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注　意　事　項

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ない。

2 出題科目，ページ及び選択方法は，下表のとおりである。

3 試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁及び汚れ等に気付いた場合は，手を挙げて

監督者に知らせること。

4 試験開始の合図前に，監督者の指示に従って，解答用紙の該当欄に以下の内容をそれぞれ正しく

記入し，マークすること。

・①氏名欄  

 氏名を記入すること。

・②受験番号，③生年月日，④受験地欄  

 受験番号，生年月日を記入し，さらにマーク欄に受験番号（数字），生年月日（年号・数字）， 

受験地をマークすること。

・⑤解答科目欄  

 解答する科目名を で囲み，さらにその下のマーク欄にマークすること。

5 受験番号，生年月日，受験地が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る。

6 解答科目が正しくマークされていない場合は採点できないので，必ず正しくマークすること。

7 解答は，解答用紙の解答欄にマークすること。例えば，解答番号が 10 である問いに対して

2と解答する場合は，次の（例）のように解答番号 10の解答欄の 2にマークすること。

8 問題冊子の余白等は適宜利用してよいが，どのページも切り離してはいけない。

9 試験終了後，問題冊子は持ち帰ってよい。

出題科目 ページ 選　　択　　方　　法

日本史Ａ  1 ～ 28
左の 2科目のうちから 1科目を選択し，解答しなさい。

日本史Ｂ 29 ～ 54

（例） 解答
番号 解　　答　　欄

10 1　 2　 3　 4

第 1 回

日本史Ａ・日本史Ｂ平成 30 年度 （50分）
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日本史

次の図とそれに関する文について，後にある各問いに答えよ。

図

上の図は 1850 年に築造された反射炉を描いたものである。反射炉とは不純物の少ない鉄

を生産する溶鉱炉の一種であり，佐賀藩は洋式の Ａ を製造するためにオランダから

学んでこの反射炉を築造した。1857 年には幕府，薩摩藩，水戸藩も反射炉を完成させてい

る。佐賀藩が幕府や他藩に先がけて反射炉を築造したのは， Ｂ からであった。

他藩に先がけて近代化を進めた佐賀藩からは，大隈重信や副島種臣ら，明治期の日本で大

きな役割を果たした人物が輩出された。

1

日　　本　　史　Ａ

解答番号 1 ～ 28（ ）

2018KN1A-03-002

i-taka
テキスト ボックス
（小学館「築地反射炉図」より）
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Ⓐ

日本史

問 1　 Ａ Ｂ に当てはまる語句の組合せとして最も適切なものを，次の 1～

4のうちから一つ選べ。解答番号は 1 。

1　Ａ―商　船　　Ｂ―殖産興業を強力に推進した内務省が，造船を奨励した

2　Ａ―商　船　　Ｂ―長崎警備を担当しており，列強諸国の軍事力に脅威を感じた

3　Ａ―大　砲　　Ｂ―殖産興業を強力に推進した内務省が，造船を奨励した

4　Ａ―大　砲　　Ｂ―長崎警備を担当しており，列強諸国の軍事力に脅威を感じた

問 2　下線部分大隈重信が関わった事象について述べた次のア～ウを年代の古い順に正しく並べ

たものを，下の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 2 。

ア　新貨条例の公布に関わり，統一的な貨幣制度の確立をめざした。

イ　第一次世界大戦が始まると，日英同盟を口実として，ドイツに宣戦布告をした。

ウ　立憲改進党を結成し，イギリス流の立憲君主制の導入を主張した。

1　ア→イ→ウ 2　ア→ウ→イ 3　イ→ア→ウ 4　イ→ウ→ア

2018KN1A-03-003
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日本史

次の資料は外務大臣として条約改正交渉にあたった陸奥宗光の回顧録の一部（意訳してある）で

ある。資料を読み，後にある各問いに答えよ。

資　料

しかし幸いに日本政府は，維新以来の宿願を達成するためには，いかなる困難も避けない

という初志を変えなかった。世のいわゆる多数意見と抗戦した結果議会が一度解散され，ま

たいくつかの新聞は発行を停止された。

このような状況のもとで，ロンドンでの条約改正事業は多くの困難の中で少し実現の可能

性が見えた。明治 27 年 7 月 13 日，青木公使は私に電信で許可を求めてきた。「本使は明日

新条約に調印する運びとなった」と。なんと私がこの電信に接した日は，朝鮮の危機が大詰

めを迎え，私が大鳥公使に「今は断固とした処置をとる必要がある。どんな口実を使っても

かまわないから実際行動を始めよ」という電訓を送ったわずか二日後だったのである。

問 1　下線部分議会が一度解散されたことに関連して，陸奥宗光が条約改正交渉にあたっていた

時期の議会について述べた文として適切なものを，次の 1～ 4のうちから一つ選べ。  

解答番号は 3 。

1　議会第一党の党首が首相に任命されて組閣する政党内閣が慣例となっていた。

2　国家総動員法が制定され，議会の承認を得ずに法律が作られることがあった。

3　政府は 3分の 2弱の議席を占めた自由民主党を与党とし，安定した政治を行った。

4　政府が超然主義の姿勢をとったため，政府と政党が激しく対立していた。

問 2　下線部分新条約の内容について述べた文の正誤の組合せとして適切なものを，下の 1～ 4

のうちから一つ選べ。解答番号は 4 。

甲　イギリス人が日本で犯した罪は，日本の法律によって裁く。

乙　輸出入にかかる関税は，日本が独自に決めることができる。

1　甲―正　　乙―正 2　甲―正　　乙―誤

3　甲―誤　　乙―正 4　甲―誤　　乙―誤

2

⒜

⒝ ⒞

⒜

⒝

2018KN1A-03-004

i-taka
テキスト ボックス
（岩波文庫「新訂　蹇蹇録　日清戦争外交秘録」より）
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Ⓐ

日本史

問 3　下線部分朝鮮の危機に関連して，この時朝鮮でおきていたことについて述べた文として適

切なものを，次の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 5 。

1　朝鮮で大規模な農民戦争がおこり，鎮圧を依頼された清が朝鮮に出兵していた。

2　日朝修好条規を結び開国した閔氏政権が，日本に接近して近代化を進めていた。

3　独立を宣言する集会が開かれたことをきっかけに，独立運動が朝鮮全土に広がった。

4　江華島付近で挑発行為をした日本の軍艦に対して，朝鮮が砲撃する軍事衝突が発生した。

⒞

2018KN1A-03-005
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日本史

次の図とそれに関する先生と生徒の会話文について，後にある各問いに答えよ。

図 1

図 2

3

2018KN1A-03-006

i-taka
テキスト ボックス
（柏書房「図説　明治事物起源事典」より）
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Ⓐ

日本史

先生：図 1と図 2はいずれも日露戦争勃発直前に，当時の国際情勢を描いた風刺画です。

生徒：図 1で日本を表す人物とロシアを表す人物に綱で引っ張られて苦しんでいる人は，ど

この国を表しているのですか。

先生：これは Ａ を表現しています。このころ，日本は Ａ に進出しており，

Ａ がロシアとの関係を深めて日本に対抗しようとすると，日本とロシアの対

立が激しくなっていきました。

生徒：それが，日露戦争の原因だったのですね。

先生：でも，それだけが原因だったのではありません。図 2はフランスで描かれた風刺画で

すが，何を表現しているかわかりますか。

生徒：左の人は服の裾に国旗がついているから， Ｂ を表しているのだろうけど，そ

うすると右の人は同盟を結んでいた日本を表しているのかなぁ。

先生：図 2は， Ｂ が日本に武器を売っていることを批判的に描いた絵なのです。当

時，フランスはロシアと同盟を結んでいたから， Ｂ に批判的だったのですね。

生徒：日本とロシアだけではなく，いろんな国の思惑や行動が関係して日露戦争がおき，多

くの国に影響を与えたのですね。日露戦争の講和を仲介したアメリカにも，何か考え

があったのでしょうね。

問 1　 Ａ Ｂ に当てはまる国の組合せとして正しいものを，次の 1～ 4のうちか

ら一つ選べ。解答番号は 6 。

1　Ａ―清　　　　　Ｂ―イギリス 2　Ａ―清　　　　　Ｂ―ドイツ

3　Ａ―大韓帝国　　Ｂ―イギリス 4　Ａ―大韓帝国　　Ｂ―ドイツ

⒜

⒝

2018KN1A-03-007



―　　―7

日本史

問 2　下線部分日露戦争の原因となったおよその地域と，その地域で生じていた対立の要因の組

合せとして適切なものを，下の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 7 。

地　域

要　因

ウ　日露両国民の雑居地とされていたこの地域で，ロシアが勢力を拡大したこと

エ　租借した都市を拠点として，ロシアがこの地域を事実上占領して勢力を拡大したこと

1　ア―ウ 2　ア―エ 3　イ―ウ 4　イ―エ

問 3　下線部分日露戦争の講和を仲介したアメリカの意図として適切なものを，次の 1～ 4のう

ちから一つ選べ。解答番号は 8 。

1　自由主義経済のもとで，戦争を防止する国際秩序をつくりあげようとしていた。

2　日本を東アジアにおける西側の友好国として，良好な関係を築こうとしていた。

3　アジアとの貿易や太平洋での捕鯨のため，船の寄港地を得ようとしていた。

4　東アジアにおける影響力を拡大し，中国の門戸開放を実現しようとしていた。

⒜

ア

イ

⒝

2018KN1A-03-008
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Ⓐ

日本史

2018KN1A-03-009
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日本史

次の文を読み，後にある各問いに答えよ。

第一次世界大戦が国力すべてをそそぐ総力戦として行われたことから，世界各国で国民の

権利拡大や政治参加を求める動きが高まった。日本においても，1910 年代前半より大正デ

モクラシーと呼ばれる様々な社会運動が勃興した。1916 年に吉野作造が発表した民本主義

はこのような社会運動を後押しした。また，デモクラシーの自由な風潮は新たな文化や学問

を発展させた。

問 1　下線部分第一次世界大戦に関連して，グラフ 1・ 2および当時の社会状況を描いた図につ

いて説明した次の文の空欄 Ａ Ｂ に当てはまる語句の組合せと

して適切なものを，次のページの 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 9 。

第一次世界大戦の勃発により日本の輸出は大幅に拡大した。日本の国内諸産業は活況

を呈し，大戦景気と呼ばれる好景気が現出した。グラフ 1からは， Ａ こ

とがわかる。また，この好景気は産業別就業人口の割合にグラフ 2のような変化をもた

らした。「鋤
すき

鍬
くわ

捨てて」と題される図は，それによって生じていた， Ｂ と

いう現象を風刺的に描いたものである。

グラフ 1　生産総額と産業別内訳の変化

1914 年　生産総額 30．9 億円

1919 年　生産総額 118．7 億円

工業 44．4

56．8

重化学工業 その他 1．3

水産業 5．1

3．8

鉱業 5．1
軽工業 30．6

37．4

農業 45．4

35．1
1．1 4．3

〈第一次世界大戦〉

12．5

18．3

グラフ 2　産業別就業人口の割合の変化

15．5 ％ 1914 年

第三次
産業

第二次
産業
16．7 ％

第一次産業
63．1 ％

1919 年

18．3 ％

22．3 ％
53．8 ％

4

⒜

⒝

⒞

⒟

⒜

（単位：％）

2018KN1A-03-010



―　　―10

Ⓐ

日本史

図

Ａ　ア　工業生産額が増加した一方で，農業生産額が減少した

　　イ　生産総額にしめる工業生産額の割合が農業生産額の割合を上回った

Ｂ　ウ　都市で仕事を失った工場労働者たちの帰農

　　エ　農村から都市への人口流出

1　ア―ウ 2　ア―エ 3　イ―ウ 4　イ―エ

2018KN1A-03-011

i-taka
テキスト ボックス
（筑摩書房「近代漫画Ⅴ　大正前期の漫画」より）
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日本史

問 2　下線部分大正デモクラシーと呼ばれる様々な社会運動について述べた文の正誤の組合せと

して正しいものを，下の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 10 。

ア　地方自治体の財政再建や農業振興などを目的とする地方改良運動がすすめられた。

イ　小作争議が頻発するなか，全国組織として日本農民組合が結成された。

1　ア―正　　イ―正 2　ア―正　　イ―誤

3　ア―誤　　イ―正 4　ア―誤　　イ―誤

問 3　下線部分民本主義について，次の資料（意訳してある）は吉野作造がこの思想について論じ

た文章の一部である。この資料で吉野が述べている内容について説明した文として最も適切

なものを，下の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 11 。

資　料

民本主義という言葉は日本語としてはとても新しい用例である。従来は民主主義とい

う言葉が用いられていた。しかし，民主主義といえば…（中略）…「国家の主権は人民に

あり」という危険な学説と混同されやすい。この言葉（注）は，現在の政治・法律などの

学問上において，少なくとも二つの異なる意味として用いられているように思う。一つ

は「国家の主権は法理上人民にある」という意味に，もう一つは「国家の主権の活動の基

本的目標は人民にあるべきだ」という意味に用いられる。この第二の意味に用いられる

時に，我々はこれを民本主義と訳すのである。…（中略）…いわゆる民本主義とは，法律

の理論上，主権がだれにあるかということは問わず，ただその主権を用いるにあたっ

て，主権者は一般民衆の利益・幸福および意向を重んじることを方針とすべきという主

義である。

（注）：民主主義をさす。 （『中央公論』1916 年 1 月号により作成）

1　国家の主権は民衆にある。

2　民本主義とは主権を行使する目標について論じたものである。

3　民本主義は民主主義と同じ意味の言葉である。

4　政治の目標は一般民衆の利益よりも国家の利益を優先すべきである。

⒝

⒞

2018KN1A-03-012
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Ⓐ

日本史

問 4　下線部分新たな文化や学問について，大正から昭和初期における文化や学問について述べ

た文として誤っているものを，次の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 12 。

1　物理学者の湯川秀樹が日本人で初めてノーベル賞を受賞した。

2　急速な都市化による社会の変容を受けて，民間伝承や習俗を研究する民俗学が登場した。

3　ジャーナリズムが発達し，1日の発行部数が 100万部を超える有力な新聞があらわれた。

4　マルクス主義の影響を受けた河上肇が『貧乏物語』で貧困問題を論じた。

⒟

2018KN1A-03-013



―　　―13

日本史

次の年表に関して，後にある各問いに答えよ。

1912 年　大正に改元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

1918 年　初の本格的政党内閣の成立・・・・・・・・・・・・・・・・

 

1924 年　護憲三派内閣の成立（「憲政の常道」の始まり）・・・・・・・・

 

1932 年　五・一五事件（「憲政の常道」の終えん）・・・・・・・・・・・

問 1　年表中甲の時期におこったできごとについて年代の古い順に並べたものを，下の 1～ 4の

うちから一つ選べ。解答番号は 13 。

ア　軍需品購入をめぐる海軍首脳部の贈収賄事件が発覚し，内閣が総辞職した。

イ　陸軍や藩閥勢力を後ろ盾とする内閣が成立すると，政党政治家たちを中心として「閥族

打破・憲政擁護」をスローガンとする倒閣運動がおこった。

ウ　ロシア革命に干渉するために大陸への派兵を決定したが，その影響により米騒動が発生

した。

1　ア→イ→ウ 2　ア→ウ→イ 3　イ→ア→ウ 4　イ→ウ→ア

5

甲

乙

丙

2018KN1A-03-014
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Ⓐ

日本史

問 2　年表中の下線部分初の本格的政党内閣について，この内閣を組織した人物と，その人物が

普通選挙実現に対する考えを述べた資料（意訳してある）の組合せとして適切なものを，下の

1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 14 。

人　物

ア　加藤高明　　　　　　イ　原　敬

資　料

ウ　政府は現在における国民精神の動向にかんがみ，広く国民に国家の義務を負担させ，

あまねく国民に政治上の責任に参加させ，もって国運発展の重要な責任を引き受けさせ

ることが現在最も急務であると認めたのであります。

エ　いつか国の状況が許すようになれば，いわゆる普通選挙もそれほどまで心配すべきも

のではない。しかし，階級制度の打破などという，現在の社会に対して打撃を加えよう

とする目的で納税資格を撤廃するというようなことは実に危険きわまりないことである。

1　ア―ウ 2　ア―エ 3　イ―ウ 4　イ―エ

問 3　年表中乙の時期におこった外交に関するできごととして正しいものを，次の 1～ 4のうち

から一つ選べ。解答番号は 15 。

1　日本が常任理事国として国際連盟に加盟した。

2　中国に対して二十一ヵ条の要求をつきつけた。

3　日本人居留民の保護を口実に，山東省への出兵を行った。

4　外務大臣に就任した幣原喜重郎によって協調外交がおしすすめられた。

2018KN1A-03-015
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日本史

問 4　年表中丙の時期は，政党政治が行われた一方で，対外方針をめぐって内閣と軍部との間で

矛盾や対立もみられた。このことに関連して，次の新聞記事Ａ・Ｂの説明の組合せとして正

しいものを，下の 1〜 4のうちから一つ選べ。解答番号は 16 。

Ａ

（
満
鉄
）

（
駅
）

ア　Ａの事件の責任者を厳重処分にできなかった当時の内閣は責任をとって退陣した。

イ　Ａの事件をきっかけとして，関東軍は満州における軍事行動を開始した。

Ｂ

（
駅
）

（
弾
）

（
浜
）
（
総
）

ウ　Ｂの事件がおこったときの内閣は，朝鮮半島における二個師団の増設をめぐって陸軍と

対立していた。

エ　Ｂの事件がおこったときの内閣は，補助艦に関する軍縮条約の批准にふみきったことで

海軍等から批判を受けていた。

1　ア―ウ	 2　ア―エ	 3　イ―ウ	 4　イ―エ

2018KN1A-03-016

i-taka
テキスト ボックス
（朝日新聞「1928.6.5夕刊1面」より）

i-taka
テキスト ボックス
（朝日新聞「1930.11.15夕刊1面」より）
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2018KN1A-03-017



―　　―17

日本史

次のⅠ・Ⅱと説明文を読み，後にある各問いに答えよ。

Ⅰ　立憲政友会の機関誌に載った同党幹事長の談話（意訳してある）

今回の総選挙の争点は極めて明らかだと思う。「景気が好きか，不景気が好きか」，

「働きたいか，失業したいか」，「生活の安定を望むか，不安定を望むか」，「産業の振興

か，産業の破滅か」，「減税をとるか，増税をとるか」，「自主的外交か，屈辱外交か」，

などである。そのどちらを選ぶべきかは，すでに民政党内閣の暴政によって全国民が等

しくつらい経験をしたばかりだから，国民として極めて明らかに判断できるだろう。 

 （『政友』1932 年 2 月号により作成）

Ⅱ　労働組合連合の機関誌の論説（意訳してある）

昭和 7年以来，日本の産業は躍進的な発展を遂げ，貿易は次第に盛んになって，今年

中旬の状況では，ついに今年は輸出超過に転じるとみられる。工業生産をみると，紡績

はイギリスを上回って世界一となり…（中略）…日本商品は今や世界の隅々にまで出回っ

ている。 

 （『労働』1935 年 11 月号により作成）

昭和 7（1932）年の初め，都市部でも農村部でも不景気が深刻化していた。そのような状況

下で行われる総選挙で，Ⅰから立憲政友会は経済政策を大きな争点としたことがわかる。総

選挙の結果は， Ａ をめざした立憲政友会が 466 議席中の 303 議席を獲

得し圧勝した。

犬養毅内閣の大蔵大臣は，就任後ただちに金輸出を Ｂ した。この政策をうけて，

円相場は大幅に下落し，Ⅱに記されているように日本の諸産業は急速に輸出を伸ばしていっ

た。とりわけ， Ｃ の輸出が増大し世界第 1位となった。

問 1　 Ａ Ｂ に当てはまる語句として正しいものを，次の 1～ 4の

うちから一つ選べ。解答番号は 17 。

1　Ａ―財政規模を拡大し恐慌からの脱出　　　Ｂ―禁　止

2　Ａ―財政規模を拡大し恐慌からの脱出　　　Ｂ―解　禁

3　Ａ―産業の合理化で国際競争力の強化　　　Ｂ―禁　止

4　Ａ―産業の合理化で国際競争力の強化　　　Ｂ―解　禁

6

2018KN1A-03-018
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問 2　 Ｃ に当てはまる語として正しいものを，次の 1～ 4のうちから一つ選べ。  

解答番号は 18 。

1　綿織物 2　生　糸 3　絹織物 4　綿　花

問 3　下線部分民政党内閣の暴政によって全国民が等しくつらい経験をしたことなどを背景に殺

害されたその内閣の大蔵大臣とその事件の説明の組合せとして適切なものを，下の 1～ 4の

うちから一つ選べ。解答番号は 19 。

大蔵大臣　　ア　高橋是清

　　　　　　イ　井上準之助

事　件　　　ウ 　井上日召を中心とする右翼団体が，一人一殺を掲げ，政府・財界の要人の

暗殺を計画し，三井合名会社理事長の団琢磨も殺害した。

　　　　　エ 　北一輝の思想的影響を受けた陸軍の青年将校たちが，首相官邸や警視庁な

どを襲撃し，斎藤実内大臣らも殺害した。

1　ア―ウ 2　ア―エ 3　イ―ウ 4　イ―エ

問 4　Ⅰ・Ⅱの資料が出た 1930 年代に広がった言論や思想の弾圧について述べた文として適切

でないものを，次の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 20 。

1　美濃部達吉の天皇機関説が貴族院で反国体的と非難され，政府も国体明徴声明を発して

否定した。

2　反政府運動家は皇居から 3里以内に 3年間入るのを禁じられ，大同団結運動や三大事件

建白運動が弾圧された。

3　植民地政策を批判した経済学者の矢内原忠雄の論説が反戦思想だとして右翼から攻撃さ

れ，東大教授を辞職した。

4　労働組合の指導者など約 400 名らが検挙され，その翌年には大内兵衛らの経済学者も検

挙された。

2018KN1A-03-019
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次のあ～えについて，生徒がレポートⅠ・Ⅱを作成した。これらを読み，後にある各問いに答

えよ。

あ い

国
民
政
府
の
こ
と

（
対
）

（
権
）

（
声
）

（
発
）

（
実
）
（
断
）

（
帰
）

レポートⅠ

2020 年に東京オリンピック・パラリンピック大会が開催されますが，それ以前に 2回，

東京オリンピックの開催が計画されたことがあります。 1回目は，1936 年に決まった第 12

回オリンピックの東京開催でした。あの年賀はがきはそれを記念したものです。はがきの地

図では日本領として Ａ に色が塗られています。

その 2年後のいの新聞記事から Ｂ ことがうかがえます。こうした対外

情勢を受けて，東京オリンピックの計画は中止になりました。これは，開催都市が自発的に

大会を返上した唯一のケースです。

問 1　 Ａ Ｂ に当てはまる語句の組合せとして最も適切なものを，

次の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 21 。

1　Ａ―中国大陸　　　Ｂ―日中間の交渉による和平解決の道が閉ざされた

2　Ａ―中国大陸　　　Ｂ―新たに日中間で交渉し和平解決の道を探っている

3　Ａ―朝鮮半島　　　Ｂ―日中間の交渉による和平解決の道が閉ざされた

4　Ａ―朝鮮半島　　　Ｂ―新たに日中間で交渉し和平解決の道を探っている

7

2018KN1A-03-020

i-taka
テキスト ボックス
　(東京オリンピックの絵葉書の写真）

i-taka
テキスト ボックス
（朝日新聞「第一次近衛声明」より）
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う え

レポートⅡ

うの写真はアジアで初めてとなる東京オリンピックの開会式の様子です。場所は，明治神

宮外苑競技場を解体して建設された国立競技場です。えの写真はその約 20 年前の同じ場所

で行われた Ｃ の壮行会です。その両方の行進をスタンドから見ていた作

家の杉本苑
その

子
こ

さんは「きょうのオリンピックはあの日につながり，あの日もきょうにつな

がっている」と記しています。このオリンピックは，戦後日本の復興と高度経済成長を象徴

する盛大な祭典になり，開催に合わせて東海道新幹線が開業し Ｄ 。

問 2　 Ｃ Ｄ に当てはまる語句の組合せとして最も適

切なものを，次の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 22 。

1　Ｃ―訓練に向かう警察予備隊　　Ｄ―大都市間の大量・高速輸送が可能になりました

2　Ｃ―訓練に向かう警察予備隊　　Ｄ―太平洋側と日本海側の経済的な格差が縮小しました

3　Ｃ―戦地に送られる学徒兵　　　Ｄ―大都市間の大量・高速輸送が可能になりました

4　Ｃ―戦地に送られる学徒兵　　　Ｄ―太平洋側と日本海側の経済的な格差が縮小しました

⒜

⒝

2018KN1A-03-021

i-taka
テキスト ボックス
（時事ドットコム（時事通信社）　「開会式で入場行進する日本選手団（東京・国立競技場）」より）

i-taka
テキスト ボックス
（ＮＨＫ「学徒出陣壮行会」より）
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問 3　下線部分アジアで初めてとなる東京オリンピックに関して，次の図と年表をみて，日本と

世界の関係について説明した文として適切でないものを，下の 1～ 4のうちから一つ選べ。  

解答番号は 23 。

図

 （第 18 回オリンピック競技大会・公式報告書より）

年　表

年　代 できごと

1941 年 日本陸軍がマレー半島に奇襲上陸

1945 年 ポツダム宣言受諾

1951 年 サンフランシスコ平和条約調印

1952 年 日華平和条約調印

1965 年 日韓基本条約調印

1971 年 沖縄返還協定調印

1972 年 沖縄の日本復帰

日中共同声明

1　聖火リレーが通ったクアラルンプールのあるマレー半島に，日本陸軍は奇襲上陸した。

2　聖火リレーは，太平洋戦争に敗れるまで日本の植民地となっていたすべての国を通過した。

3　聖火リレーは，日本と平和条約を結んでいた蔣介石の中華民国政府が支配する台湾を経

由した。

4　聖火リレーが入った沖縄は，アメリカの施政権のもとで統治されていた。

⒜

2018KN1A-03-022
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問 4　下線部分高度経済成長について，次の表とグラフを利用して当時の経済・社会を説明した

文の組合せとして最も適切なものを，下の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 24 。

表　電化製品の普及率と主婦の自由時間

年次 電気洗濯機 電気冷蔵庫 白黒テレビ 主婦の自由時間

1963 66．4 ％ 39．1 ％ 88．7 ％ 3 時間 43 分

1968 84．8 ％ 77．6 ％ 96．4 ％ 5 時間 26 分

1973 97．5 ％ 94．7 ％ 65．4 ％ 7 時間 3分
 （内閣府「消費動向調査」，『女の戦後史Ⅱ』により作成）

グラフ　高校進学率と中学校卒業者の就職率

高校進学率

100
％

80

0

20

40

60

250
万人

200

1955 60 65 70 75 80 85 90 95 年
0

50

100

150

定時制進学率

専修学校進学者

就職率

就
職
者

高
校
進
学
者

その他

ア　第一次石油危機がおこるころまで，三種の神器と呼ばれた電化製品の，普及率や普及の

速度はほぼ同じだった。

イ　電気洗濯機や電気冷蔵庫の普及は，当時多くの女性が担っていた家事における負担を大

きく軽減した。

ウ　所得水準の向上にともなって，1975 年には高校進学率は 90 ％以上に達した。

エ　雇用の増大により，1955 年からの 20 年間，中学校卒業者の就職率や定時制進学率は上

昇し続けた。

1　ア―ウ 2　ア―エ 3　イ―ウ 4　イ―エ

⒝

2018KN1A-03-023
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生徒の研究発表「地図から読み解く横浜の街の変遷」を読み，後にある各問いに答えよ。

Ⅰ
安政 6（1859）年

神奈川宿

横浜村

Ⅰは，絵の下の部分に黒船が描かれているところからも，日米修好通商条約で開港された

直後の横浜であることがわかります。本来この時開港される予定だったのは東海道の宿場町

として栄えた神奈川でした。山々に沿って北東から南西に続く神奈川宿も描かれています

が，このとき幕府は「同じ湾内に存在する村であり，この村も神奈川の一部だ」と主張し，寒

村であった横浜を開港させて貿易を開始したのです。

1859 年，まずは横浜・長崎・箱館の 3港で貿易が始まり，後にいくつかの港も開港が続

きました。大量消費地の江戸から南西にわずか 30 数 kmという場所に位置する横浜は，そ

の中で圧倒的な取引量を占めました。また，生糸の産地である関東周辺や，茶の産地である

静岡から近いことも，その優位性を高めていきました。

横浜はその地理的優位性をもって，明治期以降も日本の貿易港として中心的な役割を担っ

ていくことになります。

【整理】

横浜は地図上の Ａ に位置し，生糸や茶の産地に近いことは Ｂ の際に他の

貿易港と比べて大きな優位性となった。

8

2018KN1A-03-024

i-taka
テキスト ボックス
（横浜開港資料館所蔵「横浜村」より）
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問 1　 Ａ Ｂ に当てはまる語句の組合せとして最も適切なものを， Ａ は

地図より， Ｂ はグラフを参考にして，下の 1～ 4のうちから一つ選べ。  

解答番号は 25 。

地　図

江戸

乙

甲

グラフ

その他
3．3％

海産物
2．9％

蚕卵紙
3．9％

茶
10．5 ％

生糸
79．4 ％

輸出品（1865 年）

その他
7．1％綿糸

5．8％
艦船
6．3％
武器
7．0％

毛織物
40．3 ％

綿織物
33．5 ％

輸入品（1865 年）

1　Ａ―甲　　Ｂ―輸　出 2　Ａ―甲　　Ｂ―輸　入

3　Ａ―乙　　Ｂ―輸　出 4　Ａ―乙　　Ｂ―輸　入

2018KN1A-03-025
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Ⅱ
明治 3（1870）年館門（関門＝関所のこと）

（日本最初の鉄橋）
吉田橋

拡大図

現
在
の
日
本
大
通
り

幕府が神奈川ではなく横浜の開港にこだわったのは日本人と西洋人の接触を極力避けた

かったからです。開港から十数年後のようすを描いた絵図であるⅡからは，Ⅰと見比べてみ

るとその名残や，西洋化による変化などを読み取ることができます。

⒜

2018KN1A-03-026

i-taka
テキスト ボックス
（横浜開港資料館所蔵「横浜村」より）
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問 2　下線部分日本人と西洋人の接触を極力避けたかったために行われたことを，Ⅱから読みと

り説明した文として適切でないものを，次の 1～ 4のうちから一つ選べ。  

解答番号は 26 。

1　神奈川宿と横浜村の間に，日本最初の鉄橋を架けた。

2　横浜村の中も区画整理を行い，現在の日本大通りを境に外国人の居住区を集めた。

3　左手の山側に川を掘削し，横浜村を切り離した。

4　居留地とつながる橋のたもとには，関所が設置されているところもあった。

⒜

2018KN1A-03-027
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大正 9（1920）年

平成 29（2017）年
旧横浜村

入り海であった土地を干拓によって整備した横浜市中心部には，多くの川や運河があり，

千歳橋，日本橋，坂東橋，横浜橋など，橋も最大百近くを数えました。それらの水路を小舟

が行きかい，荷や人を運ぶ重要な役割を果たしていましたが，戦後に横浜では水運が衰退を

していき，川の多くは埋め立てられていきました。海も埋め立てされ，開発がすすめられた

結果，現在は日本有数の大都市に発展しました。

⒝

2018KN1A-03-028

i-taka
テキスト ボックス
（横浜開港資料館所蔵「旧横浜村（大正）」より）
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問 3　下線部分横浜では水運が衰退した原因の正誤の組合せとして正しいものを，下の 1～ 4の

うちから一つ選べ。解答番号は 27 。

ア　高速道路や鉄道の整備がすすんだため。

イ　港が破棄され海運が衰退したため。

1　ア―正　　イ―正 2　ア―正　　イ―誤

3　ア―誤　　イ―正 4　ア―誤　　イ―誤

問 4　研究発表から読み取れる横浜の説明として適切でないものを次の 1～ 4のうちから一つ選

べ。解答番号は 28 。

1　幕末期から貿易港として開港し，多くの外国船が寄港した。

2　横浜が貿易港として発展したのは，地理的要件も関係していた。

3　街の発展に伴い海も川も埋め立てられ，海岸線も変化していった。

4　横浜も神奈川も古くから東海道の宿場町として，賑わいをみせる街だった。

⒝

（これで日本史Ａの問題は終わりです。）

2018KN1A-03-029
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生徒が作成した大宰府についてのレポートⅠ・Ⅱを読み，後にある各問いに答えよ。

Ⅰ

ヤマト政権は 7世紀におこった Ａ の

後，大宰府の南北に図のような 2つの朝鮮式山城

を置いた。その目的は Ｂ ことであった

と考えられている。

740 年，大宰府に左遷されていた藤原広嗣が玄

昉らの排斥を求めて反乱をおこすと，大宰府は一

時廃止された。この反乱を一つのきっかけとして

時の天皇は国分寺建立の詔を発した。これを受け

て大宰府の北西に筑前国分寺が建立された。

大宰府は一度大規模な火災によって焼失したことが発掘調査で明らかになっている。これ

は藤原純友の乱によるものと考えられている。

2012 年，大宰府政庁跡北西の遺跡から木簡が発見されて話題となった。資料は，このこ

とについて報じた新聞の記事をまとめたものである。

資　料

発見された木簡には冒頭に，福岡県旧志摩町付近の地名を指す「嶋
しまの

評
こおり

」と書かれてい

た。また表と裏に 16 人分の人名や注記があり，冠位や続柄も記されていた。筑前国嶋

評の住民の異動情報とみられる。 

 （『毎日新聞』2012 年 6 月 13 日号により作成）

問 1　 Ａ Ｂ に当てはまる語句の組合せとして最も適切なものを，次の 1～ 4

のうちから一つ選べ。解答番号は 1 。

1　Ａ―伊
これ

治
はりの

呰
あざ

麻
ま

呂
ろ

の乱　　Ｂ―蝦夷対策の拠点とする

2　Ａ―伊治呰麻呂の乱 　　Ｂ―唐・新羅の襲来に備える

3　Ａ―白村江の戦い 　　　Ｂ―蝦夷対策の拠点とする

4　Ａ―白村江の戦い 　　　Ｂ―唐・新羅の襲来に備える

1

基
き

肄
い

城

大野城

図

⒜

⒝

日　　本　　史　Ｂ

解答番号 1 ～ 28（ ）

2018KN1A-03-030

i-taka
テキスト ボックス
（新泉社「シリーズ「遺跡を学ぶ」076　遠の朝廷大宰府」より）
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問 2　下線部分国分寺建立の詔が発せられたことに最も関係の深い思想を，次の 1～ 4のうちか

ら一つ選べ。解答番号は 2 。

1　仏と神とは本来同一であるという思想。

2　仏教の力で国家の安定をはかるという思想。

3　仏法の衰える末法の世が訪れるという思想。

4　文芸を中心として国家の隆盛をめざすという思想。

問 3　下線部分藤原純友の乱に関連して，地図中に示されたおよその地域ア～エにおける武士の

活動について述べた文として適切でないものを，下の 1～ 4のうちから一つ選べ。  

解答番号は 3 。

地　図

1　地域アでは源頼義・義家親子が豪族の安倍氏を滅ぼした。

2　地域イでは平将門が周辺の国府を襲撃して「新皇」と称したが，平貞盛らによって鎮圧さ

れた。

3　地域ウでは藤原清衡が強大な支配権を持ち，中尊寺金色堂が建立された。

4　地域エは中国沿海州地方の女真人の襲撃を受けたが，藤原隆家が武士たちを指揮してこ

れを撃退した。

⒜

⒝

ウ

イ

ア

エ

2018KN1A-03-031
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問 4　Ⅰ中の資料について考察した文の正誤の組合せとして最も適切なものを，下の 1～ 4のう

ちから一つ選べ。解答番号は 4 。

ア　「評」という地方行政組織名が用いられていることから，発見された木簡は大宝律令施行

後に作成されたと考えられる。

イ　人名・続柄・異動情報などが記されていることから，発見された木簡は戸籍の作成と関

連が深いものと考えられる。

1　ア―正　　イ―正 2　ア―正　　イ―誤

3　ア―誤　　イ―正 4　ア―誤　　イ―誤

2018KN1A-03-032
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2018KN1A-03-033
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Ⅱ

武士が権力を握るようになってからも，様々な人物が大宰府と関わりを持っていた。以下

はそうした人物について年代の古い順にまとめたものである。

ア
大宰大弐として西国に基盤を築いたこの人物は，武士として初めて太政大臣に任命さ

れた。

イ
大宰少弐であったこの人物は，フビライ =ハーンからの国書を幕府に届けた。この時

太宰府天満宮安楽寺では，外敵の打倒を願っての読経や連歌の興行などが行われた。

ウ
時宗の開祖で，遊行上人とも呼ばれたこの僧侶は少年期に大宰府で浄土宗の教えを

学んだ。

エ
山口を拠点としたこの大名は，大宰大弐に任命されることで九州における権威づけを

図った。しかし家臣である陶
すえ

晴
はる

賢
かた

の反乱によって自刃に追い込まれた。

問 5　下線部分時宗の特徴を最もよく表している資料を，次の 1～ 4のうちから一つ選べ。  

解答番号は 5 。

1 2

3 4

⒞

⒞

2018KN1A-03-034

i-taka
テキスト ボックス
（東京国立博物館「一遍上人伝絵巻　巻第七」より）

i-taka
テキスト ボックス
（浜島書店「新詳日本史　『瓢鮎図（ひょうねんず）』」より）

i-taka
テキスト ボックス
（東京法令出版「写真資料館　日本史のアーカイブ」より）

i-taka
テキスト ボックス
　　　（国宝「阿弥陀聖衆来迎図」の写真）
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問 6　Ⅱ中の人物アから人物エが生きた時代に出された資料（意訳してある）として適切でないも

のを，次の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 6 。

諸国の百姓が武器の類を持つことは禁止する。

没収した武具は方広寺の大仏の釘などにするので，百姓は現世・来世まで救われる

だろう。

所領の質入れや売買は，御家人が困窮する原因である。今後は禁止する。以前に売

却した土地は，元の所有者のものとする。

富樫は百姓の立てた守護なので，加賀はまるで百姓の支配する国のようになっている。

善人でさえ往生ができる，まして悪人が往生できないことはない。

問 7　日明貿易についてのレポートを書く場合，Ⅱに記された人物のうち誰についてより詳しく

調べればよいか。次の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 7 。

1　ア 2　イ 3　ウ 4　エ

問 8　29 ページのⅠと，33 ページのⅡから読み取れることとして適切でないものを，次の 1～

4のうちから一つ選べ。解答番号は 8 。

1　大宰府は中世には外交窓口としての機能を果たしていなかった。

2　朝廷や幕府の動向が大宰府に影響を与えることがあった。

3　大宰府には政治的な争いに敗れたために送られた者がいた。

4　政治的な目的で宗教や文芸が利用されることがあった。

1

2

3

4

2018KN1A-03-035
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次の絵とそれに関する会話文について，後にある各問いに答えよ。

先生：この絵は，島原の乱の首領とされる益田（天草四郎）時貞を後年描いたものです。

生徒：彼は宗教者として描かれているため， Ａ が見えますね。

先生：乱が発生した年の商人による目撃証言も絵と同様に宗教者の様相を表すものでした。

生徒：彼のカリスマ性のもとに数万人の民衆たちが集まったのですね。

先生：さらに島原・天草地方の人びとが集まった理由は他にも考えられます。彼らは江戸幕

府の法でキリスト教を Ｂ ことを後悔していたようです。

生徒：キリスト教禁制下で一度棄教した者の中には自ら立
たち

帰
かえり

（注）をした者もいたのですね。

（注）：一度キリスト教を捨てた者が再びキリスト教を信じること

問 1　 Ａ Ｂ に当てはまる語句の組合せとして最も適切なものを，次の 1～

4のうちから一つ選べ。解答番号は 9 。

1　Ａ―胸元に十字架　　Ｂ―捨てた

2　Ａ―胸元に十字架　　Ｂ―信仰した

3　Ａ―腰に刀　　　　　Ｂ―捨てた

4　Ａ―腰に刀　　　　　Ｂ―信仰した

2

⒜

⒝

⒞

2018KN1A-03-036

i-taka
テキスト ボックス
（天草四郎「http://morinokajiya1929.cocolog-nifty.com/blog/20090906_111240329.JPG」より）
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問 2　下線部分島原の乱以降のできごとア～エの組合せとして正しいものを，下の 1～ 4のうち

から一つ選べ。解答番号は 10 。

ア　オランダとの貿易を，出島に限定した。

イ　明を征服するため，朝鮮に出兵した。

ウ　イギリスとの貿易が途絶えた。

エ　ポルトガル船の来航を禁止した。

1　ア―ウ 2　ア―エ 3　イ―ウ 4　イ―エ

問 3　下線部分島原・天草地方として正しい位置を，次の地図の 1～ 4のうちから一つ選べ。  

解答番号は 11 。

⒜

⒝

4
3

2 1

2018KN1A-03-037
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問 4　下線部分立帰をした者がとった資料 1に書かれた行動などにより，資料 2に書かれた状況

がさまざまな村で発生した。 Ｃ Ｄ に当てはまる語句の組合せとし

て最も適切なものを，下の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 12 。

資料 1（意訳してある）

幕府領にある村の百姓たちは Ｃ ではなかったので，島原天草の一揆勢が

この村に火をはなった。

資料 2（意訳してある）

Ｃ ではない村の百姓たちが，牛馬に荷を付け，領主の Ｄ きた。

1　Ｃ―一向宗門徒　　　　　Ｄ―城を襲撃して

2　Ｃ―一向宗門徒　　　　　Ｄ―城へ逃げ込んで

3　Ｃ―キリシタン　　　　　Ｄ―城を襲撃して

4　Ｃ―キリシタン　　　　　Ｄ―城へ逃げ込んで

⒞

2018KN1A-03-038
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次の資料は外務大臣として条約改正交渉にあたった陸奥宗光の回顧録の一部（意訳してある）で

ある。資料を読み，後にある各問いに答えよ。

資　料

しかし幸いに日本政府は，維新以来の宿願を達成するためには，いかなる困難も避けない

という初志を変えなかった。世のいわゆる多数意見と抗戦した結果，議会が一度解散され，

またいくつかの新聞は発行を停止された。

このような状況のもとで，ロンドンでの条約改正事業は多くの困難の中で少し実現の可能

性が見えた。明治 27 年 7 月 13 日，青木公使は私に電信で許可を求めてきた。「本使は明日

新条約に調印する運びとなった」と。なんと私がこの電信に接した日は，朝鮮の危機が大詰

めを迎え，私が大鳥公使に「今は断固とした処置をとる必要がある。どんな口実を使っても

かまわないから実際行動を始めよ」という電訓を送ったわずか二日後だったのである。

問 1　下線部分新条約の内容について述べた文の正誤の組合せとして適切なものを，下の 1～ 4

のうちから一つ選べ。解答番号は 13 。

甲　イギリス人が日本で犯した罪は，日本の法律によって裁く。

乙　輸出入にかかる関税は，日本が独自に決めることができる。

1　甲―正　　乙―正 2　甲―正　　乙―誤

3　甲―誤　　乙―正 4　甲―誤　　乙―誤

問 2　下線部分朝鮮の危機に関連して，この時朝鮮でおきていたことについて述べた文として適

切なものを，次の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 14 。

1　朝鮮で大規模な農民戦争がおこり，鎮圧を依頼された清が朝鮮に出兵していた。

2　日朝修好条規を結び開国した閔氏政権が，日本に接近して近代化を進めていた。

3　独立を宣言する集会が開かれたことをきっかけに，独立運動が朝鮮全土に広がった。

4　江華島付近で挑発行為をした日本の軍艦に対して，朝鮮が砲撃する軍事衝突が発生した。

3

⒜ ⒝

⒜

⒝

2018KN1A-03-040

i-taka
テキスト ボックス
（岩波文庫「新訂　蹇蹇録　日清戦争外交秘録」より）
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次の図とそれに関する先生と生徒の会話文について，後にある各問いに答えよ。

図 1

図 2

4

2018KN1A-03-042

i-taka
テキスト ボックス
（柏書房「図説　明治事物起源事典」より）
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先生：図 1と図 2はいずれも日露戦争勃発直前に，当時の国際情勢を描いた風刺画です。

生徒：図 1で日本を表す人物とロシアを表す人物に綱で引っ張られて苦しんでいる人は，ど

この国を表しているのですか。

先生：これは Ａ を表現しています。このころ，日本は Ａ に進出しており，

Ａ がロシアとの関係を深めて日本に対抗しようとすると，日本とロシアの対

立が激しくなっていきました。

生徒：それが，日露戦争の原因だったのですね。

先生：でも，それだけが原因だったのではありません。図 2はフランスで描かれた風刺画で

すが，何を表現しているかわかりますか。

生徒：左の人は服の裾に国旗がついているから， Ｂ を表しているのだろうけど，そ

うすると右の人は同盟を結んでいた日本を表しているのかなぁ。

先生：図 2は， Ｂ が日本に武器を売っていることを批判的に描いた絵なのです。当

時，フランスはロシアと同盟を結んでいたから， Ｂ に批判的だったのですね。

生徒：日本とロシアだけではなく，いろんな国の思惑や行動が関係して日露戦争がおき，多

くの国に影響を与えたのですね。日露戦争の講和を仲介したアメリカにも，何か考え

があったのでしょうね。

問 1　 Ａ Ｂ に当てはまる国の組合せとして正しいものを，次の 1～ 4のうちか

ら一つ選べ。解答番号は 15 。

1　Ａ―清　　　　　Ｂ―イギリス 2　Ａ―清　　　　　Ｂ―ドイツ

3　Ａ―大韓帝国　　Ｂ―イギリス 4　Ａ―大韓帝国　　Ｂ―ドイツ

問 2　下線部分日露戦争の講和を仲介したアメリカの意図として適切なものを，次の 1～ 4のう

ちから一つ選べ。解答番号は 16 。

1　自由主義経済のもとで，戦争を防止する国際秩序をつくりあげようとしていた。

2　日本を東アジアにおける西側の友好国として，良好な関係を築こうとしていた。

3　アジアとの貿易や太平洋での捕鯨のため，船の寄港地を得ようとしていた。

4　東アジアにおける影響力を拡大し，中国の門戸開放を実現しようとしていた。

2018KN1A-03-043
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次の文を読み，後にある各問いに答えよ。

第一次世界大戦が国力すべてをそそぐ総力戦として行われたことから，世界各国で国民の

権利拡大や政治参加を求める動きが高まった。日本においても，1910 年代前半より大正デ

モクラシーと呼ばれる様々な社会運動が勃興した。1916 年に吉野作造が発表した民本主義

はこのような社会運動を後押しした。また，デモクラシーの自由な風潮は新たな文化や学問

を発展させた。

問 1　下線部分第一次世界大戦に関連して，グラフ 1・ 2および当時の社会状況を描いた図につ

いて説明した次の文の空欄 Ａ Ｂ に当てはまる語句の組合せと

して適切なものを，次のページの 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 17 。

第一次世界大戦の勃発により日本の輸出は大幅に拡大した。日本の国内諸産業は活況

を呈し，大戦景気と呼ばれる好景気が現出した。グラフ 1からは， Ａ こ

とがわかる。また，この好景気は産業別就業人口の割合にグラフ 2のような変化をもた

らした。「鋤
すき

鍬
くわ

捨てて」と題される図は，それによって生じていた， Ｂ と

いう現象を風刺的に描いたものである。

グラフ 1　生産総額と産業別内訳の変化

1914 年　生産総額 30．9 億円

1919 年　生産総額 118．7 億円

工業 44．4

56．8

重化学工業 その他 1．3

水産業 5．1

3．8

鉱業 5．1
軽工業 30．6

37．4

農業 45．4

35．1
1．1 4．3

〈第一次世界大戦〉

12．5

18．3

グラフ 2　産業別就業人口の割合の変化

15．5 ％ 1914 年

第三次
産業

第二次
産業
16．7 ％

第一次産業
63．1 ％

1919 年

18．3 ％

22．3 ％
53．8 ％

5

⒜

⒝

⒞

⒟

⒜

（単位：％）

2018KN1A-03-044
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図

Ａ　ア　工業生産額が増加した一方で，農業生産額が減少した

　　イ　生産総額にしめる工業生産額の割合が農業生産額の割合を上回った

Ｂ　ウ　都市で仕事を失った工場労働者たちの帰農

　　エ　農村から都市への人口流出

1　ア―ウ 2　ア―エ 3　イ―ウ 4　イ―エ

2018KN1A-03-045

i-taka
テキスト ボックス
（筑摩書房「近代漫画Ⅴ　大正前期の漫画」より）
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問 2　下線部分大正デモクラシーと呼ばれる様々な社会運動について述べた文の正誤の組合せと

して正しいものを，下の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 18 。

ア　地方自治体の財政再建や農業振興などを目的とする地方改良運動がすすめられた。

イ　小作争議が頻発するなか，全国組織として日本農民組合が結成された。

1　ア―正　　イ―正 2　ア―正　イ―誤

3　ア―誤　　イ―正 4　ア―誤　イ―誤

問 3　下線部分民本主義について，次の資料（意訳してある）は吉野作造がこの思想について論じ

た文章の一部である。この資料で吉野が述べている内容について説明した文として最も適切

なものを，下の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 19 。

資　料

民本主義という言葉は日本語としてはとても新しい用例である。従来は民主主義とい

う言葉が用いられていた。しかし，民主主義といえば…（中略）…「国家の主権は人民に

あり」という危険な学説と混同されやすい。この言葉（注）は，現在の政治・法律などの

学問上において，少なくとも二つの異なる意味として用いられているように思う。一つ

は「国家の主権は法理上人民にある」という意味に，もう一つは「国家の主権の活動の基

本的目標は人民にあるべきだ」という意味に用いられる。この第二の意味に用いられる

時に，我々はこれを民本主義と訳すのである。…（中略）…いわゆる民本主義とは，法律

の理論上，主権がだれにあるかということは問わず，ただその主権を用いるにあたっ

て，主権者は一般民衆の利益・幸福および意向を重んじることを方針とすべきという主

義である。

（注）：民主主義をさす。 （『中央公論』1916 年 1 月号により作成）

1　国家の主権は民衆にある。

2　民本主義とは主権を行使する目標について論じたものである。

3　民本主義は民主主義と同じ意味の言葉である。

4　政治の目標は一般民衆の利益よりも国家の利益を優先すべきである。

⒝

⒞

2018KN1A-03-046
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問 4　下線部分新たな文化や学問について，大正から昭和初期における文化や学問について述べ

た文として誤っているものを，次の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 20 。

1　物理学者の湯川秀樹が日本人で初めてノーベル賞を受賞した。

2　急速な都市化による社会の変容を受けて，民間伝承や習俗を研究する民俗学が登場した。

3　ジャーナリズムが発達し，1日の発行部数が 100万部を超える有力な新聞があらわれた。

4　マルクス主義の影響を受けた河上肇が『貧乏物語』で貧困問題を論じた。

⒟
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次のⅠ・Ⅱを読み，後にある各問いに答えよ。

Ⅰ　立憲政友会の機関誌に載った同党幹事長の談話（意訳してある）

今回の総選挙の争点は極めて明らかだと思う。「景気が好きか，不景気が好きか」，

「働きたいか，失業したいか」，「生活の安定を望むか，不安定を望むか」，「産業の振興

か，産業の破滅か」，「減税をとるか，増税をとるか」，「自主的外交か，屈辱外交か」，

などである。そのどちらを選ぶべきかは，すでに民政党内閣の暴政によって全国民が等

しくつらい経験をしたばかりだから，国民として極めて明らかに判断できるだろう。 

 （『政友』1932 年 2 月号により作成）

Ⅱ　労働組合連合の機関誌の論説（意訳してある）

昭和 7年以来，日本の産業は躍進的な発展を遂げ，貿易は次第に盛んになって，今年

中旬の状況では，ついに今年は輸出超過に転じるとみられる。工業生産をみると，紡績

はイギリスを上回って世界一となり…（中略）…日本商品は今や世界の隅々にまで出回っ

ている。 

 （『労働』1935 年 11 月号により作成）

問 1　下線部分民政党内閣の暴政によって全国民が等しくつらい経験をしたことなどを背景に殺

害されたその内閣の大蔵大臣とその事件の説明の組合せとして適切なものを，下の 1～ 4の

うちから一つ選べ。解答番号は 21 。

大蔵大臣　　ア　高橋是清

　　　　　　イ　井上準之助

事　件　　　ウ 　井上日召を中心とする右翼団体が，一人一殺を掲げ，政府・財界の要人の

暗殺を計画し，三井合名会社理事長の団琢磨も殺害した。

　　　　　エ 　北一輝の思想的影響を受けた陸軍の青年将校たちが，首相官邸や警視庁な

どを襲撃し，斎藤実内大臣らも殺害した。

1　ア―ウ 2　ア―エ 3　イ―ウ 4　イ―エ

6
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問 2　Ⅰ・Ⅱの資料が出た 1930 年代に広がった言論や思想の弾圧について述べた文として適切

でないものを，次の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 22 。

1　美濃部達吉の天皇機関説が貴族院で反国体的と非難され，政府も国体明徴声明を発して

否定した。

2　反政府運動家は皇居から 3里以内に 3年間入るのを禁じられ，大同団結運動や三大事件

建白運動が弾圧された。

3　植民地政策を批判した経済学者の矢内原忠雄の論説が反戦思想だとして右翼から攻撃さ

れ，東大教授を辞職した。

4　労働組合の指導者など約 400 名らが検挙され，その翌年には大内兵衛らの経済学者も検

挙された。
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次のあ・いについて，生徒がレポートを作成した。これらを読み，後にある各問いに答えよ。

あ い

レポート

あの写真はアジアで初めてとなる東京オリンピックの開会式の様子です。場所は，明治神

宮外苑競技場を解体して建設された国立競技場です。いの写真はその約 20 年前の同じ場所

で行われた Ａ の壮行会です。その両方の行進をスタンドから見ていた作

家の杉本苑
その

子
こ

さんは「きょうのオリンピックはあの日につながり，あの日もきょうにつな

がっている」と記しています。このオリンピックは，戦後日本の復興と高度経済成長を象徴

する盛大な祭典になり，開催に合わせて東海道新幹線が開業し Ｂ 。

問 1　 Ａ Ｂ に当てはまる語句の組合せとして最も適

切なものを，次の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 23 。

1　Ａ―訓練に向かう警察予備隊　　Ｂ―大都市間の大量・高速輸送が可能になりました

2　Ａ―訓練に向かう警察予備隊　　Ｂ―太平洋側と日本海側の経済的な格差が縮小しました

3　Ａ―戦地に送られる学徒兵　　　Ｂ―大都市間の大量・高速輸送が可能になりました

4　Ａ―戦地に送られる学徒兵　　　Ｂ―太平洋側と日本海側の経済的な格差が縮小しました

7
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テキスト ボックス
（時事ドットコム（時事通信社）　「開会式で入場行進する日本選手団（東京・国立競技場）」より）

i-taka
テキスト ボックス
（ＮＨＫ「学徒出陣壮行会」より）
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問 2　下線部分高度経済成長について，次の表とグラフを利用して当時の経済・社会を説明した

文の組合せとして最も適切なものを，下の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 24 。

表　電化製品の普及率と主婦の自由時間

年次 電気洗濯機 電気冷蔵庫 白黒テレビ 主婦の自由時間

1963 66．4 ％ 39．1 ％ 88．7 ％ 3 時間 43 分

1968 84．8 ％ 77．6 ％ 96．4 ％ 5 時間 26 分

1973 97．5 ％ 94．7 ％ 65．4 ％ 7 時間 3分
 （内閣府「消費動向調査」，『女の戦後史Ⅱ』により作成）

グラフ　高校進学率と中学校卒業者の就職率

高校進学率
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ア　第一次石油危機がおこるころまで，三種の神器と呼ばれた電化製品の，普及率や普及の

速度はほぼ同じだった。

イ　電気洗濯機や電気冷蔵庫の普及は，当時多くの女性が担っていた家事における負担を大

きく軽減した。

ウ　所得水準の向上にともなって，1975 年には高校進学率は 90 ％以上に達した。

エ　雇用の増大により，1955 年からの 20 年間，中学校卒業者の就職率や定時制進学率は上

昇し続けた。

1　ア―ウ 2　ア―エ 3　イ―ウ 4　イ―エ
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次にあげた会話文とグラフ・資料 1～ 4は，「気候変動と歴史」というレポートに取り組んだ際

のものである。これについて，後にある各問いに答えよ。

花子：最近，自然災害のニュースをよくみるわね。

太郎：『続日本紀』に記載された 8世紀ごろの干ばつ，風雨，地震・災害，イナゴの害の件数

と比率を東日本と西日本とで，それぞれまとめたグラフをみつけたよ。

花子：常陸国の伝承・産物・土地の状態などをまとめた『常陸国風土記』にも，人々のようす

が下の資料 1のように書かれているわ。

太郎：資料 1を参考にすると， Ａ のグラフは Ｂ の割合が高いことから，東

日本のものだと推測できるね。

干ばつ
風雨
地震・災害
イナゴの害

13 ％

16 ％

52 ％

19 ％

Ｘ

干ばつ
風雨
地震・災害
イナゴの害

5％

8％

31 ％ 56 ％

Ｙ

資料 1（意訳してある）

長雨が続き，苗が育たないことを嘆いていると聞く。日がよく照る年には穀物が豊かに

実るのを喜んでいるのをみることができる。

問 1　 Ａ Ｂ に当てはまる語の組合せとして適切なものを，次の 1～ 4のうちか

ら一つ選べ。解答番号は 25 。

1　Ａ―Ｘ　　Ｂ―干ばつ 2　Ａ―Ｘ　　Ｂ―風　雨

3　Ａ―Ｙ　　Ｂ―干ばつ 4　Ａ―Ｙ　　Ｂ―風　雨

8
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太郎：1461（寛正 2）年の飢饉に関する資料 2・ 3をみつけたよ。

資料 2（意訳してある）

去年（寛正元年）の諸国の干ばつならびに，河内・紀伊・越中・越前などでの兵乱のた

め，これらの国の人などが京都において餓死してしまっている。

資料 3（意訳してある）

洛北（注 1）のある僧が小片木で八万四千の卒
そ

塔
と

婆
ば

（注 2）を造り，一つ一つこれを亡
なき

骸
がら

の上

に置いたところ，二千余ったという。  

（注 1）：京都の町の北側　　（注 2）：供養のために用いる細長い板のこと

花子： Ｃ ことが読み取れるわね。

太郎：そのような事態を収拾できないほど室町幕府の統治能力が落ちていたんだね。

問 2　 Ｃ に当てはまる文としてふさわしくないものを，次の 1～ 4のうちから一つ選

べ。解答番号は 26 。

1　干ばつや兵乱が京都の周辺地域でおこった

2　多くの京都にやってきた人々が餓死した

3　京都のある僧が， 8万人を超える死者の供養をした

4　洛北における兵乱の死者は， 2千人にとどまった

2018KN1A-03-053
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太郎：近世でも，気候変動により何度も大規模な飢饉が発生したみたいだね。

花子：天保飢饉のときに信濃国の百姓によって書かれた「凶年違作日記・附録」をみつけた

の。資料 4はその具体的な取り組みの記録を簡単にまとめたものよ。

資料 4（意訳してある）

用水確 保―領主に申請して，天竜川から直接取水する農業用水路を新たに開削する。同

じ用水系の村々の人足を動員して行う。

倹約― 村の産神祭礼は親子兄弟のみの集まり，酒の購入も神酒のみとする。鎮守神明社

の祭礼は延期，祝い事も廃止し，贈答品や贅沢をやめる。葬礼・祭礼も簡素化する。

互助― 百姓仲間の林を売却し，年貢未納分へあてる。村方の余裕のある百姓から金を出

させ，生活の苦しい者への支援金とする。

治安―田畑荒らしが多くなったので，昼夜番の者を大勢付け，厳しく番をする。

地主・小作関係―小作米徴収をめぐり，折り合いがつかないときは，名主が調停する。

年貢―村役人が作柄調査を行い，年貢減免のための検見を願う。

問 3　資料 4を参考にして，レポート中に“近世の村社会”についての補足を掲載することにし

た。内容としてふさわしくないものを，次の 1～ 4のうちから一つ選べ。  

解答番号は 27 。

1　飢饉の際，神事や祭礼はすべ

て中止された。

2　治安維持や争いごとの調停な

どは村の中で解決していた。

3　村内の協力体制，近隣の村同

士の協力体制もあった。

4　地主と小作人の間に経済的な

格差が生まれていた。
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太郎：明治以降の気温の変化を示したグラフをみつけたよ。

日本の年平均気温偏差

気象庁

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 （年）

19
81
－
20
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年
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か
ら
の
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℃
）
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－1．5

－1．0

－0．5
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0．5

1．0

1．5

1 年ごとの値

年平均気温の変化の長期的傾向

花子：たった百数十年の間なのに，すごい気温の変化があったのね。歴史事象との関係を調

べてみたいわ。

問 4　下線部分歴史事象との関係の調査結果をまとめたカード内容の正誤の組合せとして正しい

ものを，下の 1～ 4のうちから一つ選べ。解答番号は 28 。

ア イ

1920 年代から 30 年代にかけての豊作によ

る米価下落と大凶作が連続した背景には，

グラフで示した期間で最も大きな気温の上

下動があった。さらに世界恐慌とも重なっ

たため，農村は大打撃を受けた。

1980 年代後半以降，地球温暖化が世界的

な問題となった。二酸化炭素などの温室効

果ガス削減目標をさだめた京都議定書が採

択されたが，その後の気温の傾向に大きな

変化は見出せない。

1　ア―正　　イ―正 2　ア―正　　イ―誤

3　ア―誤　　イ―正 4　ア―誤　　イ―誤
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