
第１問 １９世紀後半から２０世紀後半の日本の貿易や経済の状況について述べた次

の文章Ａ～Ｃを読み，後の問い（問１～７）に答えよ。（資料は，一部省略したり，

書き改めたりしたところがある。）（配点 ２２）

Ａ

国土が狭小で資源に乏しい日本にとって，外国貿易は必要な資源を獲得する重要

な手段である。日本では１７世紀前半から外国貿易が厳しく管理・制限されていた

が，幕末にアメリカとの間で締結された日米修好通商条約をはじめとする諸条

約によって，広く外国貿易が行われるようになった。

貿易は基本的に異なる貨幣を用いる地域で行われるから，貨幣間の交換比率（為

替相場）が貿易に影響を及ぼす。近代の世界では各国の貨幣は貴金属，主に金や銀

の価値で保証されており，金と銀の交換比率（金銀比価）が貿易に影響した。１９世

紀後半には金に対する銀の価値が低下し，多くの国が銀本位制から金本位制に移行

した。日本は１８８５年に銀本位制を採用したが，国内外の情勢に影響されて，日

清戦争後に金本位制が採用されるに至った。

問 １ 下線部について述べた文として正しいものを，次の�～�のうちから一つ

選べ。 １

� 江戸と京都を開市することが定められた。

� アメリカ人は開港場の外国人居留地でしか貿易活動を許されなかった。

� 日本はアメリカ船に石炭や水・食料を提供することが定められた。

� アメリカ人に対して法を犯した日本人は，アメリカの領事裁判にかけられ

ることとなった。

日 本 史 Ａ
�
�解答番号 １ ～ ３２ �
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問 ２ 下線部に関連して，次の資料に関して述べた後の文Ｘ・Ｙについて，その

正誤の組合せとして正しいものを，後の�～�のうちから一つ選べ。 ２
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43
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金銀比価(縦軸は，金１と等しい価値の銀)
1844　年
1854　年
1872　年
1875　年
1878　年
1878　年
1879　年
1884　年
1897　年
1910　年

欧米諸国の金本位制採用年
イギリス
ポルトガル
ドイツ
オランダ
ベルギー
フランス
アメリカ
イタリア
ロシア
ギリシャ1905(年)

資料 金銀比価と欧米諸国の金本位制採用年

（大蔵省理財局『銀に関する研究』，河﨑信樹・村上衛・山本千映『グローバル経済の歴
史』により作成）

Ｘ 日本が銀本位制を採用した時点から金本位制を採用した時点までの間に，

金に対する銀の価値は半分以下に下落した。

Ｙ 日本が銀本位制を採用した時点で，安政の五か国条約の相手国はすべて金

本位制を採用していた。

� Ｘ 正 Ｙ 正 � Ｘ 正 Ｙ 誤

� Ｘ 誤 Ｙ 正 � Ｘ 誤 Ｙ 誤

日本史Ａ
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Ｂ

外国貿易の決済は，正貨（金や銀）あるいは国際的に信用のある外貨（外国の貨幣）

で行われる。したがって，必要な資源を継続的に外国から輸入するためには，輸出

によって正貨や外貨を獲得しなければならない。輸出を輸入が上回る貿易赤字が続

くと，正貨や外貨が枯渇して輸入ができなくなるからである。

日本では１８８０年代後半以降に持続的な経済成長が始まったが，日露戦争後に貿

易赤字が定着した。日本は産業政策や財政・金融政策を通して貿易赤字の解消

に努めた。また，日本は植民地との貿易を拡大して外貨問題を解消しようとした。

植民地との貿易は外貨ではなく円で決済されたからである。

世界恐慌によって世界貿易は縮小した。こうした状況の中で，列強は，本国

と植民地との経済的つながりを強めようとし，日本も同様の政策を推し進めた。日

中戦争期とアジア太平洋戦争（太平洋戦争）期には，日本は占領地との貿易を円

で決済したり経済を統制したりするなどして外貨問題の解決に努めたが，物資輸送

難に直面して戦争継続が困難となった。

問 ３ 下線部に関して，１８９０～１９３０年代の日本の貿易や産業について述べた文

として誤っているものを，次の�～�のうちから一つ選べ。 ３

� 日清戦争後に紡績業が輸出産業化したが，原料となる綿花輸入の増大は，

日本国内の綿作の衰退をもたらした。

� 第一次世界大戦を受けて輸入超過から輸出超過に転じたが，大戦後にヨー

ロッパ諸国の復興が進むと輸入超過に転じた。

� 浜口雄幸内閣は緊縮財政からの転換と産業合理化を推進して，貿易赤字の

解消を目指した。

� 犬養毅内閣は金輸出再禁止を実行したため，為替相場が下落して輸出が増

大した。

日本史Ａ
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問 ４ 下線部に関連して，次の表１・２に関して述べた後の文ａ～ｄについて，

正しいものの組合せを，後の�～�のうちから一つ選べ。 ４

表１ １９３５年の日本の貿易 （単位：１００万円）

輸

出

食料品 軽工業品 重化学工業品 その他 総 額

植民地 １５６ ４０５ ４０５ １１１ １，０７７

外 国 １６３ １，６０４ ２８３ １５０ ２，１９９

合 計 ３１８ ２，００９ ６８８ ２６１ ３，２７６

輸

入

食料品 繊維原料 燃 料 その他 総 額

植民地 ５７２ ３８ ８ ２０７ ８２５

外 国 １８１ ９４４ ２０５ １，１１７ ２，４４７

合 計 ７５３ ９８３ ２１２ １，３２４ ３，２７２

（山本有造『日本植民地経済史研究』により作成）

（注） 小数点以下を四捨五入しているため，各項目の金額の和が総額または合計と一致し
ない箇所がある。

表２ １９３８年におけるアジアの植民地の対本国貿易比率 （単位：％）

植民地 本 国
１９３８年

輸 出 輸 入

フィリピン ア ７８ ７０

インド イギリス ３４ ３１

イ 領東インド イ ２０ ２２

フランス領インドシナ フランス ４７ ５２

朝 鮮 日 本 ７８ ８５

（杉原薫『アジア間貿易の形成と構造』により作成）

（注） 対本国貿易比率：本国との貿易額÷全貿易額×１００
（注） 本国・植民地間の貿易は移出・移入と言われるが，表では輸出・輸入とした。

日本史Ａ
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ａ 表１によると，植民地への輸出は輸出全体の３０％を超える規模に達し，

外貨の獲得に寄与した。

ｂ 表１によると，植民地からの輸入は食料品が最も多く，外貨の節約に寄与

した。

ｃ 表２によると，１９３８年において，日本の植民地よりイギリスやフランス

の植民地の方が，本国の市場に強く依存していた。

ｄ 表２の空欄アに入るのはアメリカ，空欄イに入るのはオランダである。

� ａ・ｃ � ａ・ｄ � ｂ・ｃ � ｂ・ｄ

問 ５ 下線部に関連して，日中戦争期・アジア太平洋戦争（太平洋戦争）期の日本

の物資や資源の確保に関わる動きについて述べた文として正しいものを，次の

�～�のうちから一つ選べ。 ５

� 国家総動員法が制定され，政府は議会の承認なしに物資や労働力を動員で

きるようになった。

� アメリカやイギリスなどが中華民国に物資を送るルートを遮断するため，

日本は重慶を占領した。

� 東南アジアの資源を獲得することを目的にマレー半島へ進駐したため，ア

メリカは対日石油輸出を禁止した。

� 中国や東南アジアの占領地では，日本軍が物資を調達する際の代価とし

て，占領以前から現地で流通していた軍票が用いられた。

Ｃ

日本の敗戦と東西冷戦の開始は東アジア情勢を混乱させ，それはこれらの地域を

主要な貿易相手としてきた日本に影響を及ぼした。戦後復興の鍵となる外国貿

易をどのように再構築していくのかは，日本経済の重要な論点となった。

１９５０年代後半から日本は高度経済成長期に入っていく。高度経済成長を外国貿

易の面から支えたのは，アメリカ主導によるドルを基軸通貨とする固定為替相

場制と，自由貿易体制であった。

日本史Ａ
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問 ６ 下線部に関連して，次の史料の内容に関して述べた後の文Ｘ・Ｙについ

て，その正誤の組合せとして正しいものを，後の�～�のうちから一つ選べ。

６

史料 吉田茂と張群との会談（１９５２年�月�日）

来日中の蔣（注�）総統特使張群氏は（中略）吉田首相を訪問（中略）。会談は日本

の東南アジア貿易と関係を持ち，さらに日華（注�）両国の防共問題について関

連あるものとして注目されている。これらの日華間の経済的及び政治的問題は

もちろん米国を背景とするもので，第一の東南アジア貿易は中共（注�）貿易が

困難な限り当然日本として開発せざるを得ないものであるが（中略）吉田首相と

してはこれが打開のため，東南アジア諸国に絶大な勢力を持つ華僑（中略）を通

じての東南アジア貿易によって局面打開を考慮している。（中略）張群氏は，国

民政府が仲介として華僑との貿易促進に便宜を供与する旨を約束した。（中略）

張群氏は，吉田首相に対して日本の急速な再軍備の必要を説き（中略）吉田首相

は，朝鮮動乱などによる共産主義の危険に対して両国の防共に対する提携の必
ごと

要を肯定したものの如くである。

（『毎日新聞』）

（注�） 蔣：蔣介石。
（注�） 華：中華民国（国民政府）。
（注�） 中共：中華人民共和国。

Ｘ 朝鮮戦争が継続する中で中華人民共和国との貿易が困難なため，日本では

東南アジア貿易に期待する動きがみられた。

Ｙ 共産主義に対抗し，西側諸国との連携強化を図りたい中華民国は，日本と

東南アジアとの貿易の促進に便宜を供与しようとした。

� Ｘ 正 Ｙ 正 	 Ｘ 正 Ｙ 誤


 Ｘ 誤 Ｙ 正 � Ｘ 誤 Ｙ 誤
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問 ７ 下線部に関連して，日本の貿易環境に関して述べた次の文Ⅰ～Ⅲについ

て，古いものから年代順に正しく配列したものを，後の�～�のうちから一つ

選べ。 ７

Ⅰ 莫大な軍事支出により国際収支が悪化したアメリカが経済政策を転換した

ことと関わって，固定為替相場制から変動為替相場制に移行した。

Ⅱ 日本の対米貿易黒字の拡大を受け，先進�か国蔵相・中央銀行総裁会議

（G�）でドル高の是正が合意されたため，円高不況に見舞われた。

Ⅲ 経済成長を基礎に貿易や資本の自由化を進め，IMF�条国へ移行した。

� Ⅰ―Ⅱ―Ⅲ � Ⅰ―Ⅲ―Ⅱ � Ⅱ―Ⅰ―Ⅲ

� Ⅱ―Ⅲ―Ⅰ 	 Ⅲ―Ⅰ―Ⅱ � Ⅲ―Ⅱ―Ⅰ

日本史Ａ
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第２問 次の文章は，自分たちが住む東京に着目して，時代の変化を調べることに
した高校生のマサさんとミユさんの会話である。この文章を読み，後の問い
（問１～４）に答えよ。（資料は，一部省略したり，書き改めたりしたところがあ
る。）（配点 １２）

マ サ：江戸が東京に変わったのは，明治維新の時だったよね。
ミ ユ：今，手元の年表を見ると，１８５３年にペリーが来航してから，江戸やそ

れ以外の場所でも様々な出来事が起きているね。
マ サ：江戸幕府の崩壊が，東京に変わるきっかけだから，そこから考えよう。
ミ ユ：将軍徳川慶喜が，政権を朝廷に返すことを表明した場所は京都だね。
マ サ：幕末は，京都に政治の中心が移っていたようだ。でも，戊辰戦争が始まる

と，江戸も上野一帯で戦争が起きたりして，動乱に巻き込まれていくよ。
ミ ユ：その後，江戸は東京になる。旧幕府勢力の抵抗が終わると，新政府の支配

は安定し，諸外国との間でも新たな関係が整えられていくんだね。
マ サ：ところで，人々はどうやって時代の変化を感じ取ったのかな。
ミ ユ：長い間京都にいた天皇が，東京に入ったのは大きな出来事だったろうね。

年表だと天皇は１８６８年の１０月に初めて東京に行幸している。その年
に京都に戻って，翌年，再び東京に入り，東京は首都として定着していく
よ。

問 １ 下線部に関連して，ペリー来航以後の出来事に関して述べた次の文Ⅰ～Ⅲ
について，古いものから年代順に正しく配列したものを，後の�～�のうちか
ら一つ選べ。 ８

Ⅰ 公武合体を推し進めようとする薩摩藩の要求を受けて幕政改革が始まり，
参勤交代制の緩和が行われた。
Ⅱ 長州藩が勢力挽回のため京都に出兵し，会津・薩摩などの藩兵に敗れた。
Ⅲ 幕府は，欧米諸国との貿易開始の翌年，江戸の物資不足に対応するため，
生糸などの五品については，江戸の問屋を通して輸出するように命じた。

� Ⅰ―Ⅱ―Ⅲ � Ⅰ―Ⅲ―Ⅱ � Ⅱ―Ⅰ―Ⅲ
� Ⅱ―Ⅲ―Ⅰ � Ⅲ―Ⅰ―Ⅱ � Ⅲ―Ⅱ―Ⅰ

日本史Ａ
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問 ２ 下線部に関連して，次の史料１の内容と，それに関する政治の動きについ

て述べた後の文Ｘ・Ｙについて，その正誤の組合せとして正しいものを，後の

�～�のうちから一つ選べ。 ９

史料１
その いえど

臣（注�）其職を奉ずと雖も，政刑（注�）当を失うこと少なからず，今日の形勢に
ひつきよう はくとく ざん く いわん

至り候も，畢竟（注�）薄徳の致すところ，慙懼（注�）に堪えず候，況や当今外
いよいよ いで

国の交際，日に盛んなるにより，愈 朝権一途に出申さず候ては綱紀（注�）立ち

難く候間，従来の旧習を改め，政権を朝廷に帰し奉り，広く天下の公議を尽く
つかまつ

し，聖断（注	）を仰ぎ，同心協力共に皇国を保護 仕り候得ば，必ず海外万国

と並び立つべく候。

（『幕末御触書集成』）

（注�） 臣：ここでは１５代将軍徳川慶喜。
（注�） 政刑：政治と刑罰。
（注�） 畢竟：つまるところ。結局。
（注�） 慙懼：恥じて，おそれること。
（注�） 綱紀：国家をおさめる上での規律。
（注	） 聖断：天皇の裁断。

Ｘ 史料�によれば，徳川慶喜は，外国との交際が盛んになるなかで，朝廷の

もとに政権を統一する必要性を述べている。

Ｙ 大政奉還の後，鳥羽・伏見の戦いに勝利した薩長両藩は，その後，王政復

古の大号令を発して新政府の発足を宣言した。

� Ｘ 正 Ｙ 正 
 Ｘ 正 Ｙ 誤

� Ｘ 誤 Ｙ 正 � Ｘ 誤 Ｙ 誤
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問 ３ 下線部に関して述べた次の文Ｘ・Ｙと，それに該当する語句ａ～ｄとの組

合せとして正しいものを，後の�～�のうちから一つ選べ。 １０

Ｘ 外務大臣として条約改正に取り組んだが，外国人判事を大審院に任用する

ことを認めていたため強い反対論を招き，一青年により負傷させられた。

Ｙ 明治政府が初めて対等な内容で結んだ条約であり，相互に開港したうえ領

事裁判権を承認し合うなどの内容を持つ。

ａ 大隈重信 ｂ 榎本武揚

ｃ 日清修好条規 ｄ 日英通商航海条約

� Ｘ―ａ Ｙ―ｃ � Ｘ―ａ Ｙ―ｄ

� Ｘ―ｂ Ｙ―ｃ � Ｘ―ｂ Ｙ―ｄ

問 ４ マサさんとミユさんは，下線部に関する次の史料２と，後の図のような錦

絵を見つけた。これらに関して述べた後の文ａ～ｄについて，最も適当なもの

の組合せを，後の�～�のうちから一つ選べ。 １１

史料２
ほうれん たま

十月十三日，快晴。今日，御鳳輦（注�）東京に着き賜う。今朝品川駅を発し給
ひつじのこく ふくそう

い（中略）未刻 頃西城（注�）へ着き給う。貴賤老稚道路に輻輳（注�）して拝し奉
きり あずさ

る。更に寸地を漏らさず，錐を立つべき所もなかりし。御行列の次第は梓に上
しる

せて行わるる（注	）ものあれば，ここに誌さず。

（斎藤月岑『増訂 武江年表』）

（注�） 鳳輦：天皇の乗物。
（注�） 西城：江戸城西の丸。
（注�） 輻輳：寄り集まって込み合うこと。
（注	） 梓に上せて行わるる：出版される。

日本史Ａ
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図 天皇の行列を描いた１８６８年１１月制作の錦絵（図の中央に見えるのは鳳輦）

（『東京名勝 芝神明宮之図』）

ａ 明治天皇が初めての東京行幸で江戸城西の丸に入った後も，東京以外の地

域では，新政府に対する旧幕府勢力の抗戦は続いた。

ｂ 開国後，外国文化の影響を受けて，浮世絵の中から多色刷りの技法を導入

した錦絵が誕生した。

ｃ 史料�によれば，東京の人々は身分や年齢によって整然と区分けされ，天

皇の行列を見物したことが分かる。

ｄ 図のような天皇の行列を描いた錦絵が行幸の翌月には作成されており，錦

絵が時事問題を伝えるメディアとして役割を果たしていたことがうかがわれ

る。

� ａ・ｃ � ａ・ｄ � ｂ・ｃ � ｂ・ｄ
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第３問 博物館で，近代日本の印刷や出版に関する展示が行われた。博物館での次

の展示解説文Ａ・Ｂを読み，後の問い（問１～７）に答えよ。（資料は，一部省略し

たり，書き改めたりしたところがある。）（配点 ２２）

Ａ

明治政府は，様々な改革にともない，長文の法令を数多く出しました。

それらの法令を伝達する上で，活版印刷は重要な役割を果たします。活版印刷

の技術により，効率的に法令の伝達が行われました。

一方，同じく活版印刷の技術が用いられた新聞・雑誌には，政府からの伝達

だけではなく，様々な立場の人々の，多様な意見も掲載され，広く議論を喚起

しました。例えば，１８７４年，民撰議院設立の建白書が新聞に掲載されたこ

とで論争が起こり，自由民権運動につながりました。

その後，１８９０年に帝国議会が開かれると，議会での発言は議事速記録と

して『官報』に掲載されました。この議事速記録の印刷のために導入された輪転

機は，大量の印刷を速く行うことを可能にしました。

問 １ 下線部に関して，明治政府の法令について述べた次の文Ｘ・Ｙと，それに

該当する語句ａ～ｄとの組合せとして正しいものを，後の�～�のうちから一

つ選べ。 １２

Ｘ 廃刀令などに不満を抱く士族たちによって，熊本県でこの乱が生じた。

Ｙ 内務大臣であったこの人物を中心にして，市制・町村制が公布された。

ａ 神風連（敬神党）の乱 ｂ 秋月の乱

ｃ 山県有朋 ｄ 大久保利通

� Ｘ―ａ Ｙ―ｃ � Ｘ―ａ Ｙ―ｄ

� Ｘ―ｂ Ｙ―ｃ � Ｘ―ｂ Ｙ―ｄ
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問 ２ 下線部に関して，次の史料１は，博物館で展示されていた森有礼の論考

で，民撰議院設立の建白書について論じたものである。この史料１と，これを

掲載した『明六雑誌』について述べた後の文ａ～ｄについて，正しいものの組合

せを，後の�～�のうちから一つ選べ。 １３

史料１
い か ん

いわゆる「民撰議院」なるものは，その制はたして如何ぞや。（中略）これすなわ

ち人民の議院にあらずして，全く政府の議院なり。けだし「民撰」の文字も，民

間の人物を政府の撰にて設くる議員の意なるべし。政府の好みにて設くるとこ

ろの議員なるがゆえに，もし好まざるときは，すでに設立の議院といえども，

これを廃するはまた政府の随意なるべし。

（森有礼「民撰議院設立建言書之評」『明六雑誌』）

ａ 史料１で森有礼は，建白書の文言からは政府の人物を議員にすると読める

と評している。

ｂ 史料１で森有礼は，建白書の文言からは政府によって議員が選ばれると読

めると評している。

ｃ 『明六雑誌』は，政府の欧化政策を批判し，平民主義を主張した。

ｄ 『明六雑誌』は，欧米の近代思想や政治制度を紹介した。

� ａ・ｃ � ａ・ｄ � ｂ・ｃ � ｂ・ｄ
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問 ３ 下線部に関して，次の史料２は，博物館で展示されていた１８９２年の『衆

議院議事速記録』である。また後の説明は，史料２に関して解説した文章で

ある。空欄 ア イ に入る語句の組合せとして正しいものを，後の

�～�のうちから一つ選べ。 １４

史料２
い か が

二月十五日の総選挙の有様は，如何でありまするかと申して見れば，行政権を
この

濫用して，そうして此選挙に干渉し，又法律を無視して集会を……（注�），言

論を束縛し，集会を妨害し，又 ア を濫用し，予戒令（注�）を逆使（注�）致
おい

しました。（中略）此総選挙に於ては，鮮血を流し，此惨状を見るに至ったと云
すべ

うことは，総て言語に絶えたる次第で，深く遺憾に堪えぬ次第であります。

（『衆議院議事速記録』１８９２年�月１２日）

（注�） 集会を……：「……」は原文のまま。
（注�） 予戒令：集会を妨害するおそれのある者などを取り締まる法令。
（注�） 逆使：理に逆らって行うこと。

説明

政府は衆議院での予算審議を優位に進めるために衆議院を解散しました。この

『衆議院議事速記録』の中で，登壇者は，政府の選挙干渉によって各地の治安が

乱れたことを理由に政府の責任を追及しています。実施された選挙の結果，政

府を支持する議員は，衆議院の過半数を イ 。

� ア 保安条例 イ 獲得しました

� ア 保安条例 イ 獲得しませんでした

	 ア 統帥権 イ 獲得しました

� ア 統帥権 イ 獲得しませんでした

日本史Ａ
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Ｂ

印刷されたのは，文字だけではありません。大量に印刷された広告やポス
し こう

ター，包装紙，本の装丁も，人々の嗜好や消費の意欲を刺激し，新たな文化を
生み出してきました。

すぎうら ひ すい

ここでは，日本で最初のグラフィックデザイナーといわれる杉浦非水を取り
あげます。１８７６年生まれの非水は東京美術学校に入学し，最初日本画を学
んでいましたが，洋画の影響を受け，多くのポスターなどを手掛けるようにな
りました。例えば１９０８年から１９３４年にかけて，三越百貨店の嘱託とし
て，同店のポスターをデザインしています。本の装丁では，犬養毅の演説
などを載せた『木堂政論集』があげられます。政治家もまた，親しみやすい装丁
の演説集を刊行することで，より多くの人々に自らの活動を伝えようとしたと
考えられます。

問 ４ 下線部に関して，明治期から大正期にかけての日本画や洋画について述べ
た文として誤っているものを，次の�～�のうちから一つ選べ。 １５

� 日本画に関して，岡倉天心らによって日本美術院が設立された。
� 洋画では，「湖畔」の作者の黒田清輝が活躍した。
� 「麗子像」が代表作の横山大観により，日本画の新たな技法が広まった。
� 洋画では，文部省美術展覧会（文展）に対抗する二科会が設立された。

問 ５ 下線部に関連して，この時期の社会の状況に関して述べた次の文Ⅰ～Ⅲに
ついて，古いものから年代順に正しく配列したものを，後の�～�のうちから
一つ選べ。 １６

Ⅰ 国家主義者の井上日召のもとに集った血盟団による暗殺事件が生じた。
Ⅱ 女性の解放を目指す平塚らいてうらが，雑誌『青鞜』を創刊した。
Ⅲ 社会主義者の堺利彦らによって日本共産党が結成された。

� Ⅰ―Ⅱ―Ⅲ � Ⅰ―Ⅲ―Ⅱ � Ⅱ―Ⅰ―Ⅲ
� Ⅱ―Ⅲ―Ⅰ � Ⅲ―Ⅰ―Ⅱ � Ⅲ―Ⅱ―Ⅰ
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問 ６ 下線部に関して，次の史料３は，博物館で展示されていた『木堂政論集』に

収録された犬養毅の議会演説である。この史料３に関して述べた後の文Ｘ・Ｙ

について，その正誤の組合せとして正しいものを，後の�～�のうちから一つ

選べ。 １７

史料３
さい ぎ しん

世界が，日本の軍事計画について一種の猜疑心をもっているということに異論

を差しはさむ者はいないだろう。戦争が終わったというのに，予算案の軍備費

はますます増額されている。戦後，韓国の保護国化が実現し，朝鮮半島に対す

る軍事的脅威は去った。また日露協約をはじめ，列強との間で互いの権益を尊

重することを約束している。国際環境は明らかに安定しているのだから，軍事

当局者も，国際環境に見合った軍事計画を策定すべきである。

（「軍事費節減予算論」大意）

Ｘ 史料３で犬養毅は，日本が日露戦争後も軍拡方針を維持することは，国際

社会の警戒を招いていると述べている。

Ｙ 史料３で触れられた保護国化に反発し，韓国では東学を信仰する民衆を中

心に大規模な農民蜂起が勃発した。

� Ｘ 正 Ｙ 正 � Ｘ 正 Ｙ 誤

� Ｘ 誤 Ｙ 正 � Ｘ 誤 Ｙ 誤
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� �人とも正しい。

� �人とも間違っている。

� ユウトさんのみが間違っている。

� ノゾミさんのみが正しい。
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第４問 次の文章Ａ・Ｂは，授業の課題で銅像の歴史について調べている高校生の

ユウさんとリョウさんの会話である。この文章を読み，後の問い（問１～７）に答え

よ。（史料は，一部省略したり，書き改めたりしたところがある。）（配点 ２２）

Ａ

ユ ウ：近代の銅像で有名なのは，１８９７年に制作された東京の上野公園にある

西郷隆盛像だね。西南戦争で官位をはく奪されていた西郷が，１８８９年の

ア を機に改めて正三位を贈られたことで，銅像の建設運動が行われ

たんだ。この銅像は，高村光雲が中心になって制作されたんだよ。

リョウ：えっ，高村光雲って伝統的な木彫で有名な人だよね。その人が銅像を作る

なんてちょっと信じられないな。

ユ ウ：光雲の息子である光太郎は，ロダンに師事して彫刻を学んだ イ と親

しかったけれど，光雲も西洋の技法にも関心を持っていたんだよ。

リョウ：ふーん。西郷以外にどんな人が銅像になったの？

ユ ウ：例えば，伊藤博文の銅像は，１９０４年に神戸に建てられているよ。政治家

だけでなく，江戸時代に大名だった人たちも銅像になっているよ。例え

ば，井伊直弼の銅像は，有志が何度も明治政府に建設を願い出て，よ

うやく１９０９年に建てられることになったんだ。

リョウ：これだけ有名な人たちが銅像になるのだったら，天皇も銅像になったの？

ユ ウ：いい質問だね。明治天皇が死去した時に銅像建設の動きがあったけれ

ど，賛否両論があって，結局，明治神宮が建設されることになったんだ。

日本史Ａ
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問 １ 空欄 ア イ に入る語句の組合せとして正しいものを，次の�～�

のうちから一つ選べ。 １９

� ア 国会開設の勅諭の発出 イ 荻原守衛

� ア 国会開設の勅諭の発出 イ 島村抱月

� ア 大日本帝国憲法の発布 イ 荻原守衛

� ア 大日本帝国憲法の発布 イ 島村抱月

問 ２ 下線部に関連して，次の文Ⅰ～Ⅲは，明治・大正期の出来事について報道

した新聞記事の一部である。報道が発表された時期を古いものから年代順に正

しく配列したものを，後の�～�のうちから一つ選べ。 ２０

いよいよ きわみ お

Ⅰ 昨今の米価暴騰にて困窮愈々その極に達し居れるが，三日午後七時漁師町

一帯の女房連二百名は（中略）米屋及び米所有者を襲い，所有米は他に売らざ

ること（中略）を嘆願し（後略）
きよう ろ

Ⅱ 十年前の二月十日は，明治天皇陛下が強露討伐の詔勅を下し給える日な
この もつ の ろ し

り（中略）沸騰せる国民は今や此日を以て，山本内閣に対する宣戦の烽火を挙

げて（中略）議院に迫らんとす。
せん そ はじめ あた かく ごと

Ⅲ 新帝御践祚（注）の初に当り，此の如き不祥なる政変を見るに至りし（中略）

桂公の内閣を組織せんとするに当り，吾人は極力閥族政治の打破を期せんと

す。

（注） 践祚：皇太子が天皇の位につくこと。

� Ⅰ―Ⅱ―Ⅲ � Ⅰ―Ⅲ―Ⅱ � Ⅱ―Ⅰ―Ⅲ

� Ⅱ―Ⅲ―Ⅰ � Ⅲ―Ⅰ―Ⅱ � Ⅲ―Ⅱ―Ⅰ
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問 ３ 下線部に関連して，次の史料１は，井伊直弼の銅像建設の沿革を記したも

のである。史料１から抜き出した後の語句Ｘ・Ｙと，それに関して述べた後の

文ａ～ｄとの組合せとして最も適当なものを，後の�～�のうちから一つ選

べ。 ２１

史料１ 井伊直弼像建設の沿革
おおい

一 明治十七年一月，（中略）直弼公記念碑設計に着手し，（中略）大に事業の進
けん ぴ

捗を見んとするに際し，突然意外の障害に遭遇し，建碑は一時中止し（中

略）

一 明治三十二年三月，東京市の有志者相図り，（中略）日比谷公園は直弼公の
もつ

遭難地に近接し，格好の位置なるを以て（中略）建設の事に同意し（後略）

（『新修彦根市史』）

Ｘ 意外の障害

Ｙ 直弼公の遭難地

ａ 井伊直弼も加わっていた一橋派に対し，かつて反対していた者たちの反発

のことだと考えられる。

ｂ 井伊直弼による弾圧で処罰者が出た長州藩出身者などの反発のことだと考

えられる。

ｃ 井伊直弼はこの場所で会津藩浪士に傷つけられたことにより，失脚した。

ｄ 井伊直弼がこの場所で遭難した後，幕府は公武合体政策を進め，和宮を徳

川家茂の妻に迎えた。

� Ｘ―ａ Ｙ―ｃ � Ｘ―ａ Ｙ―ｄ

� Ｘ―ｂ Ｙ―ｃ � Ｘ―ｂ Ｙ―ｄ
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問 ４ 下線部に関連して，次の史料２は明治天皇が死去した年の新聞に掲載され

た，明治天皇の銅像建設に関する板垣退助の意見である。この意見の内容と，

この意見が掲載された時期の板垣退助に関して述べた後の文ａ～ｄについて，

正しいものの組合せを，後の�～�のうちから一つ選べ。 ２２

史料２

陛下の御銅像を製し奉り，以て民衆をして陛下に接するの思いあらしむるの必
その

要ありと信ず。既に又神宮を建立して，其御徳を慕い奉らんとするの希望説も
い か

あるべけれど，神宮のみにては如何にも物足らぬ心地せらるれば，必ず銅像を
なり

建立し御英姿を拝し得るようしたきもの也。

（『東京朝日新聞』）

ａ 史料２で板垣退助は，天皇をまのあたりにしているような思いを抱かせる

銅像を建設することこそが，人々の間で天皇を慕う気持ちを高めるために必

要な方法だと述べている。

ｂ 史料２で板垣退助は，神宮を建設すれば人々の間で天皇を慕う気持ちは十

分に高まるので，銅像を建設する必要はないと述べている。

ｃ この時期，板垣退助が党首を務めた自由党はすでに解党されていた。

ｄ この時期，板垣退助は，元首相として元老に任じられ，首相の選任に関与

していた。

� ａ・ｃ � ａ・ｄ � ｂ・ｃ � ｂ・ｄ
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Ｂ

ユ ウ：戦時期になると，多くの銅像が金属供出で倒されることになるんだよ

ね。

リョウ：うん，１９２３年に建てられたある軍人の銅像も，戦時期に，台座のみを残

して供出されたよ。戦後になると，この台座には，広告会社によって

裸婦の群像が据えられたよ。

ユ ウ：戦後にはテレビドラマやアニメの登場人物の銅像までも作られるように

なったね。例えば，１９８３年には，手塚治虫の描いた鉄腕アトムの銅像が

埼玉県に建てられている。「鉄腕アトム」は，科学技術の進歩に対する

期待が高まっていた１９５０年代に雑誌連載が始まった漫画だよ。

リョウ：どんな銅像が建てられるのか，時代によって変わっていくんだね。

問 ５ 下線部に関して，日中戦争の勃発から敗戦までの政治・社会について述べ

た文として正しいものを，次の�～�のうちから一つ選べ。 ２３

� 戦争が長引くにつれて，米不足が深刻化し，主食がさつまいもなどで代用

されるようになった。

� 独占禁止法が制定され，物資の買い占め・売り惜しみが禁じられた。

� イギリスによる段祺瑞政権への物資援助に反発して，人々の間で反英の機

運が高まった。

� 米内光政内閣によって「東亜新秩序」の建設が声明されて以降，人々の間で

東南アジアへの関心が強まっていった。

日本史Ａ
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問 ６ 下線部に関して，次の史料３はこの裸婦の群像について報じた新聞記事で

ある。この史料３に関して述べた後の文Ｘ・Ｙについて，その正誤の組合せと

して正しいものを，後の�～�のうちから一つ選べ。 ２４

史料３

『裸婦像』が街頭に建てられる，パリの話ではない東京，それも国会議事堂前の

寺内元帥銅像跡，まさに軍国日本から文化日本への脱皮を象徴する女神の像で

ある。（中略）平和日本のシンボルとして続々アイディアを練った末『愛情』『理

知』『意欲』の三女性による裸婦群像を制作することに決定，三ヵ月間にわたっ
ようや

て苦心の結果，二十三日漸く原型を完成した。

（『毎日新聞』１９５０年�月２４日）

Ｘ 史料３の裸婦像が置かれる前に台座に設置されていた銅像のモデルとなっ

た人物を首班とする内閣は，中国に対し，二十一か条の要求を行った。

Ｙ 史料３は，この裸婦像を軍国主義からの脱却のシンボルとみなしている。

� Ｘ 正 Ｙ 正 � Ｘ 正 Ｙ 誤

� Ｘ 誤 Ｙ 正 � Ｘ 誤 Ｙ 誤

問 ７ 下線部に関して，敗戦から１９７０年代までの科学技術について述べた文と

して誤っているものを，次の�～�のうちから一つ選べ。 ２５

� 湯川秀樹が，日本人ではじめてノーベル物理学賞を受賞した。

� １９５０年代には，生活のなかでの電化が進み，三種の神器と称された自動

車やカラーテレビ，クーラーが家庭に普及した。

� 高度経済成長期には，技術革新を背景として，大規模な石油化学コンビ

ナートが相次いで建設された。

� 大阪で開催された日本万国博覧会では，新しい技術が紹介された。

日本史Ａ
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第５問 高校生のヒロさんは，１９４０年代から１９７０年代にかけての都市居住者の生

活に興味を持った。ヒロさんは，当時，東京に移り住んだ�名の住民がどのような

状況にあったのかについて，聞き取りを実施した。次の文章Ａ・Ｂは，聞き取りの

際に作成したメモである。それぞれのメモを読み，後の問い（問１～７）に答えよ。

（資料は，一部省略したり，書き改めたりしたところがある。）（配点 ２２）

Ａ キョウさん（１９３０年生まれ）に対する聞き取りメモ

私が誕生した年に，それまで両親が経営していた雑貨を扱う小売店が倒産

し，１５歳のとき，空襲によって家が焼け，明治期に建てられた長屋に移り住

んだ。敗戦後は生活必需品を得ることも難しくなったため，親戚を頼って

東京に移り住もうとしたが，転居先の市区町村長の許可が必要となり，なかな

か上京できなかった。１９４８年になって，ようやく上京することができた。

問 １ 下線部は，経済恐慌の最中に起きた。この恐慌に関して述べた次の文Ｘ・

Ｙについて，その正誤の組合せとして正しいものを，後の�～�のうちから一

つ選べ。 ２６

Ｘ この恐慌によって失業者が増加し，都市部では労働争議が多発した。

Ｙ この恐慌で生活に困窮した都市居住者に対処するため，政府は生活必需品

の切符制を開始した。

� Ｘ 正 Ｙ 正 � Ｘ 正 Ｙ 誤

� Ｘ 誤 Ｙ 正 � Ｘ 誤 Ｙ 誤
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問 ２ 下線部に関連して，敗戦後の時期に行われたことに関して述べた次の文

Ⅰ～Ⅲについて，古いものから年代順に正しく配列したものを，後の�～�の

うちから一つ選べ。 ２７

Ⅰ 労働者の争議権を保障するため，労働組合法が制定された。

Ⅱ 二・一ゼネストが計画されたが，GHQの指令により中止された。

Ⅲ 日本労働組合総評議会（総評）が結成された。

� Ⅰ―Ⅱ―Ⅲ � Ⅰ―Ⅲ―Ⅱ � Ⅱ―Ⅰ―Ⅲ

� Ⅱ―Ⅲ―Ⅰ � Ⅲ―Ⅰ―Ⅱ � Ⅲ―Ⅱ―Ⅰ

問 ３ 下線部に関して，ヒロさんは，１９４８年における東京の都心の状況を記し

た次の史料１を見つけた。史料１について述べた文として最も適当なものを，

後の�～�のうちから一つ選べ。 ２８

史料１
やけあと ひろ

道路が駅のところへ来ると，急に焼跡の新世界が展がり，人々の流れは戦災者

の渦のように息苦しくなる。流れている，流れている，人々はまだ的もなく押

流されている。（中略）戦災と飢えと宿なしがいたるところに流れている。

（『個性』）

� 史料１からは，敗戦後の東京で住む家がない人が多くいたことが分かる。

� 史料１には，敗戦から数年が経過した東京では，空襲の影響を見出すこと

が難しくなっている様子が描写されている。

� 史料�の人々のなかには，敗戦に伴って外地や占領地などから引き揚げた

人々は含まれないと考えられる。

� 史料�には，敗戦直後から続く深刻なデフレによって，街に失業者があふ

れている様子が描写されている。
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Ｂ センさん（１９４３年生まれ）に対する聞き取りメモ

生家は専業農家で，中学校卒業後に同級生とともに東京に出て，電機メーカー

に就職した。上京後は，戦時中に労働者向けに建設された職工住宅に住ん

だ。折しも家電普及率も伸び，会社の業績も良かった。結婚後，１９６０年代

に多く建てられた２DK（注）の公団住宅に転居した。沖縄が返還される�年前の

ことである。公団住宅は部屋が広く，様々な家電を置くことができた。

（注） ２DK：食堂（D，ダイニング）と，台所（K，キッチン）に�部屋を加えた住宅の間
取り。

問 ４ 下線部に関して，戦時中の生活について述べた文として誤っているもの
を，次の�～�のうちから一つ選べ。 ２９

� 政府は，労働力不足を補うため，学生・生徒や女性を工場などで働かせ
た。
� アメリカ軍による都市への無差別爆撃が行われ，多くの死傷者が出た。
� 都市居住者は，児童も含めて都市を離れることは許されず，空襲の被害が
増大する原因となった。
� 戦争が長期化するとともに，人々の間で厭戦気分が高まった。

問 ５ 下線部に関して，１９６０年代の政治・社会について述べた次の文ａ～ｄに
ついて，正しいものの組合せを，後の�～�のうちから一つ選べ。 ３０

ａ アメリカの水爆実験で日本の漁船が被ばくした事件をきっかけに，原水爆
禁止を訴える運動が始まった。
ｂ 民主社会党や公明党が結成され，日本共産党が議席数を伸ばすなど，野党
の多党化が進んだ。
ｃ 公害問題が深刻化し，公害対策基本法が制定された。
ｄ 第�次中東戦争をきっかけに，石油危機が発生した。

� ａ・ｃ � ａ・ｄ � ｂ・ｃ � ｂ・ｄ
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問 ６ ヒロさんは，調査の結果をまとめる過程で，１９６０年代から１９７０年代半ばの

人口に関するデータを調べ，次のグラフを作成した。グラフから読み取れる内

容とその解釈について述べた文として正しいものを，後の�～�のうちから一

つ選べ。 ３１

20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000

10,000
19751960 1965 1970

全人口

都市部人口

農業従事者数

(千人)

(年)

グラフ 人口と農業従事者数に関するデータ

（総務省統計局「人口推計」，農林水産省センサス統計室『農林業センサス』，玉置伸俉「戦後３５
年の住宅事情の変遷」により作成）

（注） １９６０年から�年ごとの推移を示している。

� センさんが公団住宅に転居した年には，全人口は�億人に達していなかっ

た。

� 都市部を除く地域の人口は１９６０年から１９７５年の間に半減した。

� １９６０年代から１９７０年代半ばにかけて，全人口に占める農業従事者数の割

合は減少しており，都市部の食料難が常態化していたと考えられる。

� 都市部人口はグラフの期間に２０００万人以上増加しており，都市部の過密

化が進んだと考えられる。
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