
１　問題用紙は指示があるまでは開いてはいけません。

２　�開始のチャイムが鳴ったら、最初に問題用紙と解答用紙に�

受験番号と氏名を記入して下さい。

３　答えはすべて解答用紙に記入して下さい。

４　�解答は特に指定のないかぎり、漢字・ひらがなのどちらでも

かまいません。

５　問題は１ページから１０ページまであります。
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以下の①から⑤の文は、樺太（サハリン）や
千島列島などオホーツク海周辺についての歴
史です。文を読み、各問いに答えなさい。

１

①　第一次世界大戦中にロシアにおいて革命が起こり、のちに社会主義政権のソビエト連
邦が成立した。社会主義革命の影響は日本にも及んだ。一方で、社会主義政権の成立に
反対するイギリス・フランス・アメリカなどが、ロシアに対して戦争を始めた。この戦
争には、北東アジアへの領土的な野心があった日本も参加し、参加国の中で最大の兵力
を派

は

遣
けん

した。これがシベリア出兵である。しかし、日本は「成果」をまったく得ること
ができずに、撤

てっ

退
たい

した。

②　古くからオホーツク海周辺の樺太・北海道・千島列島などにはさまざまな文化をもっ
た人々が居

きょじゅう

住し、毛皮を中心とした交易が盛んであった。この時代になると、こうした
地域にオホーツク人と呼ばれる人々が居住し、時には新潟あたりまで南下し、日本と交
易を行っていたという。この時代、日本では唐や朝鮮半島の国への対応もあり、交易・
国際関係の舞台が日本海側となっていた。白村江の戦いで大将となった阿倍比羅夫は、
日本海側の東北・北海道への遠征を繰

く

り返し命じられ、オホーツク人と戦ったとされる。

③　日本に元が攻めてきたこの時代、元の皇帝である　　Ａ　　の勢力はオホーツク海沿
岸にも及び、この地域のさまざまな民族を支配下においていった。しかし、樺太に居住
するアイヌ人は激しく抵抗し、モンゴルは樺太に上陸すらできなかった。このアイヌの
激しい抵抗と、「元寇」に対する武士の抵抗は同じ時期の出来事であった。日本への攻撃
と同様に、樺太のアイヌへの侵攻も繰り返された。日本への遠征は二度で終わったが、
アイヌへの侵攻は五度に渡って繰り返され、最終的に樺太は征服されてしまった。

④　この時代の中頃になると、日本の近海には列強の国々が姿を見せるようになった。こ
の頃、ロシア帝国は急速に領土の拡大を始め、ロシア南部から、北東アジア・オホーツ
ク海周辺にまで及んだ。その中で、ロシア皇帝によって、　　Ｂ　　が日本に派遣され
た。　　Ｂ　　は根室に来港したが、この時期に幕府の権力を握っていた松平定信は、
申し入れを受け入れることはなく、日露の交易が行われることはなかった。

⑤　この時代の初めの頃に、ロシアと日本の間に樺太千島交換条約という条約が締結され
た。対等に両国の領土問題を解決する条約であったが、古くから樺太に居住するアイヌ
人の強制移住が行われるなど、地域の住民を無視したものでもあった。その後、日露間
の領土をめぐる対立が深まり、日露戦争が始められた。この戦争は日本の勝利に終わり、
アジアの小国がヨーロッパの大国を破ったことは世界に衝

しょうげき

撃を与えた。後にインドの首
相となるネルーは、日本の勝利に喜び、その感動を娘に何度も話したと言われている。

オホーツク海

千島列島

樺太
（サハリン）
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問１　①から⑤はそれぞれ何時代の出来事ですか。次の中から選び、記号で答えなさい。
ア．旧石器時代　　イ．縄文時代　　ウ．弥生時代　　エ．古墳・飛鳥時代
オ．奈良時代　　　カ．平安時代（院政期を除く）　　 キ．院政期・鎌倉時代
ク．室町時代（南北朝時代を含む）・戦国時代　　　　 ケ．安土桃山時代
コ．江戸時代　　　サ．明治時代　　シ．大正時代
ス．昭和前期（第二次世界大戦敗戦まで）　　セ．昭和後期（第二次世界大戦敗戦後）

問２　①の下線部について、シベリア出兵の影響による米騒動によって寺内内閣が総辞職した
後、本格的な政党内閣が初めて成立しました。この内閣で首相を務めた人物は誰ですか。
次の中から一つ選び、記号で答えなさい。
ア．伊藤博文　　イ．近衛文麿　　ウ．山県有朋　　エ．原敬

問３　②の下線部について、白村江の戦いで、日本と戦った朝鮮半島の国はどこですか。国名
を答えなさい。

問４　③の　　Ａ　　にあてはまる人物は誰ですか。答えなさい。

問５　④の　　Ｂ　　にあてはまる人物は誰ですか。答えなさい。

問６　⑤の下線部について、「君死にたもうことなかれ」を書き、日露戦争に反対した歌人は誰
ですか。氏名を答えなさい。

問７　⑤の二重下線部について、当時のインドはイギリスの植民地となり、苦しめられていま
した。首相のネルーはイギリスからの独立運動の中心的な人物でした。このためネルーは
日本の勝利を「ヨーロッパの大国のロシアが、アジアの小国に敗れた」と感動しました。
しかし、ネルーはその後の日本を見る中で、この勝利について「帝国主義国が一つ増えた

だけだった」といい、日本の行動を強く批判しています。では、日露戦争後の日本のどの
ような行動が「帝国主義国が増えただけ」といわれるのでしょうか。そのように言える日
本の行動を具体的に一つあげ、説明しなさい。
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以下の文章を読み、問いに答えなさい。

　地球上には知られているだけで数百万種の生き物が存在しており、未発見の種を含めると５
００万種とも、３,０００万種とも言われている。しかし、

①
人間の暮らしや活動に強い影

えいきょう

響を受
け、数が減り、絶

ぜつ

滅
めつ

する恐
おそ

れが高いとされている種類が多数ある。生物多様性が失われている
状況が地球規模で進行しており、この数十年間、生物多様性の保全と生態系の再生の取り組み
が進められてきたが、なかなか実現できていない。
　このような状況において注目されているのが、昔ながらの伝統的な農法を行っている地域で
ある。これらの地域で伝統的に受け継がれてきた特有の知識が、生物多様性の保全と生態系の
再生に大きな役割を果たしていると言われている。そういった地域の伝統的な農法を次世代に
継
けいしょう

承していくことを目的に、「世界農業遺産」として認定していく動きが今行われている。
　世界農業遺産とは、伝統的な農業や文化、土地景観の保全と持続的な利用が図られている地
域を国連食

しょくりょう

糧農業機関が認定しているものである。日本で初めて認定されたのは
②
「能登の里

山里海」と「トキと共生する　Ａ　の里山」の２つであり、その他にも全国で１０以上の地域
が認定されている。
　例えば、「能登の里山里海」では集落とそれを取りまく農地、林、ため池、水路などからなる
里山が現在でも維持され、昔ながらの天日で稲

いな

穂
ほ

を干す「はざ干し」や海
あ

女
ま

漁など、伝統的な
農林漁法が今でも行われている。機械化され便利な世の中になった今でも、昔ながらの方法を
守り続けることによって生態系が維

い

持
じ

されている。また、
③
この地域では１種類の米だけでは

なく、「こしひかり」や「ゆめみづほ」など複数の種類の米を生産し、農作物の多様性も維持し
ている。世界農業遺産はこういった地域農業の営み全体を遺産として認定している。
　生物多様性や生態系が失われることは、私たちの今後の生活にも大きな影響がある。それら
の回復に社会全体で取り組むことが求められている。

問１　　Ａ　にあてはまる、新潟県西部に位置し、金山があったことでも有名である島は何で
すか。答えなさい。

問２　下線部①について、直接的な要因としてはあてはまらないものはどれですか。次の中か
ら一つ選び、記号で答えなさい。
ア．森林だったところに道路を建設すること。
イ．農作物の生育を促すために大量の農薬を使用すること。
ウ．外来種を地域に持ち込むこと。
エ．農地を風から守るために、農地を囲む防風林を作ること。

２
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問３　下線部②について、以下の問いに答えなさい。
（１） この地域には「白米千枚田」という棚田があります。棚田に関する説明として誤ってい

るものはどれですか。次の中から一つ選び、記号で答えなさい。
ア．山林に降った雨の一部を溜

た

め、直接河川へ流さない「治水ダム」の役割がある。
イ．平坦地の水田に比べ昼夜の温度差が大きいため、稲がゆっくりと生育し甘みが増す。
ウ．一つひとつの農地が狭

せま

いため、効率よく農作業ができ収量も見込める。
エ．�棚田地域では過

か

疎
そ

・高齢化が一段と進み、耕作の担い手が少なくなっている現状があ
る。

（２） この地域では伝統工芸品も盛んです。この地域で作られる漆器の名前は何ですか。答え
なさい。

問４　下線部③について、地域で作る農作物が１種類のみではなく、複数の種類の品種をつく
ることは、世界農業遺産の認定基準の一つでもあります。なぜ１種類だけでなく複数の種
類の品種を育てることが評価されるのですか。１種類のみ育てることの問題点を指摘しな
さい。
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以下の文章を読み、問いに答えなさい。なお、憲法の条文はわかりやすく改めています。

　国の収入・支出は、４月から翌年３月までの期間（会計年度）で計算し、この１年間の収入
を「歳

さい

入」、支出を「歳出」といいます。また、国の１年間の歳入と歳出の予定を示した計画の
ことを「予算」といいます。
　私たちが納めた税金は、何に使われているのでしょうか。２０２２年度の歳出は約１０８兆円
で、主に①

Ａ
社会保障関係費（３３.７％）、②　Ｂ　（２２.６％）、③地方交付税交付金（１４.８％）

などに使われており、これらで約４分の３を占めています。
　予算「案」を作るのは政府（内閣）の権限ですが、予算案を審

しん

議
ぎ

し、予算を決定するのは

Ｃ
国会の権限です。日本国憲法８５条は、「国費を支出するには、国会の議決を必要とする」と
しており、税金の使い道はあらかじめ国会で決めておかなければなりません。毎年１月に召集
される、会期が１５０日間の国会を　Ｄ　といいますが、ここでの審議の中心は、次年度（４
月から）の予算案についてです。税金を何に、どれくらい使うことが適切なのか、与野党の間
で激
はげ

しい議論が行われています。
　一方、具体的に何に使うかをあらかじめ決めておかない「予備費」というものも予算の中で
認められています（憲法８７条）。これは憲法８５条の「例外」で、自然災害や急激な景気悪化
など緊急なことが起きて予算が足りなくなることに備えておくためのものです。この「予備費」
は、使うも使わないも、また、具体的に何に使うかも、政府（内閣）の判断で決めることがで
きます。近年、新型コロナウィルス対策や物価高対策を理由にして、この「予備費」が増えて
おり、２０２０年以降で総額２０兆円を超えています（従来は、１年間に３０００億円から５０００
億円規模のものでした）。これについて、政府（内閣）は、何かが起こった時にすぐに対応する
必要があるので、国会で議論するのではなく、あらかじめ「予備費」として確保しておく必要
があると主張しています。
　

Ｅ
そもそも、なぜ憲法８５条において、国費の支出には国会の議決を必要としたのでしょう

か。条文の趣
しゅ

旨
し

を考えると、「予備費」が膨
ふく

らんでいくことは、大きな問題があると言えるかも
しれません。

問１　下線部Ａについて、国が社会保障に支出することは、国民の持つ「ある人権」を保障す
るために必要なことです。この人権とは何ですか。次の中からもっとも関係のあるものを
一つ選び、記号で答えなさい。
ア．環境権　　　イ．生存権　　　ウ．財産権　　　エ．請願権

問２　文中の　Ｂ　にあてはまるものは何ですか。次の中から一つ選び、記号で答えなさい。
ア．公共事業関係費　　イ．防衛関係費　　ウ．文教及び科学振興費　　エ．国債費

３
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問３　下線部Ｃについて、国会の説明として、誤っているものはどれですか。次の中から一つ
選び、記号で答えなさい。
ア．憲法は、国会を「国権の最高機関」としている。
イ．憲法は、国会は「全国民を代表する選挙された議員」で組織されるとしている。
ウ．国会は、国政調査権を行使することで、政府（内閣）の活動を監視する。
エ．国会は、最高裁判所長官を指名することで、裁判所を統制する。

問４　文中の　Ｄ　にあてはまることばは何ですか。答えなさい。

問５　下線部Ｅについて、なぜ「予備費」が膨らむことは問題なのですか。憲法８５条が定め
られた意味を考えて、説明しなさい。

下の言葉の中に、ある見方でみると一つだけ性格の異なるものがあります。それはどれ
ですか。記号で答えなさい。また、それ以外の言葉に見られる共通点は何ですか。説明
しなさい。

例題　〔ア．縄文　　イ．奈良　　ウ．鎌倉　　エ．横浜　〕

ア 他はすべて都市の名前

問１　ア．木戸孝允　　イ．伊藤博文　　ウ．大久保利通　　エ．犬養毅

問２　ア．京都　　イ．パリ　　ウ．リオデジャネイロ　　エ．北京

以下の問いに答えなさい。

問１　ロシアの侵攻によって始まった戦争をきっかけに、日本でのウクライナの首都の呼び方
が変わりました。何という呼び方に変わりましたか。答えなさい。

問２　昨年の４月、観光船が沈
ちん

没
ぼつ

し、乗客と乗員の全員が死亡・行方不明となる事故が起こり
ましたが、それは北海道のどこですか。解答らんに合うように答えなさい。

４

５
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以下の文章を読み、問いに答えなさい。

　皆さんが今受験している森村学園の女子制服はセーラー服です。これはいつから、また、ど
ういった事情から導入されたのでしょうか。『森村学園の１００年』という本には、「大正７、８
年頃」とありますが、これは誤

あやま

りと思われます。本の中に出てくる「セーラー服の販
はん

売
ばい

権
けん

を持
つ会社」は、この時期にはまだ存在していないからです。この会社は、もともと質屋を営んで
いたのですが、関東大震災で被災し、大正１３（１９２４）年にアメリカからセーラー服を輸入販
売する会社として再生したとのことです。
　このナゾを解くヒントになるかもしれない書

しょ

籍
せき

が、一昨年、発表されて話題となりました。
刑部芳則さんが著した『セーラー服の誕生　女子高制服の近代史』（法政大学出版局）です。
　この本が出版される前は、「日本で最初にセーラー服を制服にしたのは福岡女学院」という説
と「平安女学院の方が早い」という説との間で論争になっていました。刑部さんは、事実の裏
づけのない論争を「

①
邪馬台国論争のよう」とたとえ、この争いに終止符をうつべく、全国の

学校を取材して記録を集めました。また、この本では、「和
わ

装
そう

」から「セーラー服」に代わった
理由が、「大正１２年の関東大震災で着物の女性が逃げ遅れたため、動きやすい服装への切り替
えが図られたから」とする「通説」についても、再検証しています。
　調査の結果、最初にセーラー服を制服として導入したのは、「福岡女学院」でも「平安女学
院」でもなく、大正１０（１９２１）年９月の「金城学院」で、その後「フェリス女学院」が続い
た、ということをつきとめます。

②
セーラー服導入の理由も震災ではなく、

③
服装改善運動を

背景とした洋装化の流れによるものではないか、と主張しています。
　興味深いのは、同書の２３ページで「女子小学生の制服としてセーラー服を採用したのが東
京私立南高輪尋

じんじょう

常小学校である」とし、続く２４ページには『目で見る金城学院の１００年史』
を引用しつつ、「セーラー服を採用していたのは東京・南高輪（尋常）小学校一校のみだった」
と記している点です。この南高輪の小学校が、太平洋戦争が始まる昭和１６（１９４１）年に校名
を変更したのが、森村学園です。刑部さんは、大正７（１９１８）・同８（１９１９）年の森村学
園の卒業写真にセーラー服が見られるものの全員ではないことから、制服としたのは全員が制
服で映っている昭和２（１９２７）年付近であろうと推論し、セーラー服を制服にしたのは金城
学院の方が早かった、という先ほどの結論に至

いた

っています。実際はどうだったのでしょう。【資
料１】は明治４５（１９１２）年３月の写真、【資料２】は大正２（１９１３）年の第一回卒業式の
際の記念写真、【資料３】は大正８（１９１９）年頃の写真です。おおむね上記の推論を裏づけ
ますが、肝心な「制服化」が何年なのかは資料不足で謎のままです。

④
もっとも、【資料４】は

昭和２４（１９４９）年前後に在籍していた生徒の写真ですが、よく見るとセーラー服以外の服
装の生徒がいます。制服と指定している時期でも、セーラー服以外での学園生活も認めていた
様子が分かります。当時の社会状況をうかがわせる資料といえます。
　これらの写真を見ていて気づくことは、男の子もセーラー服を着ている場合があることです。　
セーラー服は、１８００年代前半のヨーロッパでは男性、より限定していえば水兵が着ている服
でした。１８００年代後半には、水兵をまねして男の子の子ども服になります。イギリスの皇太

６
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子が着たこともあって、日本でも皇族・華族などの富
ふ

裕
ゆう

な家庭の男の子が着用しました。昭和
天皇や一橋（徳川）宗敏が子ども時代に着ています。やがて１９００年代になるとアメリカの女
学生の間でセーラー服が広がります。「かわいい」のイメージが広がったものと思われます。金
城学院、福岡女学院、平安女学院、いずれもアメリカからの宣教師によって創立されたのも
偶
ぐう

然
ぜん

ではないでしょう。キリスト教の教えを教育理念としているわけではない森村学園がセー
ラー服を早くに取り入れた理由は不明ですが、日本で最初に対米貿易を始め、アメリカに拠点
を持っていた森村家のあゆみと関係があるのかもしれません。
　セーラー服が男らしさを表したり、女らしさを表したり、時代によってそのイメージも変わっ
ていくものです。大正時代、「女子の制服にしよう」と求めた女子生徒たちは、どんな気持ちで
そでに腕

うで

を通したのでしょう。

【資料１】

【資料２】

修業記念（明治４５年３月）

大正２年（１９１３）、小学校第１回卒業生は８名
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【資料３】

【資料４】

問１　下線部①について、邪馬台国の女王とされる人物の名前を何といいますか。答えなさい。

問２　本文に登場する学校の所在地は、いずれも「四大工業地帯」に関連のある都市圏に含ま
れていることも興味深いといえます。福岡女学院は福岡、平安女学院は京都（大阪圏）、南
高輪尋常小学校は東京です。では、金城学院の所在地はどこですか。次の中から一つ選び、
記号で答えなさい。
ア．愛知県　　イ．愛媛県　　ウ．福島県　　エ．宮城県

問３　下線部②について、刑部さんは調査の結果、和装からセーラー服への移行は、服装改善
運動を背景としたもので、「関東大震災の反省からとは考えにくい」と判断しています。そ
の判断理由を本文の内容から説明しなさい。

大正８年頃、幼稚園生と卒園生が集まって記念撮影。
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問４　下線部③について、服装改善運動で洋装が目指されたこの時代の前後は、政治・社会・
文化でも大きな変化を目指した動きがありました。それは何ですか。答えなさい。

問５　成人男性（ヨーロッパの水兵）が着るものだったセーラー服が、日本では女子生徒が着
るようになるまでにはどのような過程をたどりましたか。解答欄にあうように説明しなさ
い。

問６　下線部④について、【資料４】の写真にあるように、「制服化」後であるにもかかわらず、
撮影当時（昭和２４年前後）、全員がセーラー服を着ていない状況を認めざるを得なかった
と思われます。それはなぜですか。当時の状況をふまえて説明しなさい。




