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Ⅰ 次の史料を読み，以下の問�，�に答えよ。なお，引用した史料はすべて原文の

一部を取り出して意訳したものである。※は注である。

［史料］中大兄皇子は天皇に申し上げた。「蘇我入鹿はわれわれを滅ぼして日本の支

配者になろうとしています。蘇我氏が天皇家にとって代わって良いはずがありませ

ん」……そして入鹿を殺害した。……これを見た蘇我派の古人大兄皇子は自邸に逃

れ，「韓人が入鹿を殺した」と述べた。

※『日本書紀』６４５年�月１２日条より。当時，実際に天皇という言葉が使われてい

たかどうかは議論がある。

問 １ この史料はいわゆる「大化改新」の端緒となった乙巳の変について述べたもの

であるが，ここでの「韓人が入鹿を殺した」という古人大兄皇子の発言につい

て，事件から数十年のちにまとめられた『日本書紀』の編纂者は，「朝鮮半島情

勢の影響で起こった事件だ」という意味に解釈した。この解釈に従う場合，あ

なたは次の史料，，の出来事が乙巳の変や「大化改新」にどのように影響

していたと考えるか。１５０字程度で簡潔に説明せよ。

 高句麗からの使者が貢ぎ物を日本に届けてきた。その使者は「隋の煬帝が

３０万の軍勢で高句麗を攻めてきましたが，われわれはそれを撃退しまし

た……」と述べた。

※『日本書紀』６１８年�月�日条より。

歴史総合，日本史探究
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 百済からの使節の従者が「昨年の１１月に最上位の大臣が亡くなりました。

今年の�月には王様の母が亡くなりました。また，王族や大臣などの有力者

４０人が追放されました」と述べた。

※『日本書紀』６４２年�月�日条より。この発言内容は細部で事実と異なる

が，全体として百済で国王による有力者の排斥と権力集中が進められたこ

とをあらわすとされる。

 ６４５年�月，唐の太宗自ら大軍を率いて洛陽を出発した。……�月には太

宗の軍勢が遼河を越えて高句麗に入った。……太宗自ら精鋭部隊を率いて遼

東城を包囲した。

※『旧唐書（太宗本紀）』より。

問 ２ あなたが問�で述べたような背景の下で「大化改新」への動きが進められたと

すると，そこで行なわれたとされる諸改革は，当時の朝鮮半島情勢へのどのよ

うな対応であったといえるか。あなたが重要だと考える改革を�つ取り上げ，

その改革がどのような対応を目指したものであったのかについて１００字程度で

具体的に述べよ。
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Ⅱ 次の史料～を読み，地図を見て，問いに答えよ。引用した史料はすべて原文
の一部を取り出して意訳したものである。※は注である。

 徳川家康めは私（羽柴秀吉）に背きかねない者であるから，家康の重臣で岡崎に
いる石川数正を通してさらに人質を出すように催促した。ところが，浜松の徳川
家では家康が私と和睦する意思がなく，それを知っている重臣たちも私の催促を
無視している。そのため，板挟みになった数正は，先日，尾張の織田信雄のとこ
ろへと亡命してきた。こうなった以上，軍勢を出して家康を叩きつぶす。年明け
の正月１５日以前には，私自身が出陣する予定だ。
※１５８５年１１月１９日付で秀吉が信濃の真田昌幸に送った書状より。
※前年の小牧・長久手の戦いのあと，１１月には尾張の織田信雄が秀吉と和睦し
ていたため，数正が信雄の領国に亡命したことは，秀吉のもとに逃れたことと
同じであった。
※前年１２月には家康も秀吉と和睦したが，この両者は以後も対立を続けてい
た。

 １５８５年１１月２９日，大地震があった。諸国で大きな被害が出た。尾張の長島
城は織田信雄の居城であったが，周囲は液状化して，城中でも建物が倒壊し焼失
した。
※織豊時代から江戸時代初期にかけての出来事を記した『当代記』より。
※この時の地震では，畿内から北陸，東海などの広い範囲で被害が出たといわれ
る。
※この史料では，当時の長島を尾張に属する地としている。

 家康攻めの出陣は�月１０日ころになる予定だ。
※秀吉が，１５８６年�月に上杉景勝に送った書状より。

 家康を討つために秀吉自身が三河に攻め込む計画があったようだが，その前に
織田信雄自身が家康のもとに乗り込み，説得して，秀吉との和睦に同意させたと
いう。
※１５８６年�月２４日，本願寺の顕如のもとに集まった情報を載せた記録より。

 家康は私（秀吉）に人質を差し出して従うと願い出てきたので，許してやること
にした。……お前（真田昌幸）も家康との戦闘を始めてはダメだぞ。
※１５８６年�月３０日に，秀吉が真田昌幸に宛てた書状より。

― ３ ― ◇Ｍ２（０８８―３９）



地 図

※下の地図の斜線で示した部分は，１５８５～�年当時の「高橋郡」の推定範囲を示した

ものである。

※中世に高橋荘という荘園があった現在の豊田市西部に，永禄�年（１５６１）以降に織

田信長が進攻して支配領域に組み込んだ。その地域が，やがて「高橋郡」と呼ばれ

るようになったのである。その範囲は，のちに現在の刈谷市，知立市や高浜市，

西尾市，碧南市，安城市の一部にも広がった。

※信長の没後，「高橋郡」を支配したのは，尾張の大名となった織田信雄である。
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［問］ 以下のＡ，Ｂ両方の問について，合わせて３００字程度で簡潔に述べよ。全体

の文脈の中でそれぞれの答えとなる内容を述べていれば，Ａ，Ｂと分けて書か

なくてもよい。

Ａ，史料と地図から考えると，１５８５年１１月段階での秀吉と家康の力関係は

どのようなものであったと考えられるか。

Ｂ，Ａで述べたことを前提とした時，の地震が以降の日本の歴史にどのよう

な影響を与えたとあなたは考えるか。の情報も踏まえて考察するこ

と。
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Ⅲ 次の問題文を読み，以下の問いに答えよ。

１９４５年�月，ドイツのポツダムでイギリス，ソ連の首脳と会談していたアメリ

カ大統領トルーマンは，同月１７日の日記に「彼（ソ連首相スターリン）は�月１５日

に対日戦に入るだろう。それが起こった時には日本は終わる」と記し，ソ連の対日

参戦への期待を示した。しかし，原子爆弾の実験が成功したとの報告を受けたあと

の翌１８日の日記には「ロシアが参加する前に日本は潰れるだろうと信じる。マン

ハッタン（原爆開発計画。ここでは原爆自体を指している）が日本本土の上にあらわ

れる時，彼らはそうなるだろう」と書いている。原爆の使用によって，ソ連参戦の

前に日本を降伏させようと考えたのである。また，当時のアメリカの国務長官で

あったバーンズも，のちに「ロシアが（対日戦に）参戦しない決心をしてくれれば満

足だと思うようになった」「原爆が成功をおさめて，日本人がわれわれの条件で降伏

を受け入れざるを得なくなると私は信じていた」と回想している。

問 １ アメリカは，なぜ，ソ連の対日参戦について，上記の問題文のような態度を

取っていたのか。そのために，まず，第二次世界大戦でドイツを敗北に追い込

む過程で，ソ連が東ヨーロッパなどでどのような行動をとっていたかを述べ

よ。その上で，その状況を見たアメリカが，日本を含めた戦後のアジア太平洋

地域で，どのような国際秩序を目指していたとあなたは考えるかを述べよ。こ

の�点をあわせて１５０字程度で述べること。

問 ２ 結局，日本はソ連が日本本土に攻め込む前にポツダム宣言を受諾し，その結

果，アメリカ軍を中心とする連合国軍に占領された。それは，戦後の日本に

とって，どのような意味を持つことになったとあなたは考えるか。実際に北部

にソ連軍が，南部にアメリカ軍などが進駐したアジアのある地域が，そのため

に現在までどのような過程を経て，どのような状況になっているかを説明し，

それと比較する形で１５０字程度で述べよ。
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Ⅰ 古代のアレクサンドリアに関する次の年表，資料 A・Bを読み，地図 A・Bを参
照して，以下の問いに答えよ。

【年表】

前３３４ （ ア ）王アレクサンドロス，東方遠征に出発

前３３１ （ イ ）河畔にアレクサンドリア市建設。アレクサンドロス，

アルベラの戦いにてダレイオス�世を敗走させる

前３２３ アレクサンドロス没，ディアドコイ（後継者）たちの争いの始ま

り

前３０４ ディアドコイの一人（ ウ ）がアレクサンドリアに王朝を開く

前２８５頃 セラペイオン（セラピス※神殿）の建設

～ ～～～～～

前３１ アクティウムの海戦。ローマの政治家アントニウスとエジプト

の王（ エ ），ローマの政治家（ オ ）に敗れる

前３０ （ オ ），エジプトを併合し属州とする

前２６～２０頃 カエサレイオン（カエサル神殿，皇帝崇拝の施設）の竣工

～ ～～～～～

後３０３ 皇帝ディオクレティアヌスのキリスト教徒大迫害の開始

（～３１３）

３１３ 皇帝コンスタンティヌス�世，皇帝リキニウスと連名で信仰の

自由を認める勅令（ミラノ勅令）公示

３２５ ニケーア公会議の召集

３７９ テオドシウス�世，皇帝即位（在位～３９５）

※エジプトの神オシリスや聖牛アピス，ギリシアの神ゼウスやプルートンなどが習
まつ

合されて祀られた神。

歴史総合，世界史探究
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資料A：いわゆる「ミラノ勅令」

「我，皇帝コンスタンティヌスと，我，皇帝リキニウスとは，幸いにもミラノに

会して公共の利益と安寧に関わるすべての事柄を協議したる時，大多数の人々に

とり有益であると我らが考えた他の事柄の中にあってもまず第一に，神格に対す

る畏敬を堅持するような事柄が規定さるべきと考えた。すなわち，キリスト者に

対しても万人に対しても，各人が欲した宗教に従う自由な権能を与えることであ

る。〔後略〕」（後藤篤子訳）

資料B：『テオドシウス法典』１６巻１０章第１０法文，テオドシウス�世の勅法

（３９１年�月２４日）
なんぴと けが む こ ほふ

「何人も犠牲獣によって自らを穢してはならぬ。何人も無辜の獣を屠ってはなら

ぬ。何人も神殿に近づいてはならず，神域内をうろつき，死すべき人間の労力で
あが

造られた偶像を崇めてはならぬ。それは，その者が神の掟ならびに人の掟に対す

る罪人とならぬようにするためである。〔後略〕」（後藤篤子訳）
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地図A：�世紀初めのアレクサンドリア

地図B：�世紀初めのアレクサンドリア

（地図 A・Bは共に関川泰寛『アタナシオス神学の研究』教文館，２００６年，
１６頁に基づき作成）
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問 １ 年表中の空欄（ ア ）～（ オ ）に適切な語句を補充せよ。なお，記入すべ

き語句は全て異なるものとする。

問 ２ 紀元�世紀以降のアレクサンドリアの歴史について，年表と資料 A・Bおよ

び地図 A・Bを参考にして，以下の問いに答えよ。

問ａ 地図 Aに示される建築物のうち，「セラペイオン」と「カエサレイオン」は

アレクサンドリアにおけるどのような文化的・政治的背景を反映している

か。セラペイオン（セラピス神殿）については「ヘレニズム」，カエサレイオン

（カエサル神殿）については「ローマ帝国」の語句を必ず用いて，合わせて１２０

字程度で説明せよ。記述においては数字�字も�文字として用いよ。なお，

説明する際には建築時期や場所のような単なる事項説明に留めてはならな

い。

問ｂ �世紀初めから�世紀初めにかけて，アレクサンドリアの都市景観はどの

ように変化したと考えられるか。地図 A・Bを参照して，二行程度で簡潔に

説明せよ。

問ｃ �世紀以降のアレクサンドリアの都市景観の変化は，当時のローマ帝国に

おける宗教政策の変化とどのように関連していると考えられるか。年表，資

料 A・B，地図 A・Bから情報を読み取り，３００字以内で説明せよ。記述に

おいては数字�字も�文字として用いよ。
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Ⅱ 東南アジアの歴史に関する次の文章を読み，以下の問いに答えよ。

東南アジアの海上交易ではアラブ商人が早くから活躍し，イスラームの伝搬に大

きな役割を果たした。西方のムスリム商人はすでに�世紀頃から東南アジアに寄港

していたと考えられているが，東南アジアでのイスラームへの改宗が本格化するの

は１３世紀末のことである。

１３世紀にはエジプト・シリアや北部インドでのイス

ラーム勢力の拡大により，ムスリム商人がインド洋交易の主役となっていた。ムス

リム商人と並んで，その交易ネットワークに沿った（ ア ）の活動が，東南アジア

島嶼部にイスラームを広めていった。１３世紀末にはスマトラ島北部に東南アジア

で初めてイスラームに改宗する支配者があらわれた。

１４世紀末に建国されたマラッカ王国は，明の（ イ ）艦隊の寄港拠点となった

ことから大いに発展し，１５世紀半ばには東南アジア最大の貿易都市として繁栄す

ることになる。

この頃マラッカの支配者はイスラームに改宗し，イスラームはマ

ラッカを拠点とする交易ネットワークによって広まっていく。１５１１年にはポルト

ガルがマラッカを占領したが，それを嫌ったムスリム商人たちは東南アジアの各地

に分散し，イスラームのさらなる拡散に寄与した。

イスラーム国家として１５世紀末にはスマトラ島でアチェ王国が，また１６世紀末

にジャワ島でマタラム王国が成立し，西方との交易で栄えた。これらの王国はイス

ラーム法の専門家であった（ ウ ）を重用し，彼らはイスラーム法にもとづく統治

理念や司法制度の形成に貢献した。またその王は世俗の支配者であることを示す

（ エ ）を名乗ったが，

１７世紀前半のマタラムの王は自身の権威をさらに高める

ために，メッカにまで使節を派遣してその称号を得た。アチェは１６世紀末から最

盛期を迎えたが，１６２９年にマラッカの攻略に失敗し，大きな痛手を負った。

その

マラッカは１６４１年，マレー半島南部のジョホール王国と提携したオランダにより

ポルトガルから奪取された。

問 １ 文章中の空欄（ ア ）～（ エ ）に適切な語句を補充せよ。なお，記入すべ

き語句は全て異なるものとする。
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問 ２ 下線部について，エジプト・シリアと北部インドそれぞれの地域における

イスラーム勢力の拡大について，それぞれ５０字以内で，かつ以下の指定の語

句を必ず使用して説明せよ。記述においては数字�字も�文字として用いよ。

語句の使用順序は問わない。

エジプト・シリア： マムルーク朝，十字軍，イル�ハン国

北部インド ： デリー・スルタン朝，アイバク

問 ３ 下線部について，その理由はこの頃の海上交易におけるムスリム商人の重

要性の高まりにあると考えられている。１５世紀半ばのマラッカにとってムス

リム商人の重要性が高まった理由を，当時のアジア交易圏における対外関係の

観点から�つ挙げ，それぞれ二行程度で簡潔に説明せよ。

問 ４ 下線部について，なぜメッカに使節を派遣することが王の権威を高めるこ

とになるのか，二行程度で簡潔に説明せよ。

問 ５ 下線部について，オランダがなぜマラッカを欲しがったのか，またマラッ

カの獲得がオランダにとってどのような意義を持ったのか。当時のオランダと

日本との関係にも言及しながら，２５０字以内で説明せよ。記述においては数字

�字も�文字として用いよ。
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Ⅲ 第一次世界大戦前および第一次世界大戦におけるヨーロッパに関する次の文章

Ａ・Ｂを読み，（ � ）から（ １０ ）に適切な語句を記入して，問�から問１５に

答えよ。

Ａ １８７５年，オスマン帝国下のボスニア・ヘルツェゴヴィナで，キリスト教徒農

民による反乱が起こり，翌年，ブルガリアでもオスマン帝国からの独立を求める

反乱が起こった。オスマン帝国はこれらの反乱を武力で鎮圧した。これに対し


ロシアは，７７年にオスマン帝国に宣戦し，７８年に戦争に勝利した。オスマン帝

国とロシアは（ � ）講和条約を締結し，これにより，ルーマニア・セルビア・

（ � ）の�国の独立が承認され，ブルガリアには自治権が与えられることに

なった。しかし，イギリス・オーストリアがこれに反対したため，ビスマルクは

これを調停すべく，１８７８年にベルリン会議を開催した。会議の結果，（ � ）

講和条約を修正した

ベルリン条約が新たに結ばれ，この条約により，バルカン半

島でのロシアの勢力拡大が抑えられることとなった。


１８８２年，ビスマルクの働きかけで，イタリア・ドイツ・オーストリアの間で

三国同盟が結ばれた。ロシアとオーストリアの対立の激化により，８７年に三帝

同盟が消滅すると，ビスマルクは，ロシアとフランスの接近を阻止すべく，ドイ

ツとロシアの間に（ � ）条約を締結した。

１８９０年，皇帝（ � ）との対立によりビスマルクが宰相を辞任すると，

ドイ

ツは世界政策と呼ばれる積極的な対外進出へと政策を転換した。ドイツは対外行

動の自由を広げるためにロシアとの（ � ）条約の更新を拒否した。このためロ

シアは，フランスへと接近し，ロシアとフランスの間に露仏同盟が結ばれること

になった。

ドイツの急速な対外進出はイギリス・フランス・ロシアの不安を招いた。

イギ

リスは１９０４年にフランスと英仏協商を結び，１９０７年にはロシアと

英露協商を結

んだ。これにより，イギリス・フランス・ロシアの間に三国協商と呼ばれる協力

関係が成立することとなった。

問 １ 下線部について，ロシアがオスマン帝国に宣戦した名目は何か，述べよ。
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問 ２ 下線部について，以下の空欄ａとｂに適切な語句を入れよ。

ベルリン条約により，（ ａ ）にはボスニア・ヘルツェゴヴィナの統治権が，

そして（ ｂ ）にはキプロス島の統治権が，それぞれ認められることになっ

た。

問 ３ 下線部について，イタリアを三国同盟へと向かわせることになった出来事

は何か，述べよ。

問 ４ 下線部について，ドイツの世界政策のひとつである「�B政策」とは何か，

述べよ。

問 ５ 下線部について，英仏協商とはどのような取り決めか，その内容を簡潔に

述べよ。

問 ６ 下線部について，英露協商とはどのような取り決めか，その内容を簡潔に

述べよ。

Ｂ １９０８年にオスマン帝国で

青年トルコ人革命が起こると，オーストリアはボス

ニア・ヘルツェゴヴィナを併合した。しかし，ボスニア・ヘルツェゴヴィナの住

民の大部分はスラヴ系であったことから，この併合はスラヴ系民族主義者の反発

を招いた。オーストリアのバルカン半島への進出に対して，ロシアは１９１２年

に，セルビア・モンテネグロ・ブルガリア・（ � ）の�か国をバルカン同盟へ

と結束させた。同年，バルカン同盟は

イタリア�トルコ戦争に乗じてオスマン帝

国に宣戦し，これに勝利したが（第�次バルカン戦争），終戦後まもなく，

第�次

バルカン戦争が勃発した。

１９１４年�月，ボスニアの州都（ � ）を訪問したオーストリア皇位継承者夫

妻がセルビア人の民族主義者に暗殺された。この暗殺事件をきっかけに，オース

トリアはドイツの支持のもと，同年	月にセルビアに宣戦した。これに対し，セ

ルビアを支援するロシアは軍の総動員令を発した。ドイツはロシアに対して総動

― １４ ― ◇Ｍ２（０８８―５０）



員令の撤回を求めたが，ロシアがそれに応じなかったため，ドイツはロシアに宣

戦した。フランスも露仏同盟にしたがって動員を開始したので，ドイツはフラン

スにも宣戦した。ドイツ軍が中立国ベルギーに侵攻したため，これを理由にイギ

リスがドイツに宣戦した。三国同盟の一員であったイタリアは中立を宣言した。

しかし，１９１５年に

ロンドン秘密条約を結ぶと，協商国（連合国）側に立って参戦

した。

日本は１９１４年�月，（ � ）同盟を理由にドイツに宣戦し，アジアにおける

ドイツの拠点であった中国山東省と赤道以北のドイツ領南洋諸島を占領した。

１９１５年，日本は中国の（ � ）政権に対し，山東省のドイツ権益の継承や旅

順・大連の租借地と南満州鉄道の権益の延長などを要求した。

アメリカは当初中立を保っていたが，ドイツが１９１７年�月に

無制限潜水艦作

戦の実施を宣言すると，同年�月にドイツに宣戦した。

人びとは当初，戦争は短期間で終結すると予想していたが，実際には長期化

し，

参戦国においては，国民や物資が全面的に動員される総力戦となった。１９１８

年�月，ソヴィエト�ロシアはドイツをはじめとする同盟国側と（ � ）条約を

結び，戦争から離脱した。その後，ドイツ軍は西部戦線で攻勢に出たが，連合国

側の反撃を受けた。�月以降，（ １０ ），オスマン帝国，オーストリアの�国が

相次いで降伏し，ドイツも

ドイツ革命を経て，１１月１１日に連合国と休戦協定を

締結した。これにより

第一次世界大戦が終結した。

問 ７ 下線部について，青年トルコ人革命とはどのような出来事か，述べよ。

問 ８ 下線部について，イタリア�トルコ戦争とはどのような出来事か，述べ

よ。

問 ９ 下線部について，第�次バルカン戦争とはどのような出来事か，述べよ。

問１０ 下線部について，ロンドン秘密条約とはどのような取り決めか，その内容

を簡潔に述べよ。
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問１１ 下線部について，第一次世界大戦ではじめて登場した潜水艦以外の新兵器

を二つ挙げよ。

問１２ 下線部について，参戦国は総力戦体制下でどのような施策を実行したか，

例を二つ挙げよ。

問１３ 下線部について，ドイツ革命とはどのような出来事か，述べよ。

問１４ 下線部について，大戦終結後，連合国とドイツの間でヴェルサイユ講和条

約が結ばれた。条約の具体的な内容でドイツに関するものを二つ挙げよ。

問１５ 下線部について，大戦終結後の１９１９年�月�日に起こった「五・四運動」

とはどのような出来事か，述べよ。
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Ⅰ 栽培植物の起源地に関する次の文章を読み，以下の問に答えよ。

栽培植物の起源地は，いくつかの異なる自然環境の地域に分かれている。例え

ば，旧ソ連の育種学者であるバビロフは，図�のようにⅠ～Ⅷの�地域に栽培植物

の起源が集中すると考えた（以下，�大中心地という）。

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅵ
Ⅶ

Ⅷ

Ⅴ

図� バビロフ（１９５１）による栽培植物の起源の八大中心地（田中正武氏，１９７５）
（青葉高（２０００）『青葉高著作選Ⅰ 日本の野菜』より転載）

問 １ 図�から読み取れる内容として正しい文をすべて選び，記号で答えよ。

 �大中心地の範囲に寒帯気候（ケッペンによる E気候帯）は含まれていな

い。

 �大中心地の範囲に温帯気候（ケッペンによる C気候帯）が含まれるのは

ユーラシア大陸だけである。

 �大中心地の範囲は新期造山帯のうち環太平洋造山帯を含むが，アルプ

ス�ヒマラヤ造山帯は含まない。

 �大中心地の範囲に安定陸塊は含まれていない。

地理総合，地理探究
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問 ２ 図�に示す雨温図Ａ～Ｃは，図�に示された�大中心地のうち，Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

のそれぞれの地域に含まれる都市と対応している。Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのそれぞれに対

応する雨温図を選び，Ａ～Ｃの記号で答えよ。

年平均気温:27.2　℃ 年降水量:1832.1　mm

気
温

降
水
量

100
－10

200 0
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400
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Ｃ
年平均気温:16.3　℃ 年降水量:1147.4　mm

気
温
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200 0
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－20
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Ｂ
年平均気温:15.3　℃ 年降水量:454.7　mm

気
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－10

200 0

300 10

400
20

500

30
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0
1 月2 3 4 5 6 7 8 9 101112

－20
－30

mm ℃

Ａ

図� �都市の雨温図（気象庁ウェブサイト「主な地点の平年値」により作成）

問 ３ 次の文章は，図�に示されたⅤの地域の自然環境と，そこが起源とされる栽

培植物について説明したものである。文中の（ ア ）～（ オ ）に入る適語を

下の語群から選んで答えよ。

ケッペンの気候区分では概ね（ ア ）に相当する。（ イ ）に少雨であるた

め，植生は乾燥に耐性をもつ（ ウ ）が卓越する。また，土壌は石灰岩を母岩

とする肥沃ではない赤土（ エ ）が多く分布する。（ ウ ）の一種で，やせ地

でも生育できる（ オ ）は，この地域が起源とされ，現在もこの地域で多く栽

培されている。

語 群

西岸海洋性気候 地中海性気候 ステップ気候 夏季 冬季 夏緑樹

硬葉樹 落葉針葉樹 ポゾドル チェルノーゼム テラロッサ オリーブ

リンゴ チャ

― １８ ― ◇Ｍ２（０８８―５４）



問 ４ トマトは，図�に示されたⅧの地域を起源とすると考えられている。Ⅷの地

域の多くは少雨であり，トマトはこの気候に適した性質を持つ。このため，日

本で露地栽培する場合には，夏季の降雨による病気や裂果などの品質低下が課

題となる。このことを踏まえ，次のことについてそれぞれ簡潔に説明せよ。

 Ⅷの地域の多くにおいて少雨となる理由

 日本の太平洋側で夏季の雨量が多い理由
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Ⅱ 次の地形図は，平成２６年発行１：２５，０００地形図『白馬岳』『白馬町』にまたがる範

囲の一部である。この地形図を見て，以下の問に答えよ。

白馬村白馬村白馬村

主
稜
線
主
稜
線
主
稜
線

AA

BB

CC

問 １ 「白馬尻小屋」（地点 A）から「白馬山荘」（地点 B）まで移動するとき，標高差は

約何mか。最も適切なものを以下の～から�つ選び，記号で答えよ。

 １１９０m  １２４０m  １２９０m  １３４０m

問 ２ 地形図中に網掛けで示した Cの部分の地形は尾根であるか，谷であるか答

えよ。また，そのように判断した理由を答えよ。
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問 ３ 白馬岳から杓子岳までの主稜線（網掛け太線で表示）に沿って地形断面を描画

したとき，正しいものを～のうちから�つ選び，記号で答えよ。

①

白馬岳

(m)
3000

2500

杓子岳

②

白馬岳

(m)
3000

2500

杓子岳

③

白馬岳

(m)
3000

2500

杓子岳

④

白馬岳

(m)
3000

2500

杓子岳

問 ４ この地形図に示された地形について述べた以下の文章を読んで，～の問

に答えよ。

地形図の等高線を読むと，白馬岳から杓子岳に至る主稜線を境に，
ａ）
東西の斜

面の傾斜角が異なっている。このような地形を「非対称山稜」と呼ぶ。非対称山

稜の成因は，断層運動に伴うものであることも多いが，本地域では気候的に形

成されたとする仮説がある。以下は，この仮説に基づいた成因の説明である。

地形図に示された地域は，暖流である（ ア ）が流れる日本海に近く，ま

た，冬季には，ここから十分な湿り気を得た北西の季節風が強く山脈に吹き付

けるため，（ イ ）気流が生じる。結果として白馬岳から杓子岳の一帯は，世

界的な多雪地帯となっている。ただし，主稜線の（  ）側に降った雪は，季

節風によって吹き払われ，主稜線を越えて（  ）側の山腹に吹き溜まる。こ

のことは，（  ）側斜面上の谷に万年雪の地図記号が点在していることから
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も理解できる。融雪期になると，膨大な積雪は融解して流下するが，この際，

（  ）側斜面は（ ウ ）作用を受ける。このように，斜面の片側に特定の作

用が偏って働くことで，非対称山稜が成立したと考えられる。

なお，（  ）側斜面には湾曲した等高線から読み取れる，凹状の（ エ ）

地形が複数見られる。これは，斜面上に（ オ ）が発達し，それによる

（ ウ ）作用があったことを示唆するものである。

 下線部ａ）について，急峻であるのは「東」と「西」のどちらであるか答え

よ。

 （  ）と（  ）に「東」または「西」のいずれかの語を入れよ。

 （ ア ）～（ オ ）に当てはまる適語を，以下の語群から選んで答えよ。

語 群

親潮 対馬海流 リマン海流 下降 上昇 水平 おろし 堆積 褶曲

侵食 凍結破砕 ドリーネ カール V字谷 フィヨルド モレーン

寄生火山 噴火口 氷河 カルデラ
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Ⅲ 「工業」に関する次の文章を読み，以下の問に答えよ。

工業とは，特定の原料に手を加え（ あ ）を高めた製品を作り出すプロセスのこ

とをさす。歴史的にみれば，工業の生産形態は，まず家内制手工業から始まり，や

がて工場内に労働者を集めた（ い ）へと発展し，１８世紀半ば以降の（ う ）に

よって工場制機械工業に進化してきた。とりわけ工業化の初期段階では，繊維産業

を主とする軽工業がその発展を支えた。例えば，イギリスにおける（ え ）地方の

綿織物工業や
ａ）
アメリカ東海岸の綿織物工業が代表例である。１９～２０世紀に入る

と，欧米を中心に鉄鋼業や機械工業，自動車産業を含む重化学工業が発展し，第二

次大戦後は先端技術産業が台頭するなかで，近年 AI（人工知能）のような新技術の

開発も急速に進められている。私たちの社会では，
ｂ）
産業の発展とともに社会構造も

変化してきた。

ところで，サービス業等の第�次産業に比べて工業は立地の偏りが大きい産業と

いわれている。その原因は，工業製品の原料が特定地域でしか手に入らなかった

り，その原料を工場まで輸送したり，完成した製品を工場から消費地（都市部）へと

輸送するための費用の問題が大きいからである。そのため，輸送費や労働費等のバ

ランスによって，工業は原料指向型や
ｃ）
市場指向型，労働力指向型，

ｄ）
集積指向型と

いったように特徴的な立地パターンをみせる。

問 １ （ あ ）～（ え ）に適切な語を入れよ。

問 ２ 下線部ａ）について，アメリカの綿織物工業が，図�のようにまず A地方で

始まり，かつその後 B地方へと拡大した理由を，以下の語をすべて使って説

明せよ。なお，用いた語には下線を引け。

アパラチア山脈 水車動力 滝線都市 コットンベルト 労働力

問 ３ 下線部ｂ）について，図�中の～は日本・フィリピン・タイ・韓国の産

業別就業人口割合の１９７０年代以降の変化を表したものである。韓国に該当す

るものを～の中から選び，番号で答えよ。
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問 ４ 下線部ｃ）について，出版・印刷業は市場指向型の立地パターンの典型例で

あるとされている。出版・印刷業が，なぜ市場指向型になるのかを，原料の性

質，輸送費，情報の関係性から説明せよ。

問 ５ 下線部ｄ）について，集積指向型の�つに自動車産業がある。図�は，「C自

動車は，なぜ，水素自動車の開発に乗り出しているのだろうか」という問いの

もと，自動車産業・環境問題・エネルギー問題の関係性と私たちの未来を考え

る中学校社会科での授業実践を表している。この実践では，教師があらかじめ

情報の書かれた計１９枚のカードを準備し，生徒たちがカードどうしのつなが

りやストーリーを考えながら自由に並べることで，自動車産業・環境問題・エ

ネルギー問題の因果関係を理解しようと試みた様子がうかがえる。図�から，

生徒たちが，C自動車が水素自動車の開発に乗り出した理由をどのように考え

たのか，「自動車産業の集積への影響」や「環境問題とエネルギー問題」にも触れ

ながら説明せよ。

1000　km0

B

A

図� アメリカ合衆国における綿織物工業の分布変化
注：解答に直接関係のない情報は地図中から削除している。
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日本は１９８１年・１９９０年・２０００年・２０１０年・２０２０年，フィリピン
は１９７７年・１９９０年・２００６年・２０１２年・２０２０年，タイは１９７８年・
１９８８年・２０００年・２００９年・２０２０年，韓 国 は１９７９年・１９８５年・
２０００年・２０１０年・２０２０年のデータを用いている。

図� 産業別就業人口割合の変化
（国立社会保障・人口問題研究所『人口統計資料集』により作成）
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図� カードを用いた授業実践
（森 翔大（２０２４）「「ミステリー」を活用した中学校社会科地理的分野
の授業開発」を参考に作成）
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Ⅳ 東アジアと東南アジアにある国・地域について，以下の問に答えよ。

問 １ 東アジアと東南アジアにある国の首都の経度と最寒月平均気温をまとめたも

のが図�である。A～Eはウランバートル・ジャカルタ・バンコク・北京・マ

ニラのいずれかである。A～Eの都市名を答えよ。

東経(度)

気温(℃)

－　30

－　20

－　10

0

10

20

30

40

A
B

C

D

E

ネピドー

ハノイ

シンガポール

東京ソウル

90 100 110 120 130 140 150

プノンペン

ビエンチャン

クアラルンプール バンダルスリブガワン

図�
（『理科年表２０２４』などにより作成）
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問 ２ 以下のグラフ～は東アジアと東南アジアにある国における，１９６１年か
ら２０２２年までの米・コーヒー豆・パーム油の生産量の推移を表している。そ
れぞれのグラフはどの生産量を表しているか答えよ。ただし，各生産量は上位
�か国に限定している。

200　万

150　万

100　万

50　万

0

(トン)

50　万

40　万

30　万

20　万

10　万

0

(トン)

200　万

150　万

100　万

50　万

0

(トン)

②

③

①

1961 1970 1980 1990 2000 2010 2022

1961 1970 1980 1990 2000 2010 2022

1961 1970 1980 1990 2000 2010 2022
フィリピン
中国
ラオス

タイ
マレーシア

ベトナム
インドネシア

インドネシア

ベトナム

中国
フィリピン

インドネシア

中国

タイ

マレーシア

（～のグラフは，Food and Agriculture Organization of the United Nations
（２０２３）―with major processing by Our World in Dataにより作成）
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問 ３ 図�は ASEAN各国の�人あたり GDP，図�は ASEAN全体の GDPに占め

る各国の割合，図�は ASEAN各国の人口である（いずれも２０２２年のデー

タ）。（ あ ）～（ え ）の国はインドネシア・シンガポール・フィリピン・

ミャンマーのいずれかである。（ あ ）～（ え ）の国名を答えよ。

総計　36223　億米ドル

ラオス

ベトナム

タイ

マレーシア

マレーシア
(11.2　％)

カンボジア
(0.8　％) ラオス

(0.4　％)

ブルネイ
(0.5　％)

ベトナム
(11.3　％)

タイ
(13.7　％)(　あ　)

ブルネイ

20,000 40,000 60,000 80,000

カンボジア

100,0000
(米ドル)

(　え　)

(　う　)

(　い　)

(　あ　)

(　い　)(　う　)
(　え　)

図３図２

ラオス

ベトナム

タイ

マレーシア

ブルネイ
50000 100000 150000 200000 250000

カンボジア

3000000
(千人)

(　え　)

(　う　)

(　い　)

(　あ　)

図４

（図�・図�ともに，アジア大洋州局地域政策参事官室「ASEAN経済統計基礎資料
２０２３年」ウェブサイト，図�は『世界国勢図会２０２３/２４』により作成）
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問 ４ 資料�は地域的な包括的経済連携（RCEP）協定についてのニュース記事，図

�は世界の主要な国・州が世界全体の GDPに占める割合の変化（予測値を含

む），図�は日本の輸出相手国・地域の割合，図�は日本の輸入相手国・地域

の割合，図�は日本の品目別食料自給率（重量ベース）の変化である。

この資料や図をすべて用いて，RCEP協定に対して賛成もしくは反対の立場

から意見を述べよ。解答は，賛成か反対に丸をつけた後，理由を説明せよ。

RCEP 協定，来年�月�日発効 世界最大級の経済圏誕生 中国，韓国と

初の EPA

日本や中国，韓国，東南アジア諸国連合（ASEAN）・オーストラリア・

ニュージーランド計１５カ国が加盟する地域的な包括的経済連携（RCEP）

協定が，来年�月�日に発効する。協定は関税の削減や統一したルールに

より自由貿易を推進する枠組みで，輸出企業には追い風となる。加盟国の

国内総生産（GDP）と人口はそれぞれ合計で世界の約�割を占め，最大級

の経済圏が誕生する。

（中略）

日本から輸出する自動車部品などの工業製品にかかる関税は来年�月か

ら段階的に下がり，最終的には品目ベースで９２％が撤廃される。中国向

けは自動車のエンジン部品のほとんどで将来的に撤廃されるほか，韓国向

けは自動車用電子部品やゴルフクラブなどで撤廃される。日本が輸入する

商品も徐々に関税が下がる。ただ，農林水産品に課す関税の撤廃率は

４９～６１％で TPPの８２％より大幅に低く，国内農業の保護を図る。特に

コメなどの農産物重要�項目（米，麦，牛肉・豚肉，乳製品，甘味資源作

物）は関税の削減，撤廃の対象から外した。

資料�
（『毎日新聞』（２０２１年１２月１８日付）「１５歳のニュース」ウェブサイトにより一部
改変）
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（国土交通省「国土交通白書２０２０」webサイトにより一部改変）
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図６ 図７

（図�・図�ともに，経済産業省「地域的な包括的経済連携（RCEP）協定２０２２年」ウェ
ブサイトにより一部改変）
図�は四捨五入により数値の合計が１００．０％とならない。
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（農林水産省「日本の品目別自給率《重量ベース》２０２２年」により一部改変）
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Ⅰ ヒカルさんとナツキさんとマヒロさんは，高校生である。次の会話文を読み，以

下の問いに答えよ。

会話文

ヒカル：昨日，「公共」の授業で「生きる意味」について話し合ったんだけれど，私

は，これから，どう生きたらいいんだろうって思ったなあ。

ナツキ：そうだね。何のために生きたらいいのか，考えるよね。自分らしく生き

るとか，

自己実現するっていうのも，難しいね。

マヒロ：でも，こうやって，話ができるとホッとするね。悩んでいるのは私だけ

じゃないって。

ヒカル：うん，うん。私，いろいろ考えたんだけれど，なんか，誰かの役に立ち

たいなって思うんだよね。小さい子とか，おばあちゃんとか，人と接す

るのが得意だし。

ナツキ：私は，どちらかというと，好きなことをやって生きたいな。自分の道を

突き進みたい。

マヒロ：そうか。私はいつもほめられたい，誰かに

認められたいって思って行動

するんだよね。だから，周りの目をいつも気にするかな。

ヒカル：そうか。そういう時あるよね。私たちは，社会の中で，いろいろな人と

かかわって生きているから，周りを気にし過ぎたり，意見がぶつかった

り，上手くいかないときもあるよね。

ナツキ：特に，

価値観が違うと受け入れるのが難しいよね。違う意見とか大事だ

と思うけれど，否定されるのはつらいし。

マヒロ：うん，わかる。どんな意見でもまずは受け入れて，尊重するのが大事だ

とは思うけれど，難しいよね。でも，

自由に意見を言い合えるのはやっ

ぱり大事だと思う。

公共，倫理
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ヒカル：そうだね。安心して何でも自由に話ができるのは，大事だよね。でも，

昨日の「公共」の授業で話し合ったことがまだ気になっているんだよね。

ナツキ：どんな話題だった？

ヒカル：どんな主張や少数派の意見でも，発言する自由が日本国憲法で認められ

ている中で，

差別的な発言や差別を助長する発言は，認められるのかっ

てこと。

ナツキ：ああ，思い出した。外国人の排斥を訴えるデモについて，法で規制すべ

きかどうかという話だよね。

マヒロ：あと，もう一つ「公共」の授業で話題になったのがあったよね。

ナツキ：ああ，忘れられる権利のこと？

マヒロ：そうそう。

すでに罪を償った人の忘れられる権利は，認められるべきか

ということ。

ヒカル：それって，将来，就職するときとか，いつまでもインターネットで検索

できると困るよね。

ナツキ：でも，表現の自由とか，知る権利もあるしね。どう考えたらいいんだろ

う。

ヒカル：プライバシーの尊重とか，更生を妨げられないこともあわせて考えない

といけないね。

問 １ 下線部について，心理学者のエリクソンは，人生を�つの発達段階に分

け，人間はそれぞれの段階で課題を達成し，自己実現していくと考えたが，

１３歳から１９歳までの青年期には，どのような発達課題があるか答えよ。
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問 ２ 下線部について，心理学者のマズローは，人間の欲求が�段階に階層化さ

れていると考えた。図�のマズローの欲求�段階説について，下位の段階から

上位の段階まで，どのような段階を経ているのか。図�を参考にしながら，以

下の文章の空欄（ ａ ）～（ ｅ ）に適切な語句を入れよ。

自己実現の
欲求

(　ｅ　)欲求

(　ａ　)欲求

(　ｃ　)と(　ｄ　)の欲求

(　ｂ　)の欲求

図１　マズローの欲求５段階説

人間の欲求は，（ ａ ）欲求，（ ｂ ）の欲求が下位の物質的な欲求であ

り，これが満たされると，上位の精神的欲求である（ ｃ ）と（ ｄ ）の欲

求，（ ｅ ）欲求が現れる。最高次の自己実現の欲求は，他の欲求と質が異な

り，自己の成長に喜びを感じる成長動機のはたらきである。自己実現により人

間は生きがいを持ち，幸福な人生を送ることができるとされている。

問 ３ 下線部について，政治学者のアーレントは，地球に生きる私たち一人ひと

りが，それぞれに異なる考え方や価値観を持っているという複数性に目を向け

るべきだと説いた。アーレントは，第二次世界大戦中，あることを目の当たり

にして，人間や社会のあるべき姿について考えたのだが，そのあることとは何

かを答えよ。

問 ４ 下線部について，私たちの社会を自由に生きることができる公共的空間に

するためには，どのようなことが必要であるか。以下のキーワードを�つ以上

使って，１４０字～１６０字で論じよ。

キーワード：価値観 構成員 信念 自己 尊重 共有 人生

他者 多様 個人
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問 ５ 下線部について，特定の国籍や民族の人々に対して，一方的に排除しよう

としたり，差別的な発言や差別を助長したりする言動は，一般的にヘイトス

ピーチと呼ばれる。以下のキーワードを使って，ヘイトスピーチを抑止する考

え方について，２００字～２２０字で説明せよ。

キーワード：表現の自由 公共の福祉

問 ６ 下線部について，すでに罪を償った人の「忘れられる権利」は，認められる

べきか。日本では，検索エンジンの運営会社に検索結果を削除するように求め

て裁判を起こすケースが相次いでいる。指定されたキーワードを使って，認め

られる立場からの意見と認められない立場からの意見をそれぞれ１２０字～１４０

字で述べよ。

（認められる立場のキーワード）

忘れられる権利 プライバシーの権利 人格権

（認められない立場のキーワード）

表現の自由 知る権利
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Ⅱ 次の文章を読み，以下の問いに答えよ。


人間は楽しみを求め，労苦を避けると言っている人がいるが，それはまずい説明

だ。人間は他から与えられた楽しみにはうんざりするが，自分で勝ち取った楽しみ

はすごく好きなのだ。人間は，しかし，何にもまして行動するのが好きなのだ。征

服することが好きなのだ。行動のない楽しみを選び取るよりも，自分で行動できる

労苦をむしろ選ぶのだ。

人間は快楽よりも行動を愛する。その行動は，時として，他のどんな行動にもま

して規律ある規則正しい行動となりうるし，場合によっては，何にもまして正義の

ための行動となる。その結果として，途方もない楽しみがおそらく生まれるだろ

う。しかし，行動は楽しみを追い求めるものだと思うのは間違いである。なぜな

ら，楽しみというのは行動に伴って生まれるものだから。

「快楽と不快は単なる結

果にすぎず，人間が欲するものは力の増大である」とニーチェも言っている。

古代ギリシアの哲学者であるディオゲネスは，「もっともすばらしいもの，それ

は労苦だ」と言った。これに対しては，人間が労苦を求めるのは，その労苦のなか

に快楽を見出しているからだ，と言うかもしれない。しかし，労苦を求めるのは，

労苦のなかに快楽を見出しているからではなく，幸福を見出しているからだと言う

べきだろう。幸福と快楽は区別されなければならない。


古代の哲学者たちは最高善としての幸福を求めた。隣人の幸福ではなく，何より

も第一に自分自身の幸福を。ところが，今日の学者たちは異口同音に，自分自身の

幸福などあえて探求するほど高貴なものではないと教えている。

ある者は，幸福な

ど徳から軽蔑されるものだ，とさえ言っている。

しかし，自分自身だけの，自己の魂に親密な幸福は，けっして徳と対立するもの

ではない。むしろ，力を意味するあの徳という美しい言葉が示しているように，そ

のような幸福自身が徳そのものである，と考えるべきだ。愛する者のために死んだ

から彼らは幸福であったのではない。反対に，彼らは幸福であったからこそ，愛す

る者のために死ぬ力を有していたのである。われわれは他人の幸福も考えなければ

ならない，というのはその通りである。しかし，

他人のためになすことができる最

善のことは，まず自分自身が幸福になることである。

（アラン『幸福論』（岩波文庫，１９９８年）をもとに作成）

― ３７ ― ◇Ｍ２（０８８―７３）



問 １ 下線部について，

 快楽を「第一の生まれながらの善」と捉えた古代ギリシアの哲学者は誰か。

また彼が主張する「アタラクシア」について簡潔に述べよ。

 「快楽を求め苦痛を避ける」という人間本性にもとづいて道徳的善悪を捉え

ようとしたベンサムの唱える「最大多数の最大幸福」について簡潔に述べよ。

問 ２ 下線部について，このような考え方の延長線上にあるニーチェの「超人」に

ついて説明せよ。

問 ３ 下線部について，アリストテレスによれば，最高善としての幸福とは「魂

の卓越性に即した活動」である。具体的にはどのような活動のことをいうの

か，説明せよ。

問 ４ 下線部について，「幸福」と「徳」とを厳密に区別した哲学者にカントがい

る。カントは道徳的な行為をどのようなものと捉えたのか，説明せよ。

問 ５ 下線部について，なぜ「他人のためになすことができる最善のことは，ま

ず自分自身が幸福になること」なのだろうか。本文の内容に即して説明せよ。
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Ⅲ 次の文章Ａと文章Ｂを読み，以下の問いに答えよ。

Ａ

荻生徂徠の学問の基礎は，古言古義を正しく把握するところにあった。聖人とい

う言葉にしても，当今の学者たちは，その古くて正しい使い方を知らない，と彼は

激しく非難する。彼によれば，「聖」という言葉は，元来は「作者」を意味するので

あって，古代の天子たちが聖人と呼ばれたのも，彼らが，（ ）の為の諸制度の

作者であった，という事実に由来している。人民が正しく豊かな生活ができるよう

に，彼らに近づきやすく，確かな拠りどころとしての具体的な社会制度を，代々の

王たちは，力を尽くし，知恵を傾けて制作し，これを運営してきたのである。それ

が荻生徂徠の言う「聖人の道」であり「先王の道」であった。それゆえ，

「道」という言

葉に関しても，従来とは違った新たな見解，即ち「道」とは歴史上の事実である，と

いう見解を荻生徂徠は示すことになった。彼が語る「道」とは，中国古代に出現し

た，ある特定の聖王たちの，一回限りの歴史的事実を指す。したがって，「道」は特

定の「聖人」の存在と切り離すことはできない。

後代の朱子学が，学習による心の鍛

錬次第によって，誰でも聖人になることができると説くことは，荻生徂徠にとっ

て，ほとんど意味のない虚言と見えた。

言うまでもなく，古義のうえで孔子を聖人と呼ぶことはできない。彼は生涯，時

運に恵まれず，制度制作の任に当たるような地位を得ることもできずに終わった人

だ。孔子の時代となっては，「先王の道」も失われてしまい，その是非を言うことが

できる者さえいなくなっていた。そういう時勢に直面して，孔子は諸国を歴訪し，

散逸した聖人の事績を求めて収集整理し，その教えに感嘆したのであった。もし孔

子が出なかったら，「先王の道」は亡びてしまったに違いない。

その意味においてな

らば，孔子を聖人と呼んでも差し支えない，と荻生徂徠は言う。

（小林秀雄『本居宣長』（新潮文庫，１９９２年）をもとに作成）
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Ｂ

漢意（からごころ）とは，中国風の慣習を好んで尊重することだけを言うのではな

い。世間のほとんどの人は，あらゆることがらの善悪是非について議論し，事物の

本質について判断を下しているが，それらはすべて外国書にもとづいているさまを

言うのである。

（本居宣長『玉勝間』「からごころ」の現代語訳）

問 １ 文章Ａの�行目空欄に入る「世を治め民を救うこと」を意味する漢字�文字を

記せ。

問 ２ 下線部について，

 荻生徂徠の見解は，なぜ従来のものとは違う新たな見解と言われるのか。

従来の見解との違いが分かるように説明せよ。

 老子の「道」について簡潔に述べよ。

問 ３ 下線部について，朱子学が「誰でも聖人になることができる」と説く根拠は

何か。朱子学が人間本性や宇宙の原理についてどのように捉えていたかに留意

して，説明せよ。

問 ４ 下線部について，孔子を聖人と尊敬する点において，荻生徂徠は伊藤仁斎

と一致する一方，倫理・道徳についての両者の主張には隔たりもある。倫理・

道徳についての両者の考え方の違いについて説明せよ。

問 ５ 文章Ｂで，本居宣長は「外国書にもとづく」ことを批判の対象としているが，

それはなぜか，説明せよ。
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Ⅰ ヒカルさんとナツキさんとマヒロさんは，高校生である。次の会話文を読み，以

下の問いに答えよ。

会話文

ヒカル：昨日，「公共」の授業で「生きる意味」について話し合ったんだけれど，私

は，これから，どう生きたらいいんだろうって思ったなあ。

ナツキ：そうだね。何のために生きたらいいのか，考えるよね。自分らしく生き

るとか，

自己実現するっていうのも，難しいね。

マヒロ：でも，こうやって，話ができるとホッとするね。悩んでいるのは私だけ

じゃないって。

ヒカル：うん，うん。私，いろいろ考えたんだけれど，なんか，誰かの役に立ち

たいなって思うんだよね。小さい子とか，おばあちゃんとか，人と接す

るのが得意だし。

ナツキ：私は，どちらかというと，好きなことをやって生きたいな。自分の道を

突き進みたい。

マヒロ：そうか。私はいつもほめられたい，誰かに

認められたいって思って行動

するんだよね。だから，周りの目をいつも気にするかな。

ヒカル：そうか。そういう時あるよね。私たちは，社会の中で，いろいろな人と

かかわって生きているから，周りを気にし過ぎたり，意見がぶつかった

り，上手くいかないときもあるよね。

ナツキ：特に，

価値観が違うと受け入れるのが難しいよね。違う意見とか大事だ

と思うけれど，否定されるのはつらいし。

マヒロ：うん，わかる。どんな意見でもまずは受け入れて，尊重するのが大事だ

とは思うけれど，難しいよね。でも，

自由に意見を言い合えるのはやっ

ぱり大事だと思う。

公共，政治・経済
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ヒカル：そうだね。安心して何でも自由に話ができるのは，大事だよね。でも，

昨日の「公共」の授業で話し合ったことがまだ気になっているんだよね。

ナツキ：どんな話題だった？

ヒカル：どんな主張や少数派の意見でも，発言する自由が日本国憲法で認められ

ている中で，

差別的な発言や差別を助長する発言は，認められるのかっ

てこと。

ナツキ：ああ，思い出した。外国人の排斥を訴えるデモについて，法で規制すべ

きかどうかという話だよね。

マヒロ：あと，もう一つ「公共」の授業で話題になったのがあったよね。

ナツキ：ああ，忘れられる権利のこと？

マヒロ：そうそう。

すでに罪を償った人の忘れられる権利は，認められるべきか

ということ。

ヒカル：それって，将来，就職するときとか，いつまでもインターネットで検索

できると困るよね。

ナツキ：でも，表現の自由とか，知る権利もあるしね。どう考えたらいいんだろ

う。

ヒカル：プライバシーの尊重とか，更生を妨げられないこともあわせて考えない

といけないね。

問 １ 下線部について，心理学者のエリクソンは，人生を�つの発達段階に分

け，人間はそれぞれの段階で課題を達成し，自己実現していくと考えたが，

１３歳から１９歳までの青年期には，どのような発達課題があるか答えよ。
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問 ２ 下線部について，心理学者のマズローは，人間の欲求が�段階に階層化さ

れていると考えた。図�のマズローの欲求�段階説について，下位の段階から

上位の段階まで，どのような段階を経ているのか。図�を参考にしながら，以

下の文章の空欄（ ａ ）～（ ｅ ）に適切な語句を入れよ。

自己実現の
欲求

(　ｅ　)欲求

(　ａ　)欲求

(　ｃ　)と(　ｄ　)の欲求

(　ｂ　)の欲求

図１　マズローの欲求５段階説

人間の欲求は，（ ａ ）欲求，（ ｂ ）の欲求が下位の物質的な欲求であ

り，これが満たされると，上位の精神的欲求である（ ｃ ）と（ ｄ ）の欲

求，（ ｅ ）欲求が現れる。最高次の自己実現の欲求は，他の欲求と質が異な

り，自己の成長に喜びを感じる成長動機のはたらきである。自己実現により人

間は生きがいを持ち，幸福な人生を送ることができるとされている。

問 ３ 下線部について，政治学者のアーレントは，地球に生きる私たち一人ひと

りが，それぞれに異なる考え方や価値観を持っているという複数性に目を向け

るべきだと説いた。アーレントは，第二次世界大戦中，あることを目の当たり

にして，人間や社会のあるべき姿について考えたのだが，そのあることとは何

かを答えよ。

問 ４ 下線部について，私たちの社会を自由に生きることができる公共的空間に

するためには，どのようなことが必要であるか。以下のキーワードを�つ以上

使って，１４０字～１６０字で論じよ。

キーワード：価値観 構成員 信念 自己 尊重 共有 人生

他者 多様 個人

― ４３ ― ◇Ｍ２（０８８―７９）



問 ５ 下線部について，特定の国籍や民族の人々に対して，一方的に排除しよう

としたり，差別的な発言や差別を助長したりする言動は，一般的にヘイトス

ピーチと呼ばれる。以下のキーワードを使って，ヘイトスピーチを抑止する考

え方について，２００字～２２０字で説明せよ。

キーワード：表現の自由 公共の福祉

問 ６ 下線部について，すでに罪を償った人の「忘れられる権利」は，認められる

べきか。日本では，検索エンジンの運営会社に検索結果を削除するように求め

て裁判を起こすケースが相次いでいる。指定されたキーワードを使って，認め

られる立場からの意見と認められない立場からの意見をそれぞれ１２０字～１４０

字で述べよ。

（認められる立場のキーワード）

忘れられる権利 プライバシーの権利 人格権

（認められない立場のキーワード）

表現の自由 知る権利
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Ⅱ 次のＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの問題文を読み，それぞれの問いに答えよ。

Ａ

日本国憲法の政治機構は，権力の抑制と均衡を図るために，立法権，行政権，


司法権の三権分立によって行われている。立法権は国会，行政権は内閣，司法

権は

裁判所が，それぞれ担っている。

問 １ 下線部について，以下の文章の空欄（ ａ ）～（ ｄ ）に適切な語句を記

入せよ。

違憲審査権（日本国憲法第８１条）を行使できる裁判所は，最高裁判所以外

に，（ ａ ）裁判所（�か所），（ ｂ ）裁判所（５０か所），（ ｃ ）裁判所（５０

か所），（ ｄ ）裁判所（４３８か所）がある。

問 ２ 下線部について，裁判官は日本国憲法により手厚い身分保障がなされてい

るが，職務上の義務に違反した場合は，どのような扱いを受けるか。以下の空

欄（ ｅ ）・（ ｆ ）に適切な語句を入れよ。

裁判官は，（ ｅ ）に設置される（ ｆ ）によって，罷免されることがある。

Ｂ

国会は，国権の最高機関であり，唯一の立法機関（日本国憲法第４１条）であ

り，

全国民を代表する選挙された議員（日本国憲法第４３項第�項）によって構

成されている。

問 ３ 下線部について，国会議員に不逮捕特権が与えられているのはなぜか，８０

字以内で説明せよ。
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Ｃ

日本国における政治は，基本的人権を保障するために「法の支配」によりなされ

ており，

日本国憲法のほかに，刑法，


民法などが定められている。

問 ４ 下線部に関連して，日本国憲法第３８条第�項が以下のように定めている

のはどのような理由によるものか，１００字以内で説明せよ。

強制，拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後

の自白は，これを証拠とすることができない。

問 ５ 下線部について，民法では故意または過失がある場合に損害賠償責任を負

う「過失責任」の規定がある。これに対して，故意または過失がなかったとして

も損害賠償責任を負う「無過失責任」を取り入れた民法以外の法律があるが，そ

の法律名を�つ記入せよ。

Ｄ

「法の支配」の理念は，国際連合憲章にも掲げられている。日本は，１９５６年に


国際連合に加盟し，国際社会への貢献を目指している。

問 ６ 下線部について，国家間の紛争を国際法に基づいて平和的に解決すること

を目的として，両当事国の合意に基づき裁判が行われる国際連合の機関を何と

いうか答えよ。

― ４６ ― ◇Ｍ２（０８８―８２）



Ⅲ 貿易に関する次の文章を読み，以下の問いに答えよ。

日本で生活している私たちは，日本製の商品だけでなく，他国との貿易を通じ，

多くの海外製の商品に囲まれた生活を送っている。

このような貿易によって得られる利益を理論的に証明したのは，イギリスの経済

学者（ ａ ）である。彼は，必要な商品を自国で全て生産する（ ｂ ）経済ではな

く，

各国が相対的に生産性の高い商品に特化して生産・輸出するとともに，生産性

が低い商品を交換（貿易）する経済の方が，結果として，世界全体の生産量が増大す

るという（ ｃ ）を唱えた。このように，各国が商品の生産を分けて行うことを

（ ｄ ）分業といい，�つの型に分類される。�つ目の（ ｅ ）的分業とは，主に

発展途上国のように，原材料や部品などの（ ｆ ）集約的な商品を生産する国と，

先進国のように，それらを用いて（ ｇ ）集約的な商品を生産する国とに生産を分

けて行うことである。このように，

多国間で生産工程を分けて行う海外との生産

ネットワークを（ ｈ ）という。�つ目の（ ｉ ）的分業とは，各国が異なる商品

を生産することである。このような（ ｄ ）分業に基づく貿易のことを（ ｊ ）貿

易という。

一方，ドイツの経済学者（ ｋ ）は，発展途上国が先進国となる可能性を阻害さ

せないためには，世界的な競争力が無い商品を生産している発展途上国が，

自国の

商品と競合する先進国の商品に高い関税を課したり，輸入規制を行ったりする貿易

である（ ｌ ）貿易が必要であると主張した。１９２９年のアメリカの株価暴落を発

端とする（ ｍ ）以降，各国が輸出を増大させるとともに，輸入を減少させるため

に高い関税を課す（ ｌ ）貿易寄りの政策を行うべく，自国と関係の深い国からな

る（ ｎ ）経済を形成していった。その結果，当時の世界の貿易量は大幅に

（ ｏ ）していった。

問 １ 空欄（ ａ ）から（ ｏ ）に適切な語句を記入せよ。
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問 ２ 商品 X
�単位の労働量

商品 Y
�単位の労働量

A国 ６００ ３００

B国 １００ ２００

下線部について，A国および

B国が生産する商品 Xおよび商

品 Yの�単位に必要な労働量が

右の表によって与えられている場

合，以下の問いに答えよ。

 絶対優位を持つ国はどちらかを理由と共に説明せよ。

 比較優位に基づき，A国および B国が商品 Xあるいは商品 Yのどちらか

に特化した場合，A国および B国がどちらの商品を最大何単位生産可能に

なるかをそれぞれ求めよ。

問 ３ 下線部について，新型コロナウイルス感染症の拡大が与えた影響を１００字

以内で述べよ。

問 ４ 下線部について，次の文章を読み，以下の問いに答えよ。

貿易を促進するため１９４７年に締結された（ ｐ ）は，「（ ｑ ）・

（ ｒ ）・（ ｓ ）主義」の基本原則の上に立つとともに，（ ｒ ）原則では


最恵国待遇および


内国民待遇を確保している。（ ｐ ）は，貿易対象を物品の

みとしていたが，（ ｔ ）貿易（金融，運輸，通信などの国際取引）や（ ｕ ）

権へと対象の拡大が必要になったことから，基本原則を引き継ぐ国際機関であ

る（ ｖ ）が１９９５年に発足した。ここでは，輸出国の国内市場取引価格より

著しく低い価格で輸出される（ ｗ ）防止措置や，輸入急増による自国産業の

被害を軽減するための一時的な緊急輸入制限措置である（ ｘ ）の発動を認め

ている。日本での（ ｘ ）の発動事例としては，２００１年に主に中国からの輸

入増加に伴い，

�つの農産物に対して行われたことが挙げられる。

 空欄（ ｐ ）から（ ｘ ）に適切な語句を記入せよ。

 下線部を簡潔に説明せよ。

 下線部を簡潔に説明せよ。

 下線部の農産物を�つ答えよ。
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