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（60 分）

ELZ─S

注 意 事 項
1．試験開始の合図があるまで，この問題冊子は開かないでください。
2．この問題冊子は 39 ページあります。試験中，ページの脱落等に気づいた場合は，手
を挙げて監督者に知らせてください。  
解答用紙（マークシート）の汚れなどに気づいた場合も，同様に知らせてください。

3．解答用紙（マークシート）は折り曲げたり，汚したりしないでください。
4．数学を解答するものは，解答上の注意が裏表紙に記載してあるので，この問題冊子を
裏返して必ず読んでください。ただし，問題冊子を開いてはいけません。

5．解答は，すべて解答用紙（マークシート，数学とその他の科目は解答用紙が異なりま
す）に記入し，解答用紙（マークシート）の枠外には，なにも書かないでください。

6．下記の選択科目のうちから 1科目を選択して解答してください。解答用紙にマークす
る際にも注意してください。（※数学とその他の科目は解答用紙が異なります）

選択科目 ページ 試験問題
歴史総合，日本史探究 1ページ～14 ページ 問 1～問 40
歴史総合，世界史探究 15 ページ～26 ページ 問 1～問 35
公共，政治・経済 27 ページ～36 ページ 問 1～問 40

数学 37 ページ～39 ページ ア～ヌ

7．マークは必ずHBの黒鉛筆を使用し，訂正する場合は，完全に消してからマークして
ください。

8．監督者の指示に従って，解答用紙（マークシート）に解答する科目，受験番号をマーク
するとともに，受験番号および氏名を記入してください。

9．解答する科目，受験番号，解答が正しくマークされていない場合は，採点できないこ
とがあります。

10．筆記用具以外は，使用しないでください。
11．試験終了後，問題冊子は持ち帰ってください。

2025 年度入学試験問題

選　択 
（歴史総合，日本史探究、歴史総合，世界史探究、

公共，政治・経済、数学）
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（60 分）

ELZ─S

注 意 事 項

1．試験問題は，問 1～問 40 まであります。  
解答用紙（マークシート）には，問題番号が 1～50，選択肢が 1～10まで印刷されてい
ますが，解答にあたっては，問 1～問 40 までの各設問に指示された選択肢の数の中
から選んで解答してください。

2．解答する科目，受験番号，解答が正しくマークされていない場合は，採点できないこ
とがあります。

歴史総合，日本史探究
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次の文章を読み，以下の設問に答えなさい。

平氏政権以降，日本は南宋を中心とする東アジア通商圏の中に組み込まれ，民間商人の
貿易や僧侶の往来などが積極的におこなわれていた。この間，大陸では 13 世紀初めにモ
ンゴル高原にチンギス＝ハンが現れ，モンゴル諸部族を統合し，中央アジアから南ロシア
までを征服した。ついで，その後継者たちはヨーロッパ遠征をおこない，また金を滅ぼし
てユーラシア大陸の東西にまたがる大帝国を建設した。チンギス＝ハンの孫フビライ＝ハ
ンは，中国を支配するため都を大都に移し，国号を元と定めた。さらに，高麗を全面的に
服属させると，フビライ＝ハンは，日本に対しても高麗を介して国書を送ってきた。フビ
ライ＝ハンからの国書に対し，鎌倉幕府の執権となった（ 5 ）はこれを黙殺した。
1274 年，元と高麗の軍勢が来襲した。これを文永の役という。その後，幕府は再度の
来襲に備えて，九州地方の御家人たちに九州北部の要地を警備させる（ 8 ）を強化し，
博多湾沿いに（ 9 ）を構築させた。1281 年，元が日本の征服を目指して再び来襲した
が，博多湾岸上陸をはばまれているあいだに暴風雨がおこって元軍は大損害を受けた。日
本と同じく元の来襲を受けた現在の（ 10 ）にあった大越国も元に強く抵抗した。なお，
元はその後も日本征服を計画していたので，幕府も警戒態勢を緩めなかった。
モンゴル来襲後， 9代目の執権となった北条貞時の姻戚である安達泰盛が中心となって
御家人救済のために弘安の（ 12 ）を実施した。しかし，多くの〔 Ａ 〕の反発を招い
た。やがて北条氏の嫡流の当主である〔 Ｂ 〕の勢力が強大になると，〔 Ｂ 〕の家臣で
ある〔 Ａ 〕と〔 Ｃ 〕との対立が激しくなった。〔 Ａ 〕の中心人物のことは〔 Ｄ 〕
と呼ばれる。1285 年，〔 Ｄ 〕である平頼綱が安達泰盛を滅ぼした。この事件のことを
（ 14 ）という。その後，北条貞時は平頼綱を滅ぼし，幕府の全権を握った。こうして，
北条氏の嫡流の当主の絶大な権力のもとで，幕府の政治は評定会議を中心に運営されてい
た執権政治から，（ 15 ）で重要事項が決定する政治体制に変化し，評定会議は形骸化し
ていった。

問 1　下線部⑴に関して，日本から宋に向けて輸出されたものとして適切でないものを選
び，その番号をマークしなさい。
①　金 ②　水　銀 ③　漆　器 ④　硫　黄 ⑤　毛織物

問 2　下線部⑵に関して，日本に来日して鎌倉に建長寺を開いた人物として適切なものを
選び，その番号をマークしなさい。
①　重　源  ②　成　尋  ③　陳和卿 
④　蘭渓道隆 ⑤　奝　然

問題Ⅰ

⑴

⑵

⑶

⑷

⑹ ⑺

⑾

⒀
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問 3　下線部⑶の人物が即位した年に，天変地異の続発は，法華経の正法に背くからであ
り，念仏の邪法を禁じないと自国の反乱と他国からの侵略があると予言した書物を建
白した人物として適切なものを選び，その番号をマークしなさい。
①　法　然 ②　栄　西 ③　親　鸞 ④　日　蓮 ⑤　道　元

問 4　下線部⑷に関して，フビライ＝ハンが日本に国書を送った理由として適切なものの
個数を選び，その番号をマークしなさい。
ア．日本に南宋を滅ぼすための派兵を求めたかった。
イ．日本が元の冊封体制に入ることを望んだ。
ウ．南宋を経済的に支える日宋貿易をやめさせたかった。
エ．高麗国民の抵抗に対して，日本からの援助を求めたかった。
①　 0個 ②　 1個 ③　 2個 ④　 3個 ⑤　 4個

問 5　文中の空欄（ 5 ）に入る適切な語句を選び，その番号をマークしなさい。
①　北条時頼 ②　北条長時 ③　北条政村 
④　北条時宗 ⑤　北条時行

問 6　下線部⑹に関して説明した文として適切でないものを選び，その番号をマークしな
さい。
①　この時，元と高麗の軍勢とともに旧南宋軍も日本に来襲した。
②　これらの軍勢は，対馬・壱岐を攻撃した後，博多を攻めた。
③　これらの軍勢が来襲する前，鎮西御家人に筑前・肥前の要害警固が命じられた。
④　これらの軍勢が来襲する前，九州に所領を持つ御家人に下向が命じられた。
⑤　元軍の損害は少なかったが，元軍内部での紛争が起こるなどしたことから，元軍
は日本から退いた。
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問 7　次の図は，下線部⑺に関する絵画である。この絵画に関して説明した文として適切
なものの個数を選び，その番号をマークしなさい。

『蒙古襲来絵巻』（出典：『詳説日本史』（山川出版社，2023 年）99 頁）

ア．『蒙古襲来絵巻』を描かせたのは，竹崎季長である。
イ．『蒙古襲来絵巻』が描かれた時期は，分割相続から単独相続への移行期にあた
り，一族内の対立が多発していた。
ウ．元軍は「てつはう」と呼ばれる火薬を利用した武器を使用し，日本軍を苦しめ
た。
エ．『蒙古襲来絵巻』は，蒙古襲来当時の社会の様子や合戦の情況等がわかり，絵画
資料として大きな価値がある。

①　 0個 ②　 1個 ③　 2個 ④　 3個 ⑤　 4個

問 8　文中の空欄（ 8 ）に入る適切な語句を選び，その番号をマークしなさい。
①　長門警固番役 ②　異国警固番役 ③　防　人 
④　鎮西奉行 ⑤　六波羅探題

問 9　文中の空欄（ 9 ）に入る適切な語句を選び，その番号をマークしなさい。
①　防　塁 ②　水　城 ③　山　城 ④　グスク ⑤　台　場

問10　文中の空欄（ 10 ）に入る適切な語句を選び，その番号をマークしなさい。
①　サハリン ②　チベット ③　トルコ 
④　ビルマ  ⑤　ベトナム
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問11　下線部⑾に関して説明した文として適切なものの個数を選び，その番号をマークし
なさい。
ア．幕府は御家人以外の荘園・公領の武士をも動員する権利を朝廷から獲得した。
イ．幕府はモンゴル来襲を機会に西国一帯に支配を強めていった。
ウ．筑前国に鎮西探題を設置した。
エ．モンゴル来襲により，北条氏の政治権力はさらに強まった。
①　 0個 ②　 1個 ③　 2個 ④　 3個 ⑤　 4個

問12　文中の空欄（ 12 ）に入る適切な語句を選び，その番号をマークしなさい。
①　徳　政 ②　新　制 ③　御　恩 ④　割　符 ⑤　除　目

問13　下線部⒀に関して，空欄〔 Ａ 〕～〔 Ｄ 〕に入る適切な語句の組合せを選び，そ
の番号をマークしなさい。
①　Ａ．御家人　　　　　Ｂ．得　宗　　　　　Ｃ．内管領　　　　　Ｄ．御内人
②　Ａ．御家人　　　　　Ｂ．得　宗　　　　　Ｃ．御内人　　　　　Ｄ．内管領
③　Ａ．得　宗　　　　　Ｂ．御家人　　　　　Ｃ．御内人　　　　　Ｄ．内管領
④　Ａ．御内人　　　　　Ｂ．得　宗　　　　　Ｃ．内管領　　　　　Ｄ．御家人
⑤　Ａ．御内人　　　　　Ｂ．得　宗　　　　　Ｃ．御家人　　　　　Ｄ．内管領

問14　文中の空欄（ 14 ）に入る適切な語句を選び，その番号をマークしなさい。
①　正中の変 ②　元弘の変 ③　霜月騒動 
④　中先代の乱 ⑤　観応の擾乱

問15　文中の空欄（ 15 ）に入る適切な語句を選び，その番号をマークしなさい。
①　政　所  ②　記録所  ③　花の御所 
④　寄　合  ⑤　問注所
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次の文章を読み，以下の設問に答えなさい。

日本は，江戸時代初期から，いわゆる「鎖国」に入った。この「鎖国」から開国へと向かう
プロセスにおいて，1840 年に起こったアヘン戦争で清がイギリスに敗れたことは，その
後の日本の政治体制を大きく揺るがすことになる。
幕府が内憂外患への対応を模索しているあいだに，朝廷や諸大名が発言力を強めたり，
新たな政治体制を考える思想や学問も生み出された。諸藩のなかには藩政改革をとおして
力をつけて雄藩となる藩もあらわれた。
最後の点について，江戸から遠く離れた薩摩藩では，1827 年から下級武士の（ 17 ）
が藩政改革に従事し，藩の財政を見事に立てなおした。その後，海防への危機感が高ま
り，諸藩にさきがけて工業化にも早くから取り組んだ。島津斉彬が藩主になると，1852
年から，後に「集成館」と命名される日本初の近代的工場群を建設し，反射炉の建設もス
タートさせた。諸藩の軍備を制限する目的で幕府が 1635 年に出した「大船建造の禁」が
1853 年に解かれ，これを機に薩摩藩は同年に洋式帆船「昇平丸」を，1855 年には蒸気船「雲
行丸」を建造した。「集成館」での一連の事業は 1880 年代後半までつづけられ，1867 年の
日本初の機械制紡績所となる鹿児島紡績所設立も薩摩藩によるものである。
1862 年の生麦事件をきっかけに，翌年，薩英戦争が勃発し，この経験から薩摩藩は攘
夷の限界を痛感し，かえってイギリスとの関係を深めていった。そして，「鎖国」の状況下
で薩摩藩はイギリスへ留学生を送り出し，そのなかには明治維新後の殖産興業においても
活躍する人物が含まれていた。五代友厚はその一人であり，大阪造幣寮や為替会社，通商
会社などの設立にかかわった実業家として有名であり，留学中にイギリスで得た知識や経
験をもとに，先の鹿児島紡績所に設置する機械一式をイギリスのプラット社へ発注した人
物の一人でもある。
明治期になると，明治政府は，殖産興業に力を注ぎ，早い段階で旧来の封建的制度を廃
止して近代産業の道筋をつけた。政府はみずから運営にもたずさわり，官営模範工場を設
置した。殖産興業は内務省，工部省，そして工部省のあとに設置された逓信省などが中心
となって遂行された。とくに，殖産興業に大きな役割を果たしたのが内務省であり，さま
ざまな政策を管掌した。内務省が重視した産業のなかには紡績業があり，薩摩藩が先に乗
りだした機械制紡績所の設立にも尽力した。イギリスから二千錘規模のミュール紡績機を
移植し，官営紡績所として運営したが，専門技術者の不足や資金の不足などが原因でうま
く経営がつづかなかった。一方で，官営紡績所とは別に民間組織として大阪紡績会社が
1882 年に設立され，同社は技術的な問題も解決しながら軌道に乗せることができた。
政府による殖産興業の成果について種々議論はあるが，成功をみたものは部分的であっ
た。しかし，近代産業への着手に遅れた日本が欧米列強に追いつくための素地は用意され

問題Ⅱ

⒃

⒅

⒆

⒇

21

22

イ ロ ハ

24

25
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たといえる。

問16　下線部⒃について，徳川幕府の対応に関して説明した文として適切でないものを選
び，その番号をマークしなさい。
①　幕府は海岸の防御に対応するための役職として 1845 年に海防掛を常置した。
②　1825 年からつづく異国船打払令による海防体制をあらため，燃料や食料を求め
る外国船に対してこれをあたえることにした。
③　アメリカ東インド艦隊司令長官ビッドルが浦賀に来航し開国を要求したが，これ
を拒絶した。
④　オランダ王国から送られた親書に従い，新たに国交を結んだり通商をおこなった
りした。

問17　文中の空欄（ 17 ）に入る適切な語句を選び，その番号をマークしなさい。
①　調所広郷 ②　田中久重 ③　伊達宗城 ④　村田清風

問18　下線部⒅について，将軍継嗣問題がおこった際，「一橋派」に属して徳川慶喜を推
し，幕政への参画を狙っていた大名として適切なものを選び，その番号をマークしな
さい。
①　安島帯刀 ②　平岡円四郎 ③　水野忠央 ④　松平慶永

問19　下線部⒆について，このときの幕府や諸藩の対応として適切でないものを選び，そ
の番号をマークしなさい。
①　幕府も，代官の江川太郎左衛門に命じて伊豆韮山で反射炉を建造させた。
②　反射炉を含む幕府や諸藩の洋式工業は，明治維新後の官営事業の模範とされた。
③　薩摩藩の反射炉は外国人技師の指導を受けず，オランダの技術本を見て建造され
た。
④　反射炉の開発については長州藩が先陣を切っており，1850 年に反射炉を整備し
た大砲製造所を築いた。

問20　下線部⒇について，この年に，井上馨や伊藤博文らがおこした出来事として適切な
ものを選び，その番号をマークしなさい。
①　安政の大獄  ②　イギリス公使館焼打ち事件
③　八月十八日の政変 ④　蛤御門の変
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問21　下線部21は，のちに開拓使官有物払下げ事件を起こすが，開拓使に関して説明した
文として適切でないものを選び，その番号をマークしなさい。
①　当時の北海道開拓長官は黒田清隆である。
②　アメリカ式の大農場制度・畜産技術の移植をおこなった。
③　1871 年に開拓事業を終了し，その後，函館・札幌・根室に 3県がおかれた。
④　クラークを招来し，札幌農学校を開校した。

問22　下線部22について，創業当初から官営事業ではないものとして適切なものを選び，
その番号をマークしなさい。
①　愛知紡績所 ②　八幡製鉄所 ③　長崎造船所 ④　富岡製糸場

問23　下線部イロハについて，各省の初代長官に就任した人物として適切な語句の組合せ
を選び，その番号をマークしなさい。
①　イ．伊藤博文　　　　　　ロ．後藤象二郎　　　　　ハ．前島密
②　イ．大久保利通　　　　　ロ．伊藤博文　　　　　　ハ．榎本武揚
③　イ．伊藤博文　　　　　　ロ．黒田隆明　　　　　　ハ．高橋是清
④　イ．大隈重信　　　　　　ロ．井上馨　　　　　　　ハ．前島密

問24　下線部24に関する記述で，内務省について説明した文として適切でないものを選
び，その番号をマークしなさい。
①　1873 年に設置され，地方行政や治安などを任とした。
②　駒場農学校や三田育種場などを開設し，農業や牧畜の近代化をはかった。
③　旧幕府が創設した横須賀造船所を拡充した。
④　国内の産業発展や輸出品目の育成を目的に，内国勧業博覧会を開いた。

問25　下線部25に関して説明した文として適切でないものを選び，その番号をマークしな
さい。
①　設立にあたり，渋沢栄一が中心となって資金を集め，操業にこぎつけた。
②　山辺丈夫という専門技術者の指導のもとで，技術的問題を解決していった。
③　 1万 500 錐規模の紡績機械を工場に設置し，採算の合う規模で稼働を開始した。
④　官営の紡績所と同じように，水力を動力源として紡績機械を稼働させた。
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次ページ以降にも問題があります。
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次の文章を読み，以下の設問に答えなさい。

戦間期は世界史的に重要な時代である。日本では，社会経済のあらゆる面で近代化が進
展する一方で，伝統社会のもつ歴史的慣性力によって近代化と前近代が拮抗し，さまざま
な軋轢と矛盾が噴出した時代でもあった。この歴史的に意義のある時代の起点となったの
は，いわゆるヴェルサイユ体制である。ヴェルサイユ体制は，1919 年 6 月に調印された
ヴェルサイユ条約にもとづく新しいヨーロッパの国際秩序である。
第一次世界大戦は，アメリカ大統領のウイルソンが提唱した 14 カ条をドイツが講和の
基礎として受け入れたことで休戦が成立した。1919 年 1 月から（ 27 ）で講和会議が開
催され， 6月の講和条約調印に至った。ウイルソンの提唱は，秘密外交の廃止や経済的障
壁の除去，海洋（公海）の自由などの原則をふくんでいたが，とくに国際的な秩序原則とし
て重要なのは民族自決である。民族自決に関する国際世論の高まりは，東アジアにも大き
な影響を与えた。
日本は戦勝国として講和会議にのぞんだにもかかわらず山東還付問題について他国から
批判され，講和会議に参加した外交官や新聞記者らは衝撃を受けた。このような時代的風
潮のなかで，1923 年に北一輝は『（ 30 ）』を刊行し，大川周明は猶存社を結成した。
1930 年代に大川周明が軍部独裁政権樹立のクーデタ未遂事件をおこし，北一輝が 1936 年
の二・二六事件の理論的指導者とされ『（ 30 ）』が右翼運動家のバイブルとなったことを
考えると，日本における国家主義的傾向にはヴェルサイユ体制の在り方が影響している。
ヨーロッパにおいても，1919 年にドイツでナチスが結成され，1933 年に政権をとってい
る。これらの国家主義化は，日本においては大正デモクラシー下で，ドイツにおいては
ヴァイマール体制のもとですすんだ。
第一次世界大戦後，ソヴィエト政権の動向や中国における民族運動の活発化，大戦中に
中国に進出した日本の東アジアにおける膨張など極東の新情勢に対応する必要が生まれた
ため，アメリカは 1921 年に（ 32 ）で国際会議を開催した。1921 年から 22 年にかけて
おこなわれた会議では，戦争の再発防止と列強間の協調をめざして一連の国際条約が結ば
れ，アジア・太平洋地域の新しい国際秩序が構築された。日本では立憲政友会の（ 34 ）
内閣がこれを積極的に受け入れて協調外交の基礎をつくった。
日本国内においても，さまざまな変化がおこった。国内政治的には普通選挙法が成立
し，産業面では大戦景気を梃子として重化学工業化がすすんだ。重化学工業の進展は産業
の各分野に浸透し，現在にまでつながる大規模な企業集団が形成された。三井・三菱・住
友の三大財閥は，同族で経営する持株会社が鉱工業や商社，銀行などの傘下企業の株式を
保有し，市場を支配した。軽工業でも革新がすすんだ。綿紡績業では企業合同がすすむと
ともに，国内賃金が上昇したため，大戦後は安価な労働力をもとめて中国に紡績工場が設

問題Ⅲ

26

28

29

31

33

35

36 37
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立された。
生活においては都市化がすすみ，大衆文化が誕生するとともに，多様な学問や芸術が発
達した。大衆文化は労働者やサラリーマンなどの一般勤労者大衆を担い手とする文化であ
る。1920 年代に中学校（旧制）の生徒数が急増して高等教育機関が拡充するなかで，新聞
や雑誌，ラジオ，映画などのマスメディアが急速に発達した。新聞や雑誌の発行部数は飛
躍的に伸び，発行部数 100 万部を超える新聞があらわれた。雑誌では，1925 年創刊の大
衆娯楽雑誌『（ 40 ）』の発行部数も 100 万部を超えた。

問26　下線部26に関して説明した文として適切でないものを選び，その番号をマークしな
さい。
①　日本は，山東省の旧ドイツ権益の継承を認められた。
②　東ヨーロッパに多数の独立国家を誕生させた。
③　敗戦国ドイツの賠償金には触れなかったが，軍備を制限し，本国領土の一部を割
譲させるきびしいものとなった。
④　国際紛争の平和的解決と国際協力のための機関として国際連盟が設立された。

問27　文中の空欄（ 27 ）に入る適切な語句を選び，その番号をマークしなさい。
①　パ　リ ②　ワシントン ③　ポツダム ④　サンフランシスコ

問28　下線部28に関して説明した文として適切でないものを選び，その番号をマークしな
さい。
①　会議の期間中に中国では五・三〇運動がおきた。
②　中国は連合国の一員として会議に参加していた。
③　日本からは西園寺公望らが全権として参加した。
④　中国はヴェルサイユ条約の調印を拒否した。

問29　下線部29に関して説明した文として適切でないものを選び，その番号をマークしな
さい。
①　朝鮮では，全土で独立を求める大衆運動である三・一独立運動が展開された。
②　三・一独立運動はおおむね平和的・非暴力的なものであったため，朝鮮総督府は
弾圧をしなかった。
③　原敬内閣は，朝鮮総督と台湾総督について文官の総督就任を認める官制改正をお
こなった。
④　原敬内閣は，朝鮮における憲兵警察制度を廃止した。

38

39
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問30　文中の空欄（ 30 ）に入る適切な語句を選び，その番号をマークしなさい。
①　日本列島改造論 ②　国防の本義と其強化の提唱 
③　神代史の研究  ④　日本改造法案大綱

問31　下線部31に関して説明した文として適切でないものを選び，その番号をマークしな
さい。
①　宮中勢力や政党・財閥を打破して天皇親政をめざしたのは皇道派である。
②　革新官僚や政財界と結んで軍の指導権を確立しようとしたのは統制派である。
③　隊付の青年将校らは官僚や政財界と結び総力戦体制樹立を目指す統制派を支持し
て，国家改造運動と結びついていた。
④　事件では，内大臣，大蔵大臣，陸軍教育総監らが殺害されたが，勅命によって鎮
圧された。

問32　文中の空欄（ 32 ）に入る適切な語句を選び，その番号をマークしなさい。
①　パ　リ ②　ワシントン ③　ポツダム ④　サンフランシスコ

問33　下線部33に関して説明した文として適切でないものを選び，その番号をマークしな
さい。
①　極東問題の協議だけではなく，海軍軍備制限も重要な議題であった。
②　太平洋諸島の現状維持と，太平洋問題に起因する紛争の話合いによる解決を定め
た四カ国条約が締結された。
③　日本は加藤友三郎と幣原喜重郎らを全権として派遣した。
④　アメリカの主な目的は，米英日の建艦競争を推進し，自国の経済を活性化するこ
とにあった。

問34　文中の空欄（ 34 ）に入る適切な語句を選び，その番号をマークしなさい。
①　浜口雄幸 ②　加藤高明 ③　高橋是清 ④　原　敬
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問35　下線部35に関して，普通選挙法とその成立をめぐる状況について説明した文として
適切でないものを選び，その番号をマークしなさい。
①　1925 年に成立した普通選挙法では，満 25 歳以上の男性が衆議院議員の選挙権を
もつことになり，納税額の条件もそれまでの 10 円から 3円に大幅に引き下げられ
た。
②　清浦奎吾内閣を批判する立憲政友会，憲政会および革新倶楽部の 3党が結束し
て，内閣の打倒と政党内閣の樹立をめざす第 2次護憲運動をおこした。
③　清浦内閣解散後の総選挙では，護憲三派が圧勝した。
④　原敬内閣のころから，普選運動は労働運動や社会運動と結びついて急速な高まり
をみせていた。

問36　下線部36に関して説明した文として適切でないものを選び，その番号をマークしな
さい。
①　正貨（金）保有高も急増した。
②　ヨーロッパ列強が後退したアジア市場には綿織物などの日本製品が流入した。
③　空前の大戦景気は不景気と財政難を吹き飛ばしたが，債務国から債権国に転じる
までにはならなかった。
④　大戦景気の底は浅く，空前の好況は成金を生みだす一方で，物価高騰に苦しむ多
数の民衆が存在した。

問37　下線部37に関して説明した文として適切でないものを選び，その番号をマークしな
さい。
①　鉄鋼業では，八幡製鉄所の拡張や民間会社の設立があいつぎ，満州では満鉄の鞍
山製鉄所が設立された。
②　ドイツからの輸入がとだえたため，薬品や染料，肥料などの国産化がめざされ化
学工業が勃興した。
③　海運業と造船業が急速に成長し，戦後恐慌や関東大震災などの度重なる経済危機
にもかかわらず，強い国際競争力をもつ産業になった。
④　工業生産額が農業生産額を追いこし，工業人口も農業人口を若干上回るほどに増
加した。
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問38　下線部38に関して説明した文として適切でないものを選び，その番号をマークしな
さい。
①　都心ではオフィスビルが出現し，都心部から郊外にのびる鉄道沿線には新中間層
向けの文化住宅が建てられた。
②　都市内では，市電やバス，円タクなどの交通機関が発達し，東京と大阪では地下
鉄も開業した。
③　豊かさが全国的に浸透して都市と農村の格差が縮まるとともに，一般農家や中小
企業の労働者の生活水準も高くなり，大企業で働く労働者との格差もなくなった。
④　電灯が農村部も含めて広く一般家庭に普及し，都市では水道・ガスの供給事業が
本格化した。

問39　下線部39に関して説明した文として適切なものを選び，その番号をマークしなさ
い。
①　ラジオ放送は，1919 年に日本放送協会（NHK）が設立され，戦後の講和会議に出
席していた日本の代表団の動向を国民に広く伝え，国際的な意識を涵養するために
始まった。
②　ラジオ放送は 1923 年の関東大震災を契機に検討され，1925 年に東京・大阪・名
古屋で開始されると，翌年にはこれらの放送局を統合して日本放送協会（NHK）が
設立された。
③　ラジオ放送は 1926 年（昭和元年）に昭和が始まるとともに日本放送協会（NHK）が
設立され，天皇の声を国民に届けるために開始された。
④　ラジオ放送は，大恐慌の教訓から 1930 年に株価などを中心とする経済情報をす
ばやく国民に周知するために大阪と東京で始まり，その後，各地の放送局が統合さ
れて日本放送協会（NHK）が設立された。

問40　文中の空欄（ 40 ）に入る適切な語句を選び，その番号をマークしなさい。
①　キング ②　マガジン ③　ジャンプ ④　サンデー


