のちに太陰太陽暦が発明された。

Ｂ ナイル川流域では，定期的な氾濫により肥沃な土壌がもたらされ，早くから農

耕が発達し，（ � ）と呼ばれる集落（行政区）が多数形成され，前３０００年ごろ

に統一王朝が生まれた。その王はファラオと呼ばれ，これ以降，数多くの王朝が

交替した。古王国の時代，都は（ � ）に置かれ，中王国の時代になると

（ � ）に移り，その守護神が主神として崇拝された。古代エジプトでは，多神

教の信仰の下，霊魂の不滅が信じられ，「死者の書」が作られた。その中で新王国

のアメンホテプ�世は都をテル�エル�アマルナに移し，（ 	 ）神を唯一神と

する改革を行ったが，改革は彼の死後に頓挫した。

Ｃ インダス川流域では紀元前�千年紀に農耕と家畜を基盤とする文化が発達し，

集落が数多く形成され，やがて都市が生まれた。インダス川中流のパンジャーブ

地方にある（ 
 ），下流のシンド地方にある（ � ）はインダス文明を代表す

る都市遺跡である。（ � ）は城塞と市街地からなり，レンガの城壁をめぐら

し，内部には道路や水路，大浴場などが整然と設けられていた。遺跡からは動物

世 界 史 Ｂ
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図像やインダス文字を刻んだ（ １０ ）も出土している。だが都市文明は前１８００

年ごろから急速に衰退した。前１５００年ごろ，

戦車と青銅製の武器をもつアーリ

ヤ人が（ １１ ）峠を越えてインダス川流域に進出し，先住民を征服していった。

Ｄ 中国大陸では，黄河・長江流域各地で農耕社会が発展した。華北では前�千年

紀には（ １２ ）やキビを栽培し，ブタなどを飼育する農耕社会が生まれ，前

４８００年頃から（ １３ ）文化が栄えた。長江流域では稲作が早くから行われ，下

流域の（ １４ ）遺跡では前５０００年頃に水稲耕作を基盤とする集落が形成されて

いた。前�千年紀になると，各地に城壁に囲まれた集落が出現し，前�千年紀に

王朝国家が誕生した。前１６００年頃に成立した殷王朝は，巨大な都市と高度な青

銅器，そして（ １５ ）文字をもち，多くの都市や農村集落を階層的に支配する構

造を有していた。

殷王たちは，都に大規模な宮殿や宗教施設を営み，祭祀儀礼を

繰り返して王権の求心力を維持していたが，

やがて前１１世紀に周王朝に倒され

た。

問 １ 下線部について，現在のシリア・パレスチナ地方からティグリス・ユーフ

ラテス川流域では，早くからコムギやオオムギを栽培し，ヒツジなどの飼育を

行う農耕社会が生まれた。この地域を何と呼ぶか。名称を記入せよ。

問 ２ 下線部について，メソポタミア全域を支配し，法典を発布した君主の名

前を答えよ。その法典は「目には目を」という同害復讐の原則をもつが，同時

に被害者・加害者の身分の違いに応じた差が設けられていた。以下の条文を読

み，どのような属性や階層の違いが設定されているのか，簡潔に説明せよ。

第１９６条 もしアウィールム［注�］がアウィールム仲間の目を損ったなら，彼

ら［注�］は彼の目を損わなければならない。

第１９７条 もし彼がアウィールム仲間の骨を折ったなら，彼らは彼の骨を折ら

なければならない。
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第１９８条 もし彼がムシュケーヌム［注�］の目を損ったか，ムシュケーヌムの

骨を折ったなら，彼は銀�マナ（約５００グラム）を支払わなければなら

ない。

第１９９条 もし彼がアウィールムの奴隷の目を損ったかアウィールムの奴隷の

骨を折ったなら，彼は彼（奴隷）の値段の半額を支払わなければならな

い。

第２０３条 もしアウィールム仲間が自分と対等のアウィールム仲間の頬を殴っ

たなら，彼は銀�マナ（約５００グラム）を支払わなければならない。

第２０４条 もしムシュケーヌムがムシュケーヌムの頬を殴ったなら，彼は銀

１０シキル（約８３．３グラム）を支払わなければならない。

第２０５条 もしアウィールムの奴隷がアウィールム仲間の頬を殴ったなら，彼

らは彼の耳を切り落さなければならない。

第２０９条 もしアウィールムがアウィールム仲間の女性を殴って，彼女の胎児

を流産させたなら，彼は彼女の胎児に対して銀１０シキル（約８３．３グ

ラム）を支払わなければならない。

第２１０条 もしその女性が死んだなら，彼らは彼の娘を殺さなければならな

い。

第２１１条 もしムシュケーヌム仲間の女性を殴って彼女の胎児を流産させたな

ら，彼は銀�シキル（約４１．７グラム）を支払わなければならない。

第２１２条 もしその女性が死んだなら，彼は銀�分の�マナ（約２５０グラム）を

支払わなければならない。

第２１３条 もし彼がアウィールムの女奴隷を殴って彼女の胎児を流産させたな

ら，彼は銀�シキル（約１６．７グラム）を支払わなければならない。

第２１４条 もしその女奴隷が死んだなら，彼は銀�分の�マナ（約１６７グラム）

を支払わなければならない。

注記

［注�］ エリート市民・貴族階級を指す。自由人とも訳される。

［注�］ 審問官（判事）を指すと考えられる。

［注�］ 一般市民・平民階級を指す。半自由民とも訳される。

 
　　　　　　　　　　　― ９ ― ◇Ｍ２（４６２―４２）

出典：中田一郎（訳）「ハンムラビ『法典』（古代オリエント資料集成1）」有限会社　リトン　一部改変
発行日：1999年12月20日
出典：歴史学研究会「世界史史料1」岩波書店　一部改変
発行日：2012年7月27日 



問 ３ 下線部について，太陰暦とはどのような暦であり，太陰太陽暦はそれとど

のように違うか，簡潔に説明せよ。

問 ４ 下線部について，アーリヤ人が残した『リグ・ヴェーダ』とはどのような

文献か，簡潔に説明せよ。アーリヤ人と先住民がまじわる中で生まれた身分

階層制度は，どのようなものか。２００字以内で説明せよ。

問 ５ 下線部について，殷王朝最後の王都の遺跡は「殷墟」と呼ばれる。その位置

を下の地図から選び，記号で答えよ。

h

g
fd

a

b
e

c

問 ６ 下線部について，殷から周への王朝交替はのちに「易姓革命」として語られ

るが，それはどのような考え方か。簡潔に説明せよ。
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Ⅱ 西ヨーロッパの中世の歴史に関する次の文章を読み，（ � ）から（ １２ ）に適

当な語句を記入して，問�から問�に答えよ。

Ａ フランク王国の分裂によって成立した西フランク王国，中部フランク王国（後

のイタリア王国），東フランク王国の�国は，それぞれカロリング家の支配に服

していたが，�世紀後半から１０世紀にかけて，それら�国におけるカロリング

家の血統は，いずれも断絶した。西フランクでは，カロリング家断絶の後，

（ � ）が王位に就いた。しかし，各地に大諸侯が割拠するなか，その王権は弱

く，パリ周辺の地域を支配するのみであった。東フランクでは（ � ）が

マ

ジャール人の侵入を撃退し，さらにローマ教皇の求めに応じてイタリアへ遠征

し，教皇を助けた。これにより（ � ）は，９６２年に教皇からローマ皇帝の位を

与えられた。これが神聖ローマ帝国の始まりとされる。しかし，皇帝はイタリア

への介入に熱心で本国の統治をおろそかにした。その後も，歴代の皇帝はイタリ

アへの介入政策のため国内を留守にしがちであったため，

皇帝の権力は弱かっ

た。

北欧の（ � ）半島やユトランド半島に居住していたノルマン人（ヴァイキン

グ）の一部は，�世紀後半から，その優れた造船・航海技術を用いてヨーロッパ

各地に進出し，交易や略奪を行った。ノルマン人は，北フランスでは１０世紀初

めにノルマンディー公国をたて，さらに１２世紀前半にはシチリア島とイタリア

半島南部を領土とするシチリア王国（両シチリア王国）をたてた。デーン人（ユト

ランド半島一帯のノルマン人）は，イングランドのアングロ�サクソン王国に侵

入し，�世紀末には（ � ）大王によって退けられたものの，１０１６年にデーン

人の王（ 	 ）がイングランドを征服し，デーン朝を開いた。その後イングラン

ドでは，アングロ�サクソン系の君主による支配が一時的に回復したが，

１０６６年にノルマンディー公（ 
 ）がイングランドを征服し，ノルマン朝が成

立した。ノルマン人の別の一部は，ドニエプル川流域のスラブ人地域やアイスラ

ンドやグリーンランドに，さらには北アメリカにまで進出した。
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問 １ 下線部について，マジャール人は，撃退された後，１０世紀末に国家を建

設し，ローマ�カトリックを受け入れた。その国名を記入せよ。

問 ２ 下線部について，神聖ローマ帝国における皇帝の権力は以後もふるわず，

帝国の不統一は深まっていった。その後，１３５６年に「金印勅書」が発布され

た。この金印勅書とは何か，説明せよ。

Ｂ フランク王国の分裂とその後の王権の衰退，ノルマン人の移動，マジャール人

の侵入，そしてイスラーム勢力の南からの侵入などにより，西ヨーロッパは長期

間にわたる混乱と不安のなかにあった。この時期，商業は衰退し，社会は自給自

足的農業経済に依存するようになり，

封建的主従関係が，皇帝や国王と諸侯（大

貴族）の間で，そして，諸侯と騎士（小貴族）の間で，それぞれ結ばれるように

なった。封建的主従関係を結ぶ有力者たちは，それぞれが領地（荘園）を所有し，

領地に暮らす

農民を支配する


領主であった。荘園は領主の直営地と農民の保有

地，そして牧草地や森などの共同利用地などから成っていた。

問 ３ 下線部について，封建的主従関係とは何か，説明せよ。

問 ４ 下線部について，農民は領主に対してどのような義務を負っていたか，説

明せよ。

問 ５ 下線部について，領主が有していた不輸不入権（インムニテート）とは何

か，説明せよ。

Ｃ 西ヨーロッパの封建社会では，王権の貧弱さとは対照的に，ローマ�カトリッ

ク教会がその権威を次第に高めていった。教会は教皇を頂点に序列化されたピラ

ミッド型の階層的組織を形成し，有力な教会や修道院の一部は領地を有する領主

であった。教会は農民から（ � ）税を徴収する権利や教会法に基づく独自の裁

判権をもっており，高位の聖職者は有力な支配階級となった。教会の権力がこの
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ように強大となる一方で，教会の腐敗や堕落が目立つようにもなった。これに対

し，１０世紀以降，フランス中東部の（ � ）修道院を中心に教会改革の運動が

起こった。

教皇グレゴリウス�世はこの改革を推進し，また，


叙任権闘争でドイ

ツ国王（後に神聖ローマ皇帝）ハインリヒ�世と対立することとなった。この対立

は教皇によるハインリヒ�世の（ � ）という事態にまで至ったが，１０７７年に

ハインリヒ�世が教皇に謝罪し許された。後の１１２２年の（ １０ ）協約で教皇と

皇帝の間に妥協が成立し，これにより叙任権闘争は終結を迎えた。教皇権は１３

世紀初頭のインノケンティウス�世の時代に絶頂に達した。

問 ６ 下線部について，この改革においてグレゴリウス�世があらためて禁止し

たことを�つ挙げよ。

問 ７ 下線部について，叙任権闘争とは何か，説明せよ。

Ｄ １１世紀から１３世紀にかけての西ヨーロッパは，温暖な気候が続いたことと，


農業技術が進歩したことにより，安定と成長の時代を迎え，この時期，農業生産

は増大し，人口は飛躍的に増加した。このため，東ヨーロッパへの植民（東方植

民）やイベリア半島の国土回復運動（レコンキスタ）やオランダの干拓など，新し

い土地を求める動きが生まれてきた。十字軍もまた，拡大を目指すそうした動向

のひとつであった。１１世紀にセルジューク朝がアナトリアに進出しビザンツ帝

国をおびやかしたため，ビザンツ皇帝は教皇に救援を求めた。これを受けて教皇

（ １１ ）は，１０９５年にクレルモンでの宗教会議を招集し，イスラーム勢力から

聖地（ １２ ）を奪回するための聖戦を提唱した。翌９６年に各国の諸侯や騎士か

らなる第�回十字軍が出発し，９９年に聖地奪回を果たした。しかし，１１８７年に

聖地は再び

イスラーム勢力に奪われた。聖地を再度奪回すべく第�回十字軍の遠

征が行われたが失敗し，その後，十字軍は１２７０年の第�回まで行われたが，聖

地奪回はついに果たされることなく終わった。
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問 ８ 下線部について，この時代に新たに導入された農業技術とは何か，例を挙

げよ。

問 ９ 下線部について，この王朝は何か，また，この王朝の創始者であり第�回

十字軍を退けた人物はだれか，それぞれ名称を答えよ。
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Ⅲ 次の１８世紀末から１９世紀にかけてのナショナリズムに関する文章を読み，空欄

（ � ）から（ １５ ）に適当な語句を記入し，後の設問に答えよ。

Ａ １７８９年に始まったフランス革命は，自由と平等という理念を掲げ，

国民意識

を持つ平等な市民が国家を形成する国民国家の理念を生み出した。

革命戦争で頭

角を現したナポレオンは１７９９年１１月に総裁政府を倒し，独裁的な権力を掌握す

る。ナポレオンは１８０４年に皇帝に即位し，ヨーロッパ統一を進めた。これに対

し１８０５年にイギリス・ロシア・オーストリアなどが（ � ）を結成し，イギリ

スはフランス海軍を（ � ）の海戦で破った。これに対しナポレオンはイギリス

を経済封鎖するため（ � ）を出した。また大陸の制圧を進めたが，

これは国民

意識を広めることにもなり，各国でフランスの支配に対抗するナショナリズムが

成長した。ナポレオンがロシア遠征に敗北すると諸国が立ち上がり，１８１３年に

諸国民戦争でフランスを破り，翌年にパリを占領して，ナポレオンは退位した。

のちナポレオンは流刑地の（ � ）島を脱出して再起を図ったが，１８１５年の

ワーテルローの戦いで敗れ，再び退位に追い込まれた。

問 １ 下線部に関連して，１７９２年�月，フランス義勇軍がプロイセン・オー

ストリア連合軍に勝利をおさめた戦いは何か。記入せよ。義勇兵たちが歌

い，現在のフランス国歌となった楽曲を何というか。カタカナで記入せよ。

問 ２ 下線部について，ナポレオンのエジプト遠征で発見され，のちにエジプ

トの古代文字の解読の手がかりとなった石碑を何というか，記入せよ。その

石碑にはどのような種類の文字が刻まれていたか，簡潔に説明せよ。

問 ３ 下線部について，１８０７年から１８０８年にかけて，フィヒテが行った講演

の題を日本語で記入せよ。スペインのマドリード市民がナポレオン軍に抵抗

し，虐殺されるさまを描いた絵画「１８０８年�月�日」の作者は誰か，記入せ

よ。
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Ｂ ナポレオン戦争後に開催されたウィーン会議では（ � ）の原則が採用され，

大国の勢力均衡による平和維持がはかられた。だがナショナリズムと自由主義を

求める動きは広がる。

ラテン・アメリカでは１８１０年頃から独立運動が続き，

１８２０年代には多くの国が独立を果たした。１８２１年には，オスマン帝国に支配さ

れていたギリシアが独立戦争を起こし，各国が介入した。

１８３０年前後にはベル

ギー，ポーランド，イタリアなどで独立や自治獲得の運動が興った。

こうした波は１８４８年に最高潮に達する。オーストリアでは三月革命が起こ

り，（ � ）が失脚し，各地の民族が自由と自治を求めて立ち上がった。ハンガ

リーでは（ � ）の率いる独立政府が樹立され，（ � ）でもチェック人の自治

が認められた。また

イタリア諸国でも民族運動が高まった。だが，


こうした動き

は大国により抑え込まれていった。

問 ４ 下線部に関連して，メキシコ独立運動の先駆者で，１８１０年に武装蜂起

した指導者の名前と，アルゼンチン出身で，チリやペルーを解放した人物の

名前を，それぞれ記入せよ。

問 ５ 下線部に関連して，１８３０年�月にフランスで発生し，これらの動きに影

響を与えた革命について，その背景と経緯を，以下の語句を必ず用いて１５０字

以内で説明せよ。使用した語句には下線を付せ。数字も�字�マスに記入する

こと。

語句：ルイ�フィリップ シャルル１０世 パリ市民 七月王政

問 ６ 下線部について，１８３１年に亡命先で「青年イタリア」を結成し，１８４８年

に帰国したイタリア民族運動の指導者の名前と，１８４９年に樹立され，の

人物も参加した共和国の名前を記入せよ。

問 ７ 下線部について，１８４８年革命時，ハンガリーやポーランドの独立運動を

抑圧したロシア皇帝の名前を記入せよ。
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Ｃ １８５３年，ロシア帝国は，ギリシア正教徒の保護を口実にオスマン帝国と開戦

し，（ � ）戦争が始まった。

イギリス・フランスがオスマン帝国側について参

戦し，激戦となったが，ロシアは敗れた。この戦争ののち，列強の協調体制は崩

れ，ヨーロッパ各地で国家統一をめざす戦いが起こる。

イタリアでは，１８４８年革命が失敗したのち，サルデーニャ王の下で（ １０ ）

が首相となり，改革と近代化を推し進めた。サルデーニャは１８５９年にオースト

リアに戦いを挑んでロンバルディアを獲得し，さらに翌年にフランスと交渉して

中部イタリアも併合した。同じ年，（ １１ ）が両シチリア王国を占領してサル

デーニャ王に献上し，１８６１年にイタリア王国が成立した。その後，イタリアは

１８６６年にヴェネツィア，７０年には（ １２ ）も占領したが，なお

「未回収のイタリ

ア」の問題が残った。

ドイツは統一をめぐりプロイセンとオーストリアとの間に対立があり，プロイ

セン首相の

ビスマルクが「鉄血政策」を進め，１８６６年には普墺戦争でオーストリ

アを破り，プロイセンを盟主とする（ １３ ）が６７年に成立した。１８７０年には普

仏戦争でフランスと戦い，皇帝（ １４ ）を捕虜とした。翌年，プロイセン国王は

（ １５ ）宮殿で皇帝に即位し，ドイツ帝国が成立した。

問 ８ 下線部について，ロシア黒海艦隊の軍港で，クリミア戦争で最大の激戦

地となった要塞の名称を記入せよ。クリミア戦争の講和条約では，黒海につ

いて，どのように定められたか。その内容を簡潔に説明せよ。

問 ９ 下線部の「未回収のイタリア」とはどのような地域か。簡潔に説明せよ。

問１０ 下線部について，「鉄血政策」とはどのような主張に基づく政策を指す

か。簡潔に説明せよ。ビスマルクが帝国宰相として開始した「文化闘争」を簡

潔に説明せよ。
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Ⅰ 次の文章を読み，以下の問に答えよ。

大学生の愛子さんと教男さんは，教育実習の教材研究のため，図書館で１９８０年

代の高校地理の教科書と今の教科書を見比べながら，世界の地形について話し合っ

ています。

愛子 「昔の A社の教科書の地形環境の項目は，『陸海の分布と大陸の地形，山地

と火山，準平原と大陸台地，盆地，侵食地形と侵食輪廻，堆積平野，海岸，特

別な営力がつくりだした地形』という見出しで構成されていて，今の教科書と

違う部分と似た部分があるわ。」

教男 「本当だ。今の A社の教科書の見出しは，『地形の成因，地球規模の大地

形，河川と海岸の小地形，そのほかの特徴的な地形』だし，B社のものも『地球

内外の力がつくる地表のかたち，地殻変動でつくられた大地形，大地の急激な

変動，
ａ）
河川の地形，海岸の地形，その他の特徴的な地形』となっているから，

河川と海岸に関する地形より前の項目が異なっているよ。」

愛子 「でも，昔の教科書の山地と火山には，『けわしい山地の分布にはきまりがあ

る』と書かれていて興味深いけれど，どういうことなのかなぁ。」

教男 「国土地理院のホームページで世界の標高（ ア ）メートル以上の高地を，

次ページの図�のように彩色してみると，やはりその分布は特徴的だね。」

愛子 「確かに，アフリカの北部からアルプス山脈，（  ）半島の山群，

（  ）半島，（  ）高原，ヒマラヤ山脈というように山脈が続くように見

えるし，北アメリカ大陸のロッキー山脈から南アメリカ大陸のアンデス山脈ま

で大陸の縁辺部に山脈が多く分布するように見える。」

教男 「この教科書の『けわしい山地の分布のきまり』は，大陸のふちの部分に多い

ということか。でも，大陸のふちの部分とは，どういうところかな？」

愛子 「この教科書では，『造山帯とよばれる地殻の不安定な地域』とされていて，

それがおもに新しい地質時代に起こったと書かれているけれど，今の教科書で

はどうなっていたかな？」

地 理 Ｂ
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①②
③

図�

教男 「今の教科書では，高くけわしい山脈が，おもに地球内部からの内的

（  ）による地殻変動によってつくられ，その内的（  ）による変動が弱

まると，外的（  ）の作用によってアパラチア山脈のようななだらかな地形

ができると説明しているよ。」

愛子 「でも，
ｂ）
天山山脈のように，アパラチア山脈と同様に古い時代に形成された

ものでも，高くけわしいものもあるわ。」

教男 「今の教科書と山地の形成の説明が違っていて，興味深いね。」

愛子 「つまり，
ｃ）
昔の教科書と今の教科書の前半の見出しが異なるのは，大地形の

成因に関する考え方が昔と今で違ってきたということなのかな。」

教男 「もう少し，昔の教科書と今の教科書を読み比べて調べてみようよ。」

問 １ 文中の（ ア ）に入る数字を下から選べ。

５００ １，０００ ３，０００ ５，０００

問 ２ 文中の～に適語を入れよ。その際，～には，図�を参照して地名を

入れよ。
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問 ３ 下線部ａ）の河川の地形について，次ページの地形図（図�）を見て，以下の

問に答えよ。

�）重信川等によって形成された地形とそこでの農業的土地利用について説明

した，以下の文章の（ ）内に適語を入れよ。

重信川上流に形成された地形は，大畑の標高１７３．５m地点付近を

（  ）部とする愛媛県を代表する（  ）地である。この（  ）部付近

では，水稲作が農業的土地利用の中心となっている。また，表流水が少なく

伏流してしまう（  ）部の重信川左岸の北方付近や，それより南で

（  ）部に位置する南方付近でも水稲作が行われている。これは，北方付

近と南方付近で灌漑方法が異なるためである。（  ）部の北方では，山麓

部分にある大小の（  ）と重信川やその支流の川から取水して灌漑してい

るのに対して，南方は湧泉によって湧き出る伏流水を灌漑用水として利用す

る。この結果，（  ）地にもかかわらず，重信川上流域では，水稲作がい

ずれの場所でも行われている。

�）地点 A・B間の地形断面図を描け。

問 ４ 下線部ｂ）について，天山山脈が高くけわしい山脈となった仕組みを以下の

語句をすべて用いて説明せよ。なお，用いた語句には，下線を引け。

プレート 褶曲 準平原

問 ５ 下線部ｃ）について，教科書の大地形の成因に関する考え方が変化した理由

を簡潔に述べよ。また将来，このように教科書が変化するということを踏ま

え，教員として社会科を教える際に，どのような姿勢で臨みたいと考えるか。

自らの考えを述べよ。
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AA

BB

図�
（２．５万分の�地形図伊予川内を９５％に縮小して一部加筆）
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Ⅱ 「都市」に関する次の文章を読み，以下の問に答えよ。

都市が大きく発展するとき，一般的に古くからある中心集落の外側へと都市化が

進行する。その結果，都市は歴史的な中心地区から郊外に向かって特徴的な都市景

観が見られるようになる。ただし，そこで見られる
ａ）
都市景観には地域ごとに大きな

違いが表れる。

このように都市が発展するには，都市への大規模かつ継続的な人口流入が欠かせ

ない。たとえば
ｂ）
第二次世界大戦後の日本では，仕事を求めた人々が地方から都市部

へと移住し，大都市圏を発達させた。それとともに，大都市圏の都心部ではオフィ

ス機能が集積するなど高度な都市的土地利用がみられるようになり，一方でより良

い居住環境を求める人々は郊外へと転出し，大都市圏の外縁が拡大することとなっ

た。その結果，大都市圏の都心部周辺では一部に衰退地区が生まれた。近年，ロン

ドンのような世界都市を中心にそうした衰退地区の再開発が盛んに実施されてお

り，地価上昇をともなう（ ア ）も生じている。

なお，２０２０年以降世界中に蔓延する新型コロナウィルス感染症の拡大は，大都

市圏居住者に「新たな生活様式」を強いることとなった。それにともなって，
ｃ）
都市空

間に新しい変化がもたらされる可能性も指摘されている。

問 １ 下線部ａ）について，下記の図は北アメリカと西ヨーロッパに典型的に見ら

れる都市景観のモデル図である。両地域の都市景観にこうした違いが生じる理

由を説明せよ。

CBD

北アメリカ

郊外(個人住宅地区) 郊外工業・商業・
オフィス地区

工業・商業・
オフィス地区

西ヨーロッパ

郊外 郊外オフィス地区 旧都心地区 旧工業地区

　

― ２２ ― ◇Ｍ２（４６２―５５）

出典：高橋伸夫ほか「新しい都市地理学」東洋書林

発行年月日：1997年9月17日 



問 ２ 下線部ｂ）について，下記の�枚のグラフ～はそれぞれ１９５０年，１９７５

年，２０１０年における日本の都市（圏）を x軸に順位，y軸に人口規模で１０位ま

で順に表したものである。グラフ～を見て，第二次世界大戦後の日本にど

のような変化が生じたのかを，日本における実質 GDPの前年度比の推移を示

したのグラフも参考にしながら，その背景も含めて説明せよ。
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（United Nations『World Urbanization Prospects２０１８』より作成）
注：�位以下の都市（圏）名は省略している。
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日本における実質 GDPの前年度比の推移
（内閣府ホームページ『国民経済計算』より作成）

問 ３ （ ア ）に当てはまるもっとも適切な語句を，下記の中から選べ。

ジェンダーフリー アーバン・スプロール ワーケーション

ジェントリフィケーション パーク・アンド・ライド
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問 ４ 下線部ｃ）について，新型コロナウィルス感染症の拡大によって，都市空間

にどのような変化がもたらされると考えられるか，「大都市圏」「都心部」「オ

フィスビル」「地方移転」「リモートワーク」の語をすべて用いて述べよ。なお，

用いた語には下線を引け。

― ２４ ― ◇Ｍ２（４６２―５７）



Ⅲ 次の文章を読み，以下の問に答えよ。

世界の陸地面積の約２０％を占めているアフリカ大陸は台地状の大陸である。こ

のような平坦な土地が展開しているということは，アフリカ大陸が「ゴンドワナ楯

状地」と呼ばれる，地表でもっとも古い（ ア ）の中心部に位置していたためであ

る。ただ，平坦とはいうものの，
ａ）
東部には大きな湖が点在していたり，北部には新

期造山帯や南部には古期造山帯に属する山脈が見られたりする。また，
ｂ）
アフリカの

河川には滝と急流が多く見られ，このため海から内陸への交通が限られることにな

り，開発の遅れを招いているとも言われる。

地形が平坦であることがアフリカの気候にも影響を与えている。気流の妨げにな

るような大山脈がないため，風系の動きが雨の降り方に影響し，
ｃ）
以下の�つの地域

を形成した。年中高温多雨で気温の年較差が小さく，年間を通して赤道低圧帯な

どの影響を受け四季の区別がほとんどみられない地域，赤道低圧帯の影響を受け

る時には雨季となり，亜熱帯高圧帯の影響を受ける時には乾季となる地域，亜熱

帯高圧帯の影響などによって降水量が極端に少なく，おおむね年降水量が２５０mm

未満の地域，緯度３５～４０度付近でよく見られ，冬には少し雨が降るが，夏には

ほとんど雨が降らず乾燥している地域である。これらが，赤道の両側に帯状をなし

て存在している。

アフリカを歴史的にみると，１８８０年代以前にはアフリカのごくわずかな地域だ

けが植民地であったが，しだいにアフリカ大陸内部にもヨーロッパ人が進出するよ

うになった。その結果１８８５年から１９００年の間にアフリカ大陸のほぼ全域がヨー

ロッパ列強の植民地となり，１９００年には（ イ ）とエチオピアなど数少ない国が

植民地支配から逃れられている状況であった。しかし，第二次世界大戦後にアジア

やアフリカで独立運動が活発化し，１９５７年にガーナが独立し，１９６０年には旧フラ

ンス領植民地を中心に十数カ国が独立した。その後も独立国は誕生し，２０２１年１２

月時点でアフリカには５４の国がある。そうした国の中には，独立後も国内で民族

問題や宗教問題を抱え紛争が絶えない国や地域もある。最近では，２０１１年頃にア

フリカ大陸北部のアラブ諸国で「アラブの春」という運動が起こった。

アフリカには世界の陸地の約２０％を占める広大な土地と，世界の１７％を占め

る人口がある。
ｄ）
豊かな天然資源や多くの消費人口があるため，今後の成長が期待さ

れている。
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（注） 解答に関係のない箇所や，解答上支障があるところは一部省略している。

問 １ 文中の（ ア ）と（ イ ）に適語を入れよ。

問 ２ 下線部ａ）について，ヴィクトリア湖の最大水深が８４mであるのに対し

て，タンガニーカ湖の最大水深は１，４７１mである。タンガニーカ湖の水深が

深い理由を説明せよ。

問 ３ 下線部ｂ）について，アフリカの河川に滝と急流が多い理由を説明せよ。
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問 ４ 下線部ｃ）について，～の地域は，ケッペンの気候区分によると何気候

と呼ばれるか，名称を書け。また，その気候の雨温図を以下のW・X・Y・Z

から選び，該当する都市を地図中のあ～えから選べ。
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（気象庁および NOAAのホームページより，一部改変）

問 ５ 地図中の経線 Aについて，次の文章の（ ウ ）～（ カ ）に以下の語群か

ら最も適切なものを選べ。

経線 Aは経度（ ウ ）度の線であり，「（ エ ）線」とも言う。したがっ

て，経線 Aを北にたどって北極点を通過した後にたどることになる経線は経

度（ オ ）度の線になる。この経度（ オ ）度の線に最も近くにある都市に

は，（ カ ）がある。

（語群）

� ４５ ９０ １８０

本初子午 日付変更 北回帰 南回帰

パース キャンベラ ウェリントン サンフランシスコ
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問 ６ 下線部ｄ）について，図�～図�を見て，アフリカの将来性や問題点につい

て，以下の語をすべて用いて説明せよ。使った語には下線を引け。

〔人口増加・投資・モノカルチャー・食糧問題・商品作物〕

世界全体
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図� １９５０年から２１００年までの世界全地域の人口（国連予測含む）
（Our World in Dataホームページより，一部改変）

（注） 実線は実数，点線は予測人数
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出典：JETRO「地域・分析レポート」　一部改変

発行年月日：2018年2月26日 



原油　12.3　％

一般機械　12.1　％

電気機器　8.7　％

車両並びにその部品
及び付属品　7.5　％

穀物　4.2　％その他　55.2　％

図� アフリカの対世界輸入品目のシェア（２０１６年）
（対世界輸入額４，０６１億米ドル）

（経済産業省ホームページより，一部改変）
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