
【Ⅰ】　「歴史総合」の授業で，高橋さんと田中さんは「各国における普通選挙制度の実現と背

景」というテーマを追求した．次の会話文を読み，設問に答えなさい．

②

①

先生： 次の表は，各国において普通選挙が実現した年を男女別に示したものです．この表か

らどのようなことがわかりますか.

高橋： いちばん早いのはフランスで，アメリカと

ドイツは，1870年くらいのほぼ同じ時期に

男性の普通選挙制を実現しています.

田中： イギリスと日本は，それよりも少し遅く，20

世紀初頭に男性普通選挙が実現しています.

先生： フランスで本格的な普通選挙制が実現した

1848年というのは世界史において重要な年でした．この年にフランスではどのよう

なことがあったかわかりますか.

高橋： の反動的政治に対して，ヨーロッパでは自由主義やナショナリズムが高まり，

二月革命によって第二共和制が誕生しました.

先生： そうですね．男性普通選挙はフランス革命時にも一時的に実施されましたが，フラン

ス革命の精神を受け継いだ第二共和制の下で，本格的に実施されることになりま

した.

田中： アメリカとドイツで，1870年頃に普通選挙が実現したのはどうしてでしょうか.

先生： それは国家としての統一性と関係しています．この時期のアメリカやドイツではど

のようなことが起こったでしょうか.

田中： アメリカでは，南北戦争の結果，南北の分断が解消されました．また奴隷制が廃止さ

れ，1870年に黒人男性に選挙権が認められました．ドイツでは，ドイツ諸国が統一さ

れ1871年にドイツ帝国が成立しました.

先生： 普通選挙制は，国民に等しく選挙権を与える制度ですから，「この国は自分たちの国

A

表   各国において普通選挙が実現した年

国名 男性 女性
フランス 1848 1945
アメリカ 1870 1920
ドイツ 1871 1919
イギリス 1918 1928
日本 1925 1945

歴史総合、日本史探究

③

④

だ」と考えることができる，統一された国家や同質な国民を前提としています．こう

した国家を といいますが，アメリカとドイツはほぼ同時期に を形成し

たといえます．

高橋： ヨーロッパのなかでも，イギリスは普通選挙制の実現が遅いですね. 古くから議会制

が確立していたイギリスで，普通選挙制が実現しなかったのは意外です.

先生： イギリスでは，議会制が確立していたため，革命ではなく改革によって政治的・社会

的問題に対処することができました．19世紀を通じて，選挙権は労働者や農村労働者

にも徐々に拡大されていき，完全な男性普通選挙制が実現したのが1919年でした.

高橋： 日本もイギリスと同時期ですが，イギリスの影響を受けたのでしょうか.

先生： そうですね．日本の場合，議会の開設自体が1890年ですから，普通選挙制に限ってい

えば，直接的にはイギリスの影響と考えられます．しかし，さまざまな政治的，思想

的，社会的背景の結果，この時期に普通選挙制が実現したといえます.

田中： 女性参政権はどうでしょうか．アメリカとフランスを除いたヨーロッパでは，1920年

前後，フランスと日本は1945年となっています.

先生： 1919年や1945年にはどのようなことがあったでしょうか.

田中： 第一世界大戦が終結し，1919年にヴェルサイユ条約が結ばれました．1945年には，ド

イツと日本が無条件降伏して第二次世界大戦が終結しています.

高橋： 女性参政権の実現は戦争の影響なのかな.

先生： そうですね．世界大戦はそれまでの戦争と異なり総力戦でした．男性が出征して発生

した人手不足を埋めるために，女性が労働を担い，戦争を支えることが必要でした．

そのことが，女性の社会進出を進めるとともに，男性に女性の価値を認めさせること

につながりました.

田中： 戦争前には女性の権利を求める声はなかったのですか.

先生： もちろん女性の権利や参政権の主張はもっと古くフランス革命のころから見られま

した．男性普通選挙制の実現と同じ年の1848年にはアメリカのセネカ＝フォールズ

で女性権利大会が開かれ，女性参政権を含む男女平等を掲げる運動が始まりました.

田中： 1848年は，女性参政権にとっても重要な年なんですね.
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③

④

だ」と考えることができる，統一された国家や同質な国民を前提としています．こう

した国家を といいますが，アメリカとドイツはほぼ同時期に を形成し

たといえます．

高橋： ヨーロッパのなかでも，イギリスは普通選挙制の実現が遅いですね. 古くから議会制

が確立していたイギリスで，普通選挙制が実現しなかったのは意外です.

先生： イギリスでは，議会制が確立していたため，革命ではなく改革によって政治的・社会

的問題に対処することができました．19世紀を通じて，選挙権は労働者や農村労働者

にも徐々に拡大されていき，完全な男性普通選挙制が実現したのが1919年でした.

高橋： 日本もイギリスと同時期ですが，イギリスの影響を受けたのでしょうか.

先生： そうですね．日本の場合，議会の開設自体が1890年ですから，普通選挙制に限ってい

えば，直接的にはイギリスの影響と考えられます．しかし，さまざまな政治的，思想

的，社会的背景の結果，この時期に普通選挙制が実現したといえます.

田中： 女性参政権はどうでしょうか．アメリカとフランスを除いたヨーロッパでは，1920年

前後，フランスと日本は1945年となっています.

先生： 1919年や1945年にはどのようなことがあったでしょうか.

田中： 第一世界大戦が終結し，1919年にヴェルサイユ条約が結ばれました．1945年には，ド

イツと日本が無条件降伏して第二次世界大戦が終結しています.

高橋： 女性参政権の実現は戦争の影響なのかな.

先生： そうですね．世界大戦はそれまでの戦争と異なり総力戦でした．男性が出征して発生

した人手不足を埋めるために，女性が労働を担い，戦争を支えることが必要でした．

そのことが，女性の社会進出を進めるとともに，男性に女性の価値を認めさせること

につながりました.

田中： 戦争前には女性の権利を求める声はなかったのですか.

先生： もちろん女性の権利や参政権の主張はもっと古くフランス革命のころから見られま

した．男性普通選挙制の実現と同じ年の1848年にはアメリカのセネカ＝フォールズ

で女性権利大会が開かれ，女性参政権を含む男女平等を掲げる運動が始まりました.

田中： 1848年は，女性参政権にとっても重要な年なんですね.
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1

2

A

A

B

B

ア． 財政破綻やロシアの干渉の危機を回避するため，近代国家の体裁を整えようとし

たオスマン帝国は，宰相ミドハド＝パシャの起草したオスマン帝国憲法（ミドハ

ド憲法）を発布した．これはアジアで最初の憲法だった．

イ． 二月革命の影響により，オーストリアとプロイセンでは三月革命が起き，ウィー

ン体制が崩壊した．オーストリアでは，ハンガリー，ボヘミア，イタリアなどで

民族独立を求める運動が起こり，これらの動きは「諸国民の春」と呼ばれる．

ウ． マルクスとエンゲルスにより『共産党宣言』が公刊された．これ以降，社会の対立

軸が，従来の君主対市民から資本家階級対労働者階級に移っていくことになった.

エ． アメリカ＝メキシコ戦争で，アメリカはカリフォルニア地域を獲得し，大陸を

横断する国家となった．カリフォルニア西部で金鉱が発見され，ゴールドラッ

シュが起こった.

2.    会話文中の空欄 には後の記述 aかｂ，空欄 には cかｄ，のいずれかが

当てはまる．空欄 ・ に当てはまる語句の組み合わせとして適切なものを，

選択肢から1つ選び，その記号をマークしなさい．

設　問

1.    下線部①に関連して，1848年に世界で起こったできごととして適切でないものを，

選択肢から1つ選び，その記号をマークしなさい．

Aに当てはまる語句

  a.   ウィーン体制 b.   帝国主義

Bに当てはまる語句

  c.   全体国家 d.   国民国家

 ア. A－a   B－c　　　イ. A－a   B－d　　　ウ. A－b   B－c 　　　エ. A－b   B－d

3.    下線部②に関連して，黒人の選挙権について関心を持った高橋さんは，実際に

アメリカ合衆国憲法を調べたところ，資料Aを見つけ，憲法によって黒人の選挙

権が保障されていることを確認した．しかし，高橋さんはアメリカ合衆国憲法に

は資料Bのような条項もあることに気づき，資料Aとの間に矛盾を感じたため，資

料Bの背景について調べ，メモにまとめた（なお，資料には，省略したり，あらた

めた箇所がある）．メモの空欄 には後の記述aかｂ，空欄 には cかｄ，の

いずれかが当てはまる．空欄 ・ に当てはまる語句の組み合わせとして

適切なものを，選択肢から1つ選び，その記号をマークしなさい．

修正第15条［選挙権の拡大］ ［1870年成立］
第1項　合衆国またはいかなる州も，人種，肌の色，または前に隷属状態にあったこ

とを理由として，合衆国市民の投票権を奪い，または制限してはならない．

修正第24条［選挙権にかかわる人頭税の禁止］ ［19 64年成立］
第1項　合衆国またはいかなる州も，大統領もしくは副大統領の予備選挙その他の

選挙，大統領もしくは副大統領の選挙人の選挙，または連邦議会の上院議員もしく

は下院議員の選挙において合衆国市民が投票する権利を，人頭税その他の税を支

払っていないことを理由にして奪い，またはこれを制限してはならない．

資料Aが示すように，南北戦争の結果，奴隷制が廃止され，解放された黒人男性に

投票権が与えられたが，黒人が自由に政治参加できるようになったわけではなかっ

た．合衆国に復帰した は，有権者登録の際に人種,肌の色の以外の資格を設
ける法律を制定した．その 1つが人頭税の支払いであり，奴隷解放後も貧しい生活

を送る多くの黒人が投票権を放棄するよう仕向ける目的があった．アメリカにおけ

る黒人の政治参加の自由は，1950年代後半からの を待たなければならなかっ

た．資料Bは の成果を示すものである．
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X

Y

Y

X

Y

Y
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資料A

資料B

メモ
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3.    下線部②に関連して，黒人の選挙権について関心を持った高橋さんは，実際に

アメリカ合衆国憲法を調べたところ，資料Aを見つけ，憲法によって黒人の選挙

権が保障されていることを確認した．しかし，高橋さんはアメリカ合衆国憲法に

は資料Bのような条項もあることに気づき，資料Aとの間に矛盾を感じたため，資

料Bの背景について調べ，メモにまとめた（なお，資料には，省略したり，あらた

めた箇所がある）．メモの空欄 には後の記述aかｂ，空欄 には cかｄ，の

いずれかが当てはまる．空欄 ・ に当てはまる語句の組み合わせとして

適切なものを，選択肢から1つ選び，その記号をマークしなさい．

修正第15条［選挙権の拡大］ ［1870年成立］
第1項　合衆国またはいかなる州も，人種，肌の色，または前に隷属状態にあったこ

とを理由として，合衆国市民の投票権を奪い，または制限してはならない．

修正第24条［選挙権にかかわる人頭税の禁止］ ［19 64年成立］
第1項　合衆国またはいかなる州も，大統領もしくは副大統領の予備選挙その他の

選挙，大統領もしくは副大統領の選挙人の選挙，または連邦議会の上院議員もしく

は下院議員の選挙において合衆国市民が投票する権利を，人頭税その他の税を支

払っていないことを理由にして奪い，またはこれを制限してはならない．

資料Aが示すように，南北戦争の結果，奴隷制が廃止され，解放された黒人男性に

投票権が与えられたが，黒人が自由に政治参加できるようになったわけではなかっ

た．合衆国に復帰した は，有権者登録の際に人種,肌の色の以外の資格を設
ける法律を制定した．その 1つが人頭税の支払いであり，奴隷解放後も貧しい生活

を送る多くの黒人が投票権を放棄するよう仕向ける目的があった．アメリカにおけ

る黒人の政治参加の自由は，1950年代後半からの を待たなければならなかっ

た．資料Bは の成果を示すものである．
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Xに当てはまる語句

  a.   南部諸州 b.    北部諸州

Yに当てはまる語句

  c.   チャーチスト運動 d.   公民権運動

 ア. X－a   Y－c　　　イ. X－a   Y－d　　　ウ. X   －b   Y  －c 　　　エ. X   －b   Y   －d

4.    下線部③に関連して，日本において普通選挙制が実現した背景について関心

を持った田中さんは，その背景について調べ，ノートに以下のようにまとめた．

ノートの空欄 には後の文章のaかｂ，空欄 には cかｄ，のいずれかが当

てはまる．空欄 ・ に当てはまる文章の組み合わせとして適切なものを，

選択肢から1つ選び,その記号をマークしなさい.

１． 政治的背景

 〇第一次護憲運動による大正政変（1913）

 〇米騒動をきっかけに，本格的な政党内閣として原内閣が成立（1918）

 〇第二次護憲運動により総選挙で護憲三派が勝利（1924）

 →藩閥政治を批判し，国民の意思を反映した政党政治を求める声が高まった．

２．思想的背景

 〇美濃部達吉の天皇機関説

 〇吉野作造の民本主義

 → ．
３．社会的背景

 〇産業の発展による工業化と都市人口の増加

 → ．
 〇教育の普及と大衆文化の広まり

 →雑誌や新聞などのマスメディアが発達し，世論に影響を与えた．

X Y

4

X

X

Y

Y

Xに当てはまる文章

  a.   国民主権を主張し，天皇制からの転換を求めた

 b.   大日本帝国憲法下でも，事実上の議会制民主主義は可能であることを示した

Yに当てはまる文章

  c.   所得水準が向上したため，共産主義的な思想への関心が薄れた

 d.   労働者運動が高揚し，労働者争議，小作争議などが多発した

 ア. X－a   Y－c　　　イ. X－a   Y－d　　　ウ. X   －b   Y  －c　　　エ. X   －b   Y   －d
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4.    下線部③に関連して，日本において普通選挙制が実現した背景について関心

を持った田中さんは，その背景について調べ，ノートに以下のようにまとめた．

ノートの空欄 には後の文章のaかｂ，空欄 には cかｄ，のいずれかが当

てはまる．空欄 ・ に当てはまる文章の組み合わせとして適切なものを，

選択肢から1つ選び,その記号をマークしなさい.

１． 政治的背景

 〇第一次護憲運動による大正政変（1913）

 〇米騒動をきっかけに，本格的な政党内閣として原内閣が成立（1918）

 〇第二次護憲運動により総選挙で護憲三派が勝利（1924）

 →藩閥政治を批判し，国民の意思を反映した政党政治を求める声が高まった．

２．思想的背景

 〇美濃部達吉の天皇機関説

 〇吉野作造の民本主義

 → ．
３．社会的背景

 〇産業の発展による工業化と都市人口の増加

 → ．
 〇教育の普及と大衆文化の広まり

 →雑誌や新聞などのマスメディアが発達し，世論に影響を与えた．

X Y

4

X

X

Y

Y

Xに当てはまる文章

  a.   国民主権を主張し，天皇制からの転換を求めた

 b.   大日本帝国憲法下でも，事実上の議会制民主主義は可能であることを示した

Yに当てはまる文章

  c.   所得水準が向上したため，共産主義的な思想への関心が薄れた

 d.   労働者運動が高揚し，労働者争議，小作争議などが多発した

 ア. X－a   Y－c　　　イ. X－a   Y－d　　　ウ. X   －b   Y  －c　　　エ. X   －b   Y   －d
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5.    以下に示した資料CからFはいずれも，19世紀以前に女性参政権について述べ

られた文章の一部である（資料には，省略したり，あらためた箇所がある）．これら

の資料のうち，会話文の下線部④の大会において採択された宣言を表わす資料と

して適切なものを，選択肢から1つ選び，その記号をマークしなさい. 5

　女性たちは，最高存在の前に，かつその庇護のもとに，以下のような女性および女

性市民の諸権利を承認し，宣言する．

　第１条　女性は，自由なものとして生まれ，かつ，権利において男性と平等なもの

として生存する．……

　第２条　あらゆる政治的結合の目的は，女性および男性の，時効によって消滅す

ることのない自然的な諸権利の保全にある．これらの諸権利とは，自由，所有，安全

および圧制への抵抗である．

　 ……宗教と理性は，普通の道を歩む女性には，妻および母親としての義務を果た

すことを命じていると思うけれども，特に優れた能力を持っている女性が社会に貢

献し独立する，という更に大きな計画を遂行していこうとする時には，そのための道

が開かれていないのだから，私は悲しまずにはいられない．こんなことをいったら笑

われるかもしれないが，女性が政治の審議に直接参加することが全くゆるされずた

だ独断的に支配される，というのではなくて，自分たちの代表者を持つべきだ，と私

は本当に考えているのだ．そして私は，それをいつの日にか実現させたいと思う．

　われわれは，以下のことを自明の真理と考える．それは，すべての男性と女性は

平等に作られ，創造主によって一定の譲り渡すことのできない権利を与えられてお

り，その権利には生命，自由，幸福の追求が含まれているということである．……

　選挙権という市民に第一に与えられるべき権利を女性から奪い，議会の場で女性

が代表されることがないままに放置することで，男性は女性をすべての面において

抑圧してきた．

資料C

資料D

資料E

　女性が参政権から排除されていることは，参政権がすべての男性に広く開かれて

いく度合に応じて，より大きな罪となり，より大きな権利の剥奪となっている．片方

の性がいわば貴族として，特権を与えられた唯一の階級となっているがゆえに，参

政権から排除された側の性の隷従はより明確で完全なものとなっているのである．

資料F

 ア. 資料C イ. 資料D ウ. 資料E  エ. 資料F
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　女性が参政権から排除されていることは，参政権がすべての男性に広く開かれて

いく度合に応じて，より大きな罪となり，より大きな権利の剥奪となっている．片方

の性がいわば貴族として，特権を与えられた唯一の階級となっているがゆえに，参

政権から排除された側の性の隷従はより明確で完全なものとなっているのである．

資料F

 ア. 資料C イ. 資料D ウ. 資料E  エ. 資料F
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【Ⅱ】　次の文章を読み, 設問に答えなさい．

　江戸時代の対外政策の特徴というと，いわゆる「鎖国」と言われてきた．この「鎖国」とい

う言葉から，しばしば，江戸時代は外国との交流を一切断っていたとイメージされるかもし

れないが，そうではない．

　江戸幕府を開いた徳川家康は，「鎖国」というよりもむしろ積極的な外交政策を行っていた．

例えば，それまで南蛮貿易で交流のあった国だけでなく，1600年に豊後に漂着したオラン

ダ船 の乗船者を外交・貿易の顧問としたことをきっかけに，オランダやイギリスと

も貿易を始めている．また，豊臣政権期に続いて日本から東南アジアへ渡航する商人が多

かったため，家康は彼らに を与えることで海外渡航を許可していた．さらに，1596年

の 事件以来途絶えていたスペインとの通商を求めて，スペイン領のメキシコに京都の

商人を派遣もしていた.

　しかし，幕藩体制が固まるにつれて，幕府は外国との貿易に制限を加えるようになる.そ

の要因の１つは，キリスト教の禁教政策である.幕府は，当初キリスト教を黙認していたが，

布教による侵略をまねくことや信徒が信仰のために団結することで一揆につながることを

恐れたため，1612年に直轄領に禁教令を出し，翌年には全国へと対象を広げ，信者に改宗

を強制した．さらに，1637年に島原の乱が起こると，幕府はキリスト教に対する監視の強化

や， を設けて宗門改めを実施した.島原の乱に衝撃を受けた幕府は，1639年にポルト

ガル船の来航を禁止し，1641年にはオランダ商館を の出島に移した. すでにこの時期

には，イギリスも日本から退去しており，スペイン船の来航も禁止となっていた.また日本

人の海外渡航および帰国も全面禁止となっていたため，いわゆる「鎖国」の完成となった.

　とはいうものの，「鎖国」状態となって以降も，幕府は「四つの窓口」を通して外国との交易

を維持していた. 具体的には， ではオランダと中国， では朝鮮， では琉

球王国， ではアイヌと交易を行っていた.

　こうした幕府の外交政策に変更が迫られるようになるのは，19世紀になってからであ

る. この時期になると，シベリア開発に意欲を持つロシアの船が日本近海に出没するように

なる. また，1808年にイギリス軍艦が長崎湾に入ってきた 事件や，1837年にアメリカ

①

②

③

④

⑤

⑥

X

6

7

a

a b c

d

Y

Z

3.    下線部①に関連して，南蛮貿易についての説明として適切でないものを，選択肢

から１つ選び，その記号をマークしなさい．

2.    空欄 ～ に当てはまる語の組み合わせとして適切なものを，選択肢から

1つ選び，その記号をマークしなさい．

設　問

1.    空欄 ～ に入る語として適切なものを，選択肢から1つ選び，その記号を

マークしなさい．

6

X Z

7

 ア．糸割符 イ．老中奉書 ウ． 勘合 エ．朱印状

 ア．株仲間 イ．寺請制度 ウ．五人組 エ．関所

6

7

8

ア． X：　サン＝フェリペ号 Y：　モリソン号 Z：　フェートン号　

イ． X：　フェートン号 Y：　リーフデ号 Z：　モリソン号

ウ． X：　リーフデ号 Y：　サン＝フェリペ号 Z：　フェートン号

エ． X：　モリソン号 Y：　フェートン号 Z：　サン＝フェリペ号

ア． 主に，生糸・絹織物などの中国物産と日本の銀とが取引された．

イ． フィリピンと日本の間を商船や宣教師が行き来するようになった．

ウ． 当時の日本では，ポルトガル人やスペイン人を紅毛人と呼んでいた．

エ． 日本にもヨーロッパの新しい技術や文化，価値観が伝わった．

9

商船が浦賀沖に接近し，日本人漂流民の送還とともに通交を求めてきた事件のように,イギ

リス船やアメリカ船も日本近海に現れるようになった. このような対外的な圧力によって江

戸幕府は最終的に「開国」へと進んでいくことになる. 
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3.    下線部①に関連して，南蛮貿易についての説明として適切でないものを，選択肢

から１つ選び，その記号をマークしなさい．

2.    空欄 ～ に当てはまる語の組み合わせとして適切なものを，選択肢から

1つ選び，その記号をマークしなさい．

設　問

1.    空欄 ～ に入る語として適切なものを，選択肢から1つ選び，その記号を

マークしなさい．

6

X Z

7

 ア．糸割符 イ．老中奉書 ウ． 勘合 エ．朱印状

 ア．株仲間 イ．寺請制度 ウ．五人組 エ．関所

6

7

8

ア． X：　サン＝フェリペ号 Y：　モリソン号 Z：　フェートン号　

イ． X：　フェートン号 Y：　リーフデ号 Z：　モリソン号

ウ． X：　リーフデ号 Y：　サン＝フェリペ号 Z：　フェートン号

エ． X：　モリソン号 Y：　フェートン号 Z：　サン＝フェリペ号

ア． 主に，生糸・絹織物などの中国物産と日本の銀とが取引された．

イ． フィリピンと日本の間を商船や宣教師が行き来するようになった．

ウ． 当時の日本では，ポルトガル人やスペイン人を紅毛人と呼んでいた．

エ． 日本にもヨーロッパの新しい技術や文化，価値観が伝わった．

9

商船が浦賀沖に接近し，日本人漂流民の送還とともに通交を求めてきた事件のように,イギ

リス船やアメリカ船も日本近海に現れるようになった. このような対外的な圧力によって江

戸幕府は最終的に「開国」へと進んでいくことになる. 
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ア．  これらの国のキリスト教の教派は，カトリックではなくプロテスタントであった．

イ． イギリス人のヤン＝ヨーステンは，三浦半島に領地を与えられた．

ウ． オランダ人のウィリアム＝アダムスは，オランダ商館の開設に尽力した．

エ． イギリスは，オランダよりも先に商館を開き，幕府と貿易を始めた．

ア． 高山右近ら300人余りをマニラやマカオに追放した．

イ． 長崎で宣教師・信徒ら55人が処刑された．

ウ． ひそかに信仰を維持する「隠れキリシタン」の存在を生み出した．

エ． 大村純忠が領地の一部をキリスト教会に寄進したことが禁教令のきっかけと

なった．

4.    下線部②に関連して，オランダ・イギリスとの外交についての説明として適切な

ものを，選択肢から１つ選び，その記号をマークしなさい．

5.    下線部③に関連して，禁教令についての説明として適切でないものを，選択肢から

１つ選び，その記号をマークしなさい．

10

11

ア． 益田時貞を総大将にして一揆勢は原城跡に立てこもった.

イ． 一揆勢が立てこもっている原城跡に対し，海上からイギリス船も砲撃を行った．

ウ． 島原城主有馬晴信と天草領主小西行長の領民に対する圧政への抵抗として起きた．

エ． 一揆勢は，キリシタン大名の松倉勝家と寺沢堅高の旧家臣やキリスト教徒が多

かった．

6.    下線部④に関連して，島原の乱についての説明として適切なものを，選択肢から

１つ選び，その記号をマークしなさい． 12

ア． a：　長崎 b：　薩摩 c：　対馬 d：　松前

イ． a：　長崎 b：　対馬 c：　薩摩 d：　松前

ウ． a：　長崎 b：　平戸 c：　薩摩 d：　箱館

エ． a：　平戸 b：　長崎 c：　対馬 d：　箱館

  ア. 江華条約 イ. 己酉約条 ウ. 南京条約 エ. 乙巳条約

7.    空欄 ～ に入る地名の組み合わせとして適切なものを，選択肢から１つ

選び，その記号をマークしなさい．

8.    下線部⑤に関連して，1609年に宗氏と朝鮮との間で結ばれた条約として適切な

ものを，選択肢から１つ選び，その記号をマークしなさい．

13

14

a d

ア． 1798年に，伊能忠敬らが択捉島を探査し「大日本恵登呂府」の標柱を立てた.

イ． 1811年に，国後島に上陸したレザノフが日本の警備兵に捕らえられて監禁された.

ウ． 1804年に，ゴローウニンが長崎に来航したが，幕府は冷淡な対応で追い返した.

エ． 1792年に，日本人漂流民の送還と通商を求めるため，ラスクマンが根室に来航した.

9.    下線部⑥に関連して，この時期のロシアとの関係についての説明として適切な

ものを，選択肢から１つ選び，その記号をマークしなさい． 15
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ア． a：　長崎 b：　薩摩 c：　対馬 d：　松前

イ． a：　長崎 b：　対馬 c：　薩摩 d：　松前

ウ． a：　長崎 b：　平戸 c：　薩摩 d：　箱館

エ． a：　平戸 b：　長崎 c：　対馬 d：　箱館

  ア. 江華条約 イ. 己酉約条 ウ. 南京条約 エ. 乙巳条約

7.    空欄 ～ に入る地名の組み合わせとして適切なものを，選択肢から１つ

選び，その記号をマークしなさい．

8.    下線部⑤に関連して，1609年に宗氏と朝鮮との間で結ばれた条約として適切な

ものを，選択肢から１つ選び，その記号をマークしなさい．

13

14

a d

ア． 1798年に，伊能忠敬らが択捉島を探査し「大日本恵登呂府」の標柱を立てた.

イ． 1811年に，国後島に上陸したレザノフが日本の警備兵に捕らえられて監禁された.

ウ． 1804年に，ゴローウニンが長崎に来航したが，幕府は冷淡な対応で追い返した.

エ． 1792年に，日本人漂流民の送還と通商を求めるため，ラスクマンが根室に来航した.

9.    下線部⑥に関連して，この時期のロシアとの関係についての説明として適切な

ものを，選択肢から１つ選び，その記号をマークしなさい． 15
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【Ⅲ】　室町時代の経済・交易について，以下の各問いに答えなさい.

1.    足利義満が始めた日明貿易で主に輸入された品として適切なものを，選択肢から1つ

選び，その記号をマークしなさい．

2.    室町幕府の収入のうち，京都の金融業者に課した税の名称として適切なものを，

選択肢から1つ選び，その記号をマークしなさい．

3.    室町時代における朝鮮との貿易において日本側の窓口となり，対馬の守護を受け継

いだ一族として適切なものを，選択肢から1つ選び，その記号をマークしなさい．

4.    室町時代の琉球王国と各国との貿易についての説明として適切なものを，選択肢

から1つ選び，その記号をマークしなさい．

16

17

18

19

ア． 琉球王国は日本・明・朝鮮と貿易を行った一方，東南アジアとは交流を持たなかった．

イ． 琉球王国の首都である那覇は外国人が入ることが禁じられ，貿易は他の港町を通

じて行われた．

ウ． 琉球王国は日本と貿易を行ったが，室町幕府への入貢を拒んだため，正式な国

交を結ぶことはしなかった．

エ． 明が海禁政策をとったことを背景に，琉球王国は各国と中継貿易を行うことで

大きな利益を上げた．

ア．銅銭 イ．木綿 ウ．銅 エ．扇

ア．関銭 イ．土倉役 ウ．段銭 エ．津料

ア．細川氏 イ．安藤氏 ウ．大内氏 エ．宗氏

ア． 備中鍬をはじめとする鉄製の農具

イ． 灌漑用の水車

ウ． 下肥と呼ばれる肥料

エ． 畿内における米・麦・そばの三毛作

5.    室町時代に発生したアイヌによる武装蜂起の中心人物の名前として適切なものを，

選択肢から1つ選び，その記号をマークしなさい．

7.    室町時代に使用された貨幣の名称として適切なものを，選択肢から1つ選び，その

記号をマークしなさい．

8.    室町時代の農民の生活について，特に畿内近国で形成された自治的な村落を表す

用語として適切なものを，選択肢から1つ選び，その記号をマークしなさい．

6.    室町時代の農業において使用された道具や手法として適切でないものを，選択肢か

ら1つ選び，その記号をマークしなさい．

20

22

23

21

ア．シャクシャイン イ．プチャーチン ウ．コシャマイン エ．阿弖流為

ア．和同開珎 イ．永楽通宝 ウ．寛永通宝 エ．天正大判

ア．御料所 イ．惣 ウ．門前町 エ．荘園
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ア． 備中鍬をはじめとする鉄製の農具

イ． 灌漑用の水車

ウ． 下肥と呼ばれる肥料

エ． 畿内における米・麦・そばの三毛作

5.    室町時代に発生したアイヌによる武装蜂起の中心人物の名前として適切なものを，

選択肢から1つ選び，その記号をマークしなさい．

7.    室町時代に使用された貨幣の名称として適切なものを，選択肢から1つ選び，その

記号をマークしなさい．

8.    室町時代の農民の生活について，特に畿内近国で形成された自治的な村落を表す

用語として適切なものを，選択肢から1つ選び，その記号をマークしなさい．

6.    室町時代の農業において使用された道具や手法として適切でないものを，選択肢か

ら1つ選び，その記号をマークしなさい．

20

22

23

21

ア．シャクシャイン イ．プチャーチン ウ．コシャマイン エ．阿弖流為

ア．和同開珎 イ．永楽通宝 ウ．寛永通宝 エ．天正大判

ア．御料所 イ．惣 ウ．門前町 エ．荘園
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（問題終わり）

ア． 遠隔地取引に際しては，貨幣に加えて割符を使用した為替決済も行われた．

イ． 京都や奈良につながる輸送路では，馬借と呼ばれる，馬を利用した運送業が発展

した．

ウ． 日本海では北前船と呼ばれる廻船を，太平洋では樽廻船と呼ばれる廻船を用い

て，海上での商品輸送が行われた．

エ． 経済活動の活発化に伴い質の悪い私鋳銭が流通したため，良質の銭を選ぶ撰銭

がしばしば行われた．

10.    応仁の乱後の京都において自治活動を行った商工業者として適切なものを，選択肢

から１つ選び，その記号をマークしなさい．

9.    室町時代における国内取引についての説明として適切でないものを，選択肢から1

つ選び，その記号をマークしなさい．

25

24

ア．町衆 イ．年行司 ウ．会合衆 エ．納屋衆

【Ⅰ】　次の文章を読み，設問に答えなさい．

　図表１は日本のM＆A件数の推移を表すものである. 

　一概に件数だけが問題なのではないが，日本企業の合併・買収（M＆A：Mergers & Acquisitions）

は，2000年代に入って進展した．

　1980年代～ 2000年までのM＆Aの世界的な潮流としては，垂直的統合から水平的統合を

経て複合企業を形成するものであったが，日本では「株式持合い」等によって困難な場合が

多かった． 2000年以降，2004年からM&A件数は増加傾向となったが，2006年をピークに

減少傾向となった．しかし，2012年以降，M&Aの件数は急激に増加していき，10年間で

それまでの２倍に達している．この背景には，日本の中小企業において「事業承継」が大き

な課題となっていること（図表２参照）や経営者のM＆Aに対するイメージが改善してきた

資料：（株）レコフデータ調べ

公共、政治・経済

＜図表１＞日本のM＆A件数の推移

①

②

③

④
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