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大阪府高等学校社会（地歴・公民）科研究会 

注意 

１．問題は１から10まであるが、そのうち５題を解答すること。 

どの５題を解答するかは学校の指示に従うこと。 

２．解答はすべて解答用紙の所定の欄に指示通り記入すること。 

３．所要時間は50分とする。 

４．解答用紙の選択した（または指定された）問題番号の□に○を記入す

ること。 
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１ 次の遺跡や古墳の説明の文章を読み、あとの設問に答えよ。 

Ⅰ．百舌鳥
も ず

古墳群に位置する墳丘長486メートルのわが国最大の前方後円墳である。[ Ａ ]

古墳群にある誉田
こ ん だ

御廟山
ごびょうやま

古墳などとともに５世紀のヤマト政権の大王の墓と考えられる。こ

のころの古墳は斜面に葺石で覆われ、墳丘上には［ Ｂ ］が並べられることが多かった。 

 

Ⅱ．第２次世界大戦後間もないころ、大規模な発掘調査が行われた弥生時代後期の遺跡で、住

居跡や収穫物を貯蔵する［ Ｃ ］倉庫、鍬や鋤・田下駄など多数の木製農具が発見されて

いる。また、杭で補強された水路と畦
あぜ

が整然と配置された水田跡は、東日本でも農業が着実

に発展したことを物語っている。 

 

Ⅲ．弥生時代中期の遺跡で、大量の   

銅剣とともに銅矛・［ Ｄ ］が一括

埋納されているのが見つかった。近隣

の遺跡からも［Ｄ］が多数出土してい

る。また、この地方は［ Ｅ ］型墳

丘墓が多数分布しているのも特徴的で

ある。 

 

Ⅳ．弥生時代の大環濠集落で、中期に

は大規模な墓域が形成されている。ま

た、墳丘墓からは銅剣や管玉などを副

葬した［ Ｆ ］棺が検出されている。

後期には『魏志』倭人伝の「楼観」を

彷彿とさせるような望楼（物見 櫓
やぐら

）の

跡が見つかっている。 

 

Ⅴ．縄文時代前期から中期の大集落で、

大型掘立柱建物跡や大型の竪穴住居な

どが検出されている。集落には墓域が

隣接しており、副葬品として新潟県

［ Ｇ ］川の周辺から運ばれてきた

ひすい（硬玉）の製品が発見されてい

る。 

 

 

 

Ⅵ．３世紀前半ごろの「宮殿」と思われるような大型建物を含む、方位をそろえ整然と配置し

た複数の建物跡が発見されている。また、この遺跡の南に位置する［ Ｈ ］古墳は、全長

約280メートルの出現期の前方後円墳で、初期ヤマト政権の王墓と考えられる。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 



 

 

問１ 各文章の空欄［Ａ］～［Ｈ］に適語を入れよ。 

問２ Ⅰ～Ⅵの遺跡や古墳の名を以下から選び、番号で答えよ。 

 ① 稲荷山  ② 登呂  ③ 三内丸山  ④ 加茂岩倉  ⑤ 板付  

⑥ 大仙陵  ⑦ 荒神谷  ⑧ 唐古・鍵  ⑨ 吉野ヶ里  ⑩ 高松塚 

⑪ 纒向  ⑫ 大森  ⑬ 岩戸山  ⑭ 港川 

問３ Ⅰ～Ⅵの遺跡や古墳の場所を地図から選び、番号で答えよ。 

 

２ 次の文章を読み、あとの設問に答えよ。 

Ⅰ 7世紀半ば、蘇我入鹿が厩戸王の子の（ あ ）を滅ぼして権力の集中をはかったが、王

族中心の政治体制をめざした(a)中大兄皇子に討たれ、王族の軽皇子が即位して（ い ）

天皇となった。この天皇は(b)改新の詔を出して諸改革を行った。この諸改革は(c)大化改

新といわれる。 

 Ⅱ 持統天皇は戸籍を作成して民衆の把握を進め、（ う ）に遷都した。 

 Ⅲ 白村江の戦いで唐・［ A ］連合軍に大敗した日本は対馬・筑紫に防人と(d) 烽
とぶひ

をおく

などして防衛政策を進めた。 

 Ⅳ 大友皇子を倒した大海人皇子は（ え ）で天武天皇として即位した。 

 Ⅴ 中大兄皇子は都を(e)近江大津宮に遷し、翌年(f)天智天皇として即位した。 

問１ 文中の空欄（あ）（い）に適する語句の組み合わせとして正しいものを、次のうちから

１つ選び番号で答えよ。 

①（あ）山背大兄王  （い）文武    ②（あ）山背大兄王  （い）孝徳 

③（あ）大津皇子   （い）文武    ④（あ）大津皇子   （い）孝徳 

問２ 文中の下線部(a)が、蘇我氏を滅ぼしたときに、ともに戦った人物の説明を、次のうちか

ら１つ選んで番号で答えよ。 

① 渡来人の子孫で学問僧として隋・唐に留学した。 

② 欽明天皇の大臣で仏教伝来に際し、崇仏派の中心になった。 

③ 北陸地方の国守として大船団を組織し蝦夷を討った。 

④ 臨終の際に当時の天皇から藤原の姓を賜った。 

問３ 文中の下線部(b)の内容として誤っているものを、次のうちから１つ選んで番号で答えよ。 

① 統一的な新しい税制を実施すること。  

② 豪族のみ私有地・私有民を廃止すること。 

③ 戸籍・計帳を作成し班田収授法を施行すること。 

④ 地方行政組織と軍事・交通制度を整備すること。 

問４ 文中の下線部(c)の際の役職名と遷都先の組み合わせとして正しいものを、次のうちから

１つ選んで番号で答えよ。 

 ① 国博士に高向玄理が就き、都を飛鳥に遷した。 

 ② 皇太子に中大兄皇子が就き、都を難波に遷した。 

 ③ 国博士に蘇我蝦夷が就き、都を難波に遷した。 

 ④ 皇太子に中大兄皇子が就き、都を飛鳥に遷した。 

問５ 文中の空欄（う）（え）に当てはまる都の組み合わせとして正しいものを、次のうちか

ら１つ選んで番号で答えよ。 

①（う）飛鳥浄御原宮 （え）大宰府     ②（う）飛鳥浄御原宮 （え）藤原京        

③（う）藤原京    （え）飛鳥浄御原宮  ④（う）藤原京    （え）大宰府   



 

 

問６ 文中の空欄［A］に当てはまる国の説明として正しいものを、次のうちから１つ選んで番 

  号で答えよ。 

① 三国時代のあとに司馬炎が建国。匈奴に滅ぼされた。 

② ４世紀はじめに楽浪郡を滅ぼして朝鮮半島北部を領有した。 

③ ７世紀に朝鮮半島を統一したが、のちに高麗に滅ぼされた。 

④ 隣国の圧迫を避けるため日本と親交。日本に儒教・仏教を伝えた。 

問７ 文中の下線部(d)の説明として正しいものを、次のうちから１つ選んで番号で答えよ。 

 ① 外敵の襲来などの変事を都に急報するための設備。 

 ② 川をせき止めて水を貯えるための堤。 

③ 九州に置かれた政府の出先機関。 

④ 国防上重要な地に派遣された兵士。 

問８ 文中の下線部(e)の近江大津宮が属する地域名として正しいものを、次のうちから１つ選

んで番号で答えよ。 

 ① 畿内  ② 東海道  ③ 北陸道  ④ 東山道 

問９ 文中の下線部(f)の時代に作成した戸籍の名称と説明の組み合わせとして正しいものを、

次のうちから１つ選んで番号で答えよ。 

① 名称：庚午年籍  説明：最初の全国的な戸籍。氏姓を正す根本台帳として保存。    

② 名称：庚午年籍  説明：班田を確実に実施するための農民支配の根本台帳。 

 ③ 名称：庚寅年籍  説明：最初の全国的な戸籍。氏姓を正す根本台帳として保存。 

 ④ 名称：庚寅年籍  説明：班田を確実に実施するための農民支配の根本台帳。 

問10 文章Ⅱ～Ⅴを年代の古いものから順に正しく並んでいるものを、次のうちから１つ選ん

で番号で答えよ。 

① Ⅴ→Ⅲ→Ⅱ→Ⅳ   ② Ⅴ→Ⅲ→Ⅳ→Ⅱ  

③ Ⅲ→Ⅴ→Ⅱ→Ⅳ   ④ Ⅲ→Ⅴ→Ⅳ→Ⅱ         

 

３ 以下の図版とそれに関する文章を読み、あとの設問に答えよ。 

 

 国風文化は大陸の文化を踏まえ、それを日本の風土に合うように工夫された文化である。こ

れを象徴するのが漢字をもとにしてつくられた［ Ａ ］文字である。［Ａ］文字により人々

の感情や感覚を日本語でいきいきと伝えることが可能となり、多くの(a)文学作品が生まれた。 

次に、人々の信仰について述べておきたい。Ⅰはある絵巻物の一部であるが、祇園社（現在

の八坂神社）で行われた（ あ ）を描いており、これが現代の祇園祭の起源とされる。（あ）

ははじめ、(b)政治的敗者をなぐさめる行事であったが、やがて疫病の流行を防ぐ祭礼となった。

Ⅱ 

 

Ⅰ 

 

http://www.weblio.jp/content/%E5%A4%96%E6%95%B5
http://www.weblio.jp/content/%E8%A5%B2%E6%9D%A5
http://www.weblio.jp/content/%E5%A4%89%E4%BA%8B
http://www.weblio.jp/content/%E6%80%A5%E5%A0%B1
http://www.weblio.jp/content/%E8%A8%AD%E5%82%99


 

 

平安京の衛生状態はとても良いとは言えず、疫病が恐怖の対象となったのだろう。このように、

当時の人々は多くの不安と恐怖を抱えていたのだ。それは権力を得た(c)貴族たちとて例外では

なく、とくに［ Ｂ ］の著した『往生要集』が多くの貴族に読まれ、浄土の教えが流行した。

4人の娘を中宮や皇太子妃とし、栄華を極めた藤原道長も(d)浄土教に傾倒し、(e)法成寺という

壮麗な寺を建立した。また、道長の息子の［ Ｃ ］は宇治に(f)平等院鳳凰堂を営み、その内

部にⅡの彫刻が掲げられている。［Ｃ］は（ い ）の時代に入るとされた1052年に別荘を寺

に改め平等院とした。 

 

問１ ［Ａ］～［Ｃ］に入る語句や人物名をそれぞれ答えよ。 

問２ （あ）・（い）に入る語句の組み合わせとして正しいものを、次のうちから１つ選び番 

  号で答えよ。 

 ① （あ）庚申講 （い）末法     ② （あ）御霊会 （い）像法 

 ③ （あ）庚申講 （い）像法     ④ （あ）御霊会 （い）末法 

問３ 下線部(a)について、平安時代の文学作品について述べた以下の短文のうち、正しいもの 

  を１つ選び番号で答えよ。 

 ① 『古今和歌集』は最初の勅撰和歌集として、9世紀初頭に醍醐天皇の勅によって編まれた。 

 ② 『伊勢物語』は伊勢守として任期を終えた作者が帰京するまでを記した日記である。 

 ③ 『枕草子』は中宮定子に仕えた清尐納言が宮廷生活を記した随筆である。 

 ④ 『更級日記』は藤原道綱の母が家庭生活を記した日記である。 

問４ 下線部(b)に関して、901年に大宰府に左遷され、のちに「天神」として祀
まつ

られるように 

  なった人物は誰か。次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

 ① 早良親王    ② 菅原道真    ③ 有間皇子    ④ 長屋王 

問５ 下線部(c)について、右の図版は「貴族」 

  のようすが描かれたある絵巻物の一部であ 

  る。これについて説明した以下の短文のう 

  ち、誤っているものを１つ選び、番号で答 

  えよ。 

 ① この絵巻物は『源氏物語絵巻』で、紫式 

 部によって描かれた。 

 ② 画面右の男性の座るところには畳が敶い 

 てある。このように、畳は、必要に応じて 

 一部に敶かれるものだった。 

 ③ 画面左にいる女性が身につけているのは、女房装束と呼ばれる女性の正装である。 

 ④ 貴族の邸宅は基本的に間仕切りが作られないので、画面中央に見えるような几帳や屏風 

  などで必要に応じて空間を仕切った。 

問６ 下線部(d)について述べた以下の短文のうち正しいものを、次のうちから１つ選び番号で 

  答えよ。 

  ① 極楽往生したといわれる人々の伝記を集めた往生伝も多くつくられた。 

  ② 浄土教は、「市聖」と呼ばれた空海によって民間にも広がった。 

  ③ 浄土教は美術作品にも大きな影響を与え、曼荼羅がさかんに描かれた。 

  ④ 浄土教は、人々を救済するため即身仏となることを説く教えである。 

問７ 下線部(e)の阿弥陀堂は「□□」と呼ばれた。このため、藤原道長の日記は『□□関白記』 

  と呼ばれるようになった。「□□」に当てはまる語を漢字で答えよ。 

 



 

 

問８ 下線部(f)およびⅡに関して述べた以下のア・イの短文の正誤を判断し、その組み合わせ 

  として正しいものを、次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

  ア 平等院鳳凰堂に安置された阿弥陀如来像は、仏師定朝がつくった乾漆像である。 

  イ Ⅱの彫刻は、いずれも飛雲に乗り阿弥陀如来とともに来迎する様子を表している。 

  ① ア：正  イ：正     ② ア：正  イ：誤 

③ ア：誤  イ：正     ④ ア：誤  イ：誤 

 

４  次の文章を読み、あとの設問に答えよ。 

 チンギス＝ハンの孫フビライ＝ハンは、中国北部を支配して国号を元と改め、（ あ ）を

朋属させ、日本に対して朝貢を強要してきた。執権(a)北条時宗がこれを拒否したため、(b)1274

年、約３万の兵が対馬・壱岐を攻め、博多湾に上陸した。(c)九州の御家人が防衛にあたったが、

元軍の集団戦法や「てつはう」などの火器により苦戦を強いられた。しかし、内部対立などで、

元軍は撤退した。1281年、元は（ い ）を征朋した後、再び攻めてきた。この間に博多湾に

は石塁（石
いし

築地
つ い じ

）が築かれ、日本軍の奮戦により上陸を許さず、さらに暴風雤により元軍は敗

走した。 

 蒙古襲来後、御家人は多くの犠牲を強いられたにもかかわらず恩賞は十分に与えられなかっ

たため、(d)困窮し、幕府への不満が高まっていった。そこで、1297年幕府は（ ア ）の徳政

令を出し、困窮した御家人を救済しようとしたが、効果は一時的であった。 

 

問１ 次の文で正しいものを、次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

 ① フビライは大都に遷都した。 

 ② 下線部(b)の襲来を弘安の役という。 

 ③ 石塁の跡は現在全く残っていない。 

 ④ 蒙古襲来後、全国の御家人に異国警固番役が課された。 

 

問２ 空欄（あ）・（い）に入る国名の組み合わせとして正しいものを、次のうちから１つ選

び番号で答えよ。 

 ① （あ）高麗 （い）大越  ② （あ）朝鮮 （い）大越 

 ③ （あ）高麗 （い）南宋  ④ （あ）朝鮮 （い）南宋 

 

問３ 空欄（あ）の国では、朋属後もモンゴルに対する抵抗がみられた。（あ）王に直属する

精鋭部隊を何というか。次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

 ① 両班    ② 三別抄    ③ 按司   ④ 奉公衆   

 

問４ 下線部(a)の北条時宗の父と息子の組み合わせとして正しいものを、次のうちから1つ選

び番号で答えよ。 

 ① 時頼－高時  ② 泰時－高時  ③ 泰時－貞時  ④ 実時－貞時 

 ⑤ 時頼－貞時  ⑥ 実時－高時 

 

問５ 下線部(b)の襲来の翌年、紀伊国では百姓等が地頭の非法を訴える訴状を出している。こ

の訴状が出された荘園はどこか。次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

 ① 黒田荘  ② 桛田荘  ③ 東郷荘  ④ 阿氐河荘  ⑤ 鹿子木荘 



 

 

問６ 下線部(c)の九州に関して、鎮西探題の説明として正しいものを、次のうちから１つ選び

番号で答えよ。 

  ① 源義経追討を機に、九州御家人統率と軍事警察任務を司るためにおかれた機関。 

 ② 博多に設置され、九州御家人の指揮、九州の政務や裁判をおこなった。 

 ③ 三河以西の御家人の統括と朝廷の監視を行う機関。 

 ④ 九州の守護統制と南朝勢力討伐を目的として設置された。 

 

問７ 蒙古襲来後の政治の説明として正しいものを、次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

  ① 蒙古襲来によって、幕府に対する御家人の不満は高まり、北条氏の権力は衰退した。 

  ② 幕府の支配権は全国的に強化され、北条氏の家督をつぐ得宗の勢力が強大となった。 

  ③ 全国の守護の半分以上は北条氏一門が占めて、他の有力御家人は地頭に降格となった。  

 ④  幕府は御家人以外の荘園・公領の武士を動員する権利を朝廷に求めたが、朝廷から拒絶 

  された。 

 

問８ 蒙古襲来後におこった霜月騒動に関する人物の組合せとして正しいものを、次のうちか 

  ら１つ選び番号で答えよ。 

  ① 平重盛－和田義盛  ② 平重盛－安達泰盛  ③ 平重盛－三浦泰村    

 ④ 平頼綱－和田義盛  ⑤ 平頼綱－安達泰盛  ⑥ 平頼綱－三浦泰村 

 

問９ (ア)にあてはまる元号を、次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

  ① 正長   ② 嘉吉   ③ 永仁   ④  正中   ⑤ 元弘 

 

問10 下線部(d)の御家人の困窮の原因について述べた次の文で、正しいものを、次のうちから

１つ選び番号で答えよ。 

 ① 分割相続の繰り返しにより所領が細分化されていった。 

 ② 半済令により所領の年貢の半分を幕府に差し出さねばならなくなった。    

 ③ 貨幣経済の浸透により物価が高騰し、札差などに借金するものが多かった。 

 ④ たびたび飢饉がおこり、農業技術の進展もなく収入が減尐した。 

 

５ つぎの文章と史料を読み、あとの設問に答えよ。 

  戦国大名は富国強兵につとめ、有力家臣を城下に集めて住まわせたり、(a)有力家臣のもと

に預けおくかたちで家臣団に組み入れた地侍を組織し、血縁関係になぞらえた主従関係を結ん

だ。支配下の土地では検地を行い段銭･棟別銭･夫役などを課した。領国経済発展のため様々な

工夫をし、交通や流通を妨げてきた〔 Ａ 〕を廃止し、〔 Ｂ 〕令などを発布して城下町

に商工業者を集め、(b)撰銭令を出して商品流通を促した。分国支配と戦時への備えの両面から

(c)治水･灌漑事業や築城技術、(d)鉱山の採掘技術を重んじた。戦国大名はそれぞれ、領国支配

にあたり明文化した(e)分国法を制定し、その規範とした。 

 

問１  文中の〔Ａ〕〔Ｂ〕に適する語を入れよ。 

 

問２ 文中の下線部(a)について、戦国大名が血縁関係になぞらえて結んだ主従関係を何と 

  呼ぶか。 

 



 

 

問３ 文中の下線部(b)の説明として正しいものを次の中から１つ選び、番号で答えよ。 

 ① 粗悪銭の受け取り拒否を禁じ、全ての貨幣を同じ基準で流通させることとした。 

 ② 粗悪銭の流通を禁じ、良銭のみ流通させることとした。 

 ③ 粗悪銭と良銭の交換比率を定め、条件付きで貨幣の流通を図った。 

 ④ 技術の向上を受けて、国産の貨幣を製造し、外国から流入した銭の使用を禁じた。 

問４ 文中の下線部(c)について、甲斐国で釜無川の氾濫から耕地をまもるため築かれ、現 

  在も役立っている堤防を何というか。 

問５ 文中の下線部(d)について、「灰吹法」という技術で大量の銀生産を行った世界遺産に 

  なっている鉱山を次の中から１つ選び、番号で答えよ。 

 ① 佐渡  ② 石見  ③ 生野  ④ 黒川 

問６ 文中の下線部(e)について、分国法に関する史料を読み、後の問いに答えよ。 

 

一、［ Ｃ ］の事、是非に及ばず成敗を加ふべし。    「(f)甲州法度之次第（信玄家法）」  

一、(g)駿遠両国の輩、あるいはわたくしとして他国よりよめを取、或ハむこに取、むすめを 

  つかハす事、自今以後之を停止し畢ぬ。        「今川仮名目録」 

一、当家塁館の外、必ず国中に城郭を構えさせらる間敶候。惣て大身の輩をば悉く［ Ｄ ］ 

  へ引越しめて、其郷其村には只代官・下司のみ居置かるべき事。･･･ 

                            「朝倉敏景十七箇条」   

 ⅰ）史料中の［Ｃ］［Ｄ］に適する語を入れよ。 

  ⅱ）下線(f)～(g)について、それぞれの領国は f は武田氏の領国である甲斐、g の領国は今 

  川氏の駿河･遠江である。現在の都道府県ではどこにあたるのか答えよ。 

 

６ 次の文章を読み、あとの設問に答えよ。 

 

1600(慶長５)年、徳川家康は関ヶ原の戦いに勝利し、国内外の体制をかため、1603年に征夷

大将軍に就任、江戸幕府を開いた。諸大名に命じて江戸のまちを建設させると同時に、財政的

基盤の整備にもつとめた。 

江戸初期、幕府の財政収入の中心は幕領(幕府の直轄領)からの年貢収入であった。将軍が支

配する全石高は、17世紀末には約3000万石であり、そのうちの約2550万石が（ あ ）領、約

400万石が（ い ）領、約40万石が（ う ）領として配分されていた。他にも、(a)主要な

鉱山からの収入を独占し、(b)貨幣鋳造権を掌握した。その際、大名たちの貨幣鋳造を制限した

が、(c)諸藩・旗本領内で通用する紙幣である［ Ａ ］は、特に江戸時代後半以降、発行が目

立つようになった。さらに、重要な都市は幕府の直轄とし、例えば京都・大坂・駿府にはそれ

ぞれ［ Ｂ ］が置かれ、民政を管理した。また、長崎は幕府の管理・独占のもとで（ ア ）

・（ イ ）との貿易が行なわれた。特に（ア）が平戸に建設された後、長崎に移された商館

には［ Ｃ ］と呼ばれた商館長が在任しており、幕府は定期的に(d)［Ｃ］から報告される海

外情報を独占した。しかし、商品経済の発達による村内での階層分化や、鉱山収入の減尐、火

山の噴火や地震などの天災、飢饉の頻発などにより、本年貢体制は揺らぎはじめ、幕府の財政

は悪化していった。 

 

問１ 空欄［Ａ］［Ｂ］［Ｃ］にあてはまる語句をそれぞれ答えよ。ただし、［Ｃ］はカタカ

ナで答えること。 

 



 

 

問２ 空欄（あ）（い）（う）にあてはまる語句の組合せとして正しいものを、次のうちから

１つ選び番号で答えよ｡ 

 ①（あ）幕府直轄   （い）大名・旗本  （う）天皇・寺社 

②（あ）天皇・寺社  （い）幕府直轄   （う）大名・旗本 

③（あ）大名・旗本  （い）幕府直轄   （う）天皇・寺社 

④（あ）大名・旗本  （い）天皇・寺社  （う）幕府直轄 

問３ 下線部(a)に関連して、伊予国にある江戸期最大の銅山については、大坂泉屋(住友家)

が経営していた。この銅山の名前を答えよ。 

問４ 下線部(b)に関して述べた文として正しいものを、次のうちから１つ選んで番号で答え

よ｡ 

 ① 金座で製造された小判には、必ず天皇の刻印が記されていた。 

 ② 銀座で製造された銀貨は、基本的には個数や額面で通用する計数貨幣であった。 

 ③ 江戸時代を通じて、幕府は金銀貨の品質を一定に保ち、人々からの信頼を得た。 

 ④ 銭座では、主に銅を用いて寛永通宝が製造された。 

問５ 空欄（ア）（イ）にあてはまる国名を、次のうちからそれぞれ選んで番号で答えよ｡ 

 ① 朝鮮  ② ロシア  ③ 清  ④ イギリス  ⑤ ポルトガル  ⑥ オランダ 

問６ 下線部(c)に関連して、1661年、ある藩は上質な和紙である地元産の奉書紙を利用して、

日本で初めて［Ａ］を発行した。ある藩とはどこの藩のことか、次のうちから１つ選んで番

号で答えよ｡ 

 ① 薩摩藩  ② 越前藩  ③ 白河藩  ④ 会津藩 

問７ 下線部(d)のことを何というか、答えよ。 

 

７  次の文章を読み、あとの設問に答えよ。 

 明治政府は列強に範をとって国家の近代化に努め、議会の近代化の指標となる仕組みが20年

ほどで整えられた。 

 1890年11月の第一議会（第一回帝国議会）から1894年の第六議会までを一般に初期議会とい

う。1890年7月の第一回衆議院議員総選挙が実施されてから第六議会までに3回の総選挙が実施

されたが、いずれも民権派の流れをくむ民党勢力が(a)政府支持勢力を圧倒した。 

第一議会が開かれると（ ア ）内閣は国境としての［ Ａ ］線と朝鮮を含む［ Ｂ ］線

の防衛のため、軍備拡張を含む予算案を提出した。民党は［ Ｃ ］・政費節減を主張し、予

算案を削減した。政府は立憲自由党の土佐派を買収し、一部を削減した予算案を成立させた。 

 第二議会では、軍艦建造費などを含む予算案に民党が反対した。［ Ｄ ］海軍大臣による

蛮勇演説で議会は紛糾した。民党は予算案から軍艦建造費などを大幅削減したが、政府は同意

せず、議会は初の解散となった。第二回総選挙が実施されたが、［ Ｅ ］内務大臣の指揮の

もと、激しい選挙干渉が行われた。しかし、結果は民党の勝利に終わり、民党の勢力を覆すこ

とが出来なかった（ イ ）内閣は退陣した。 

 第四議会では、「元勲総出」の（ ウ ）内閣が、民党第一党の自由党し接近し、「和衷協

同の詔勅」の力もあって海軍軍備の拡張に成功した。しかし、政府と民党勢力の接近に反発す

る残存民党は、かつての政府支持政党である国民協会と対外硬派連合を組織し、条約改正問題

で政府を攻撃したので、政府と衆議院は日清戦争直前まで対立を繰り返した。 

 

問１ 下線部(a)について、民権派の流れをくむ勢力を民党と呼んだのに対し、政府支持政党の 

  ことを何と呼んだか。 



 

 

問２ 文中の(ア)～（ウ）に該当する内閣名を、次の中からそれぞれ選び番号で答えよ。 

 ① 黒田清隆  ② 第一次伊藤博文  ③ 第二次伊藤博文  ④ 第一次松方正義 

 ⑤ 第二次松方正義  ⑥ 第一次山県有朊 

問３ 文中の［Ａ］～［Ｅ］に該当する語句をそれぞれ記せ。 

問４ 初期議会に関しての説明文として、誤っているものを、次の中から1つ選び番号で答えよ。 

 ① 第一回総選挙の時の有権者は全人口の1.1％であった。 

 ② 帝国議会の一院に反対されれば、天皇大権でも軍備増強は実行できなかった。 

 ③ 「元勲総出」の内閣には、薩摩・長州出身の政治家が多数入閣した。 

 ④ 天皇自らが宮廷費の削減を行い、軍艦建造命令がくだされた。 

 

８ 次の文章を読み、あとの設問に答えよ。 

 第一次世界大戦はかつてない被害を人々にもたらした。列強は二度とこのような戦争が起こ

らないようにと、(a)国際協調を目指して軍縮交渉を進めていた。この動きは(b)不況の最中に

あった日本にとっても歓迎すべきものであり、欧米諸国に対しては(c)協調外交路線をとった。 

当時、中国では五・四運動以後の民族主義の高まりを受け、全土で反帝国主義運動が盛んに

なっていた。こうした状況にそれまで対立していた中国国民党と中国共産党が手を結んで第1

次国共合作を実現し、［  Ａ  ］らの北方軍閥を倒し、中国全土を統一するため国民革命

軍による北伐が開始された。 

日本は中国に対しても、第二次護憲運動の結果成立した(d)護憲三派内閣が一貫して不干渉主

義を堅持したが、中国情勢の展開に対して軍部や他の政党は，協調外交では中国における日本

の権益が危うくなるとして第一次若槻礼次郎内閣を倒閣に追い込み、(e)田中義一内閣が誕生す

ると一転して積極姿勢に転じた。 

田中内閣は、(f)日本が権益を持つ満州を実力で守る方針を決定し、満州に基盤をもつ軍閥の

［Ａ］を支援したが、［Ａ］が敗北すると、現地の関東軍は［Ａ］を奉天郊外で列車ごと爆破

して殺害した。この事件の処理責任を問われて田中内閣が総辞職すると、代わった浜口雄幸内

閣は協調外交の方針を復活させて対中関係改善に努めた。軍部と対立した浜口が狙撃され、代

わって再び組閣した第二次若槻礼次郎内閣でもこの方針は継続された。 

しかし、満州では［Ａ］の子が後を継いで国民政府に合流したため北伐は完了し、国民政府

による中国全土の統一がほぼ達成されると、諸外国が持っている権益を取り戻そうとする国権

回復運動が中国全土で高まっていくことになった。 

満州の状況に対して軍や右翼は「満蒙の危機」を叫び、満州を中国主権から切り離して日本

の勢力下に置こうと計画した。関東軍は(g)1931年9月18日、奉天郊外で満鉄線路を爆破し、こ

れを中国軍の行為であると偽って軍事行動を開始した。(h)満州事変の始まりである。協調外交

路線をとる第二次若槻内閣は不拡大方針声明を出したが、内閣を倒して軍部政権を樹立しよう

とする動きや閣内の不統一もあり、総辞職に追い込まれるとともに協調外交路線も終わりを告

げることとなった。代わった(i)犬養毅内閣は事態の打開を図ろうとしたが、関東軍は戦線の拡

大を続け、1932年２月には満州のほぼ全土を占領、3月にはついに清朝最後の皇帝が執政となっ

て満州国が発足した。 

問１ 文中の下線部(a)に関して述べた文として正しいものを、次のうちから１つ選べ。 

 ① 国際連盟が発足し、アメリカ・イギリス・フランスとともに日本も常任理事国になった。 

 ② ワシントン会議で結ばれた四カ国条約では、石井・ランシング協定が破棄された。 

 ③ ワシントン会議で結ばれた海軍軍縮条約では、補助艦の保有量が制限された。 

 ④ ワシントン会議では山東半島における旧ドイツ権益を中国に返還する条約も締結された。 



 

 

問２ 文中の下線部(b)に関して、1920年代～1930年代初頭にかけて起こった不況の順番として

正しいものを、次のうちから１つ選べ。 

 ① 戦後恐慌 → 昭和恐慌 → 金融恐慌 → 震災恐慌 

 ② 戦後恐慌 → 金融恐慌 → 震災恐慌 → 昭和恐慌 

 ③ 戦後恐慌 → 震災恐慌 → 金融恐慌 → 昭和恐慌 

 ④ 戦後恐慌 → 震災恐慌 → 昭和恐慌 → 金融恐慌 

問３ 文中の下線部(c)を進めた外務大臣は誰か、人名を答えよ。 

問４ 文中の空欄［  Ａ  ］に適切な人名を答えよ。 

問５ 文中の下線部(d)に関して、正しい組み合わせを次のうちから１つ選べ。 

 ① 憲政会・立憲政友会・立憲民政党 

 ② 憲政会・立憲政友会・革新俱楽部 

 ③ 立憲政友会・立憲民政党・革新俱楽部 

 ④ 立憲民政党・革新俱楽部・政友本党 

問６ 文中の下線部(e)に関して、この内閣の時の出来事として誤っているものを次のうちから 

  １つ選べ。 

 ① 日ソ基本条約が締結され、ソ連との国交が樹立した。 

 ② 第１回目の普通選挙が実施され、無産政党からも当選者が出た。 

 ③ 治安維持法が改正され、最高刑が死刑に引き上げられた。 

 ④ 三・一五事件などで日本共産党員に対する弾圧を強化した。 

問７ 文中の下線部(f)に関して、日本が満州に権益を持つきっかけとなった「清国からの旅順

・大連の租借権、長春以南の鉄道とその付属の利権を日本に譲渡する」ことを認めた条約

とは何か、答えよ。 

問８ 文中の下線部(g)に関して、この出来事は何か答えよ。 

問９ 文中の下線部(h)に関して、この結果として正しいものを次のうちから１つ選べ。 

  ① 満州国を中国に返還し、中国の主権を尊重した。 

  ② 国際連盟を脱退し、国際的に孤立していった。 

  ③ 平和主義を掲げ、再び協調外交路線へと転換した。 

  ④ 国内的には挙国一致内閣を樹立し、軍部の台頭を抑えた。  

問10 文中の下線部(i)が、暗殺された事件として正しいものを次の中から選びなさい。 

  ① 血盟団事件    ② 十月事件   ③ 五・一五事件   ④ 二・二六事件 

 

９  ５５年体制と国際情勢に関する次の年表を読み、あとの設問に答えよ。 

 

1951年9月、サンフランシスコ平和条約調印。10月、日本社会党、左派右派に分裂。 

1952年2月、日米行政協定調印。4月、(a)日華平和条約調印。サンフランシスコ平和条約の発効。 

1954年3月、日本、アメリカとＭＳＡ協定を結ぶ。7月、（ ア ）発足。(b)左右の社会党、日

本共産党、総評などの革新勢力が保守勢力への反対姿勢を強めた。 

1955年2月、日本社会党左右両派は総選挙で衆議院の3分の１の議席を確保。4月、アジア・アフ

リカ会議（バンドン会議）開催、(c)10月、日本社会党左右両派統一を実現。11月、（ イ ）

と自由党が合同し、自由民主党結成。 

1956年10月、（ ウ ）共同宣言。 12月、日本の国連加盟実現 

1960年1月、(d)日米新安保条約調印。民主社会党結成。５～６月、安保闘争。 

1962年池田内閣、中華人民共和国とＬＴ貿易を取り決める 



 

 

1965年2月、アメリカによるベトナム北爆開始。6月、(e)日韓基本条約調印。 

1968年小笠原諸島返還。 

1969年佐藤ニクソン会談で「核抜き」の沖縄返還で合意。 

1971年沖縄返還協定調印 

1972年2月、米中共同声明。5月、沖縄、日本復帰、沖縄県発足。7月、日中共同声明により日中

国交正常化実現 

1978年日中平和友好条約調印。 

1985年ゴルバチョフがソ連の書記長となり、ぺレストロイカが始まる。 

1989年(f)米ソ両国、マルタ島で冷戦終結宣言。 

1990年東西ドイツ統一。 

1992年2～11月、東京佐川急便事件。6月、（ エ ）協力法成立。 

1993年6月、ゼネコン汚職事件。新党さきがけ・新生党結成。8月、(g)細川護煕連立内閣成立。 

1994年6月、(h)村山富市連立内閣成立 

 

問１ 空欄（ ア ）～（ エ ）について、あてはまる語句を、次のうちからそれぞれ１つ 

  ずつ選び、番号で答えよ。 

 （ ア ）：① 保安隊   ② 警察予備隊  ③ 自衛隊  ④ 鉄血勤皇隊 

 （ イ ）：① 日本民主党 ② 社会民主党  ③ 民主党  ④ 日本進歩党 

 （ ウ ）：① 日ソ    ② 日中     ③ 日韓   ④ 日ロ 

 （ エ ）：① ＮＧＯ   ② ＮＰＯ    ③ ＷＴＯ  ④ ＰＫＯ 

問２ 下線部（a）の説明として正しいものを、次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

① 日本は、中華人民共和国と日華平和条約を結び日中間の戦争状態の終結を宣言した。 

② 日本は、中華民国と日華平和条約を結び日中間の戦争状態の終結を宣言した。 

③ 日本は、中華人民共和国と日華平和条約を結び対日賠償の請求権を放棄した。 

④ 日本は、中華民国と日華平和条約を結び対日賠償の協定を結んだ。 

問３ 下線部（b）に関連してこの頃の革新勢力の運動に関連あるものとして誤っているものを、

次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

① 内灘闘争  ② 砂川闘争  ③ 第五福竜丸事件  ④ 三池争議 

問４ 下線部（c）に関連して日本社会党と自由民主党の主張の説明として正しいものを、次の

うちから１つ選び番号で答えよ。 

① 日本社会党は、憲法改正を主張した 

② 日本社会党は、非武装中立を主張した 

③ 自由民主党は、保守勢力として憲法擁護を主張した。 

④ 自由民主党は、アメリカに依存しない安全保障を主張した。 

問５ 下線部（d）の説明として正しいものを、次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

① 安保条約を改定して対米従属を強めた 

② 日米新安保条約は、池田勇人首相とアイゼンハワー大統領の間で調印された。 

③ 日米新安保条約では、アメリカの日本防衛義務が明文化された。 

④ 日米新安保条約は、衆議院参議院で採決されて批准された。 

問６ 下線部（e）の説明として正しいものを、次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

① 池田勇人内閣が順調な経済成長のもと懸案だった日韓関係に取り組み結ばれた。 

② この条約で、日本は韓国政府を「朝鮮にある唯一の合法的な政府」と認めた。 

③ この条約で、日本による韓国併合以前の諸条約の有効が確認された。 

④ 大韓民国は、李承晩政権の下アメリカの圧力で条約を調印した。 



 

 

問７ 下線部（f）の冷戦終結宣言後の事項としてあやまっているものを、次のうちから１つ選

び番号で答えよ。 

① 米ソ中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約締結。 

② イラクによるクウェート侵攻。 

③ アメリカによるアフガニスタン攻撃 

④ ソビエト連邦解体 

問８ 下線部（g）の説明として正しいものを、次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

① 細川護熙内閣は、消費税導入を機に総辞職した。 

② 細川護熙内閣で野党になった共産党と自民党の間で連携協力が進んだ。 

③ 総選挙で第一党になった日本新党の党首細川護熙が首相となった。 

④ 非共産・非自民の８会派が日本新党の細川護熙を首相とする内閣を発足させた。 

問９ 下線部（h）の説明として正しいものを、次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

① 羽田孜内閣が短命に終わると、自民・社会・共産による村山富市連立内閣が成立した。 

② 村山富市連立内閣は、政治改革として小選挙区比例代表並立制を成立させた。 

③ 村山富市内閣で与党となった社会党は、安保・自衛隊を容認した。 

④ 村山富市内閣で野党となった新生党・公明党・民社党・日本新党らは民主党を結成した。 

  

10 史子さんと博志さんは、修学旅行先で交流する外国の高校生に、京都や奈良にある世界 

 文化遺産を紹介することになった。次に示したものは、紹介用に作成した写真と解説文であ 

 る。以下の設問に答えよ。 

Ⅰ． 

この建物は京都市中京区にある[ Ａ ]城です。城とい

う名前がついていますが、江戸時代に入ってから幕府が建

てた施設で、わかりやすく言えば将軍の京都宿泊所です。

この建物のなかには（ ア ）が大政奉還を表明した大広 

間が残されていて見学することができます。 

 

 

問１ 空欄[Ａ]にあてはまる建物名を漢字２文字で答えよ。 

問２ 空欄（ア）にあてはまる語句として正しいものを、次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

 ① 孝明天皇   ② 徳川慶喜  ③ 徳川家茂  ④ 大久保利通  ⑤ 岩倉具視 

  Ⅱ． 

 この建物は京都市北区にある寺院で、外国からの観光客で

いつも賑わっています。一般に金閣寺という名で呼ばれてい

ますが、正しくは[ Ｂ ]寺と言います。この名前は室町幕

府の３代将軍足利義満の法名にちなんだもので、この一帯は

もとは北山殿という義満の別荘でした。建物は３階建てで、 

初層と中層は平安貴族の住まいに用いられた（ あ ）の伝

統を生かし、上層には鎌倉時代に宋から伝えられた（ い ）

という建築様式が採用されています。残念ながら、建物の中

に入ることはできません。 

  

問３ 空欄[Ｂ]にあてはまる語句を漢字２文字で答えよ。 



 

 

問４ 空欄（あ）・（い）にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを、次のうちから

１つ選び番号で答えよ。 

  ① あ－寝殿造  い－禅宗様    ② あ－寝殿造  い－書院造 

  ③ あ－書院造  い－寝殿造    ④ あ－書院造  い－禅宗様 

  ⑤ あ－権現造  い－寝殿造    ⑥ あ－権現造  い－書院造 

Ⅲ． 

 この建物は、金閣寺と並んで有名な銀閣寺の境内にある

[ Ｃ ]です。きらびやかな金閣寺とは違った趣きを持つこ

の建物は、銀閣と同じく、足利義満の孫で８代将軍になった

足利義政が建立しました。建物の中には義政が書斎として使

っていた同仁斎と呼ばれる部屋があり、（ う ）や

（ え ）などが備えられています。建物の中に入って間近

に見学できる機会が年に数回あります。 

問５ 空欄[Ｃ]にあてはまる建物名を漢字３文字で答えよ。 

問６ 空欄（う）・（え）にあてはまる語句として誤っているものを、次のうちから１つ選び 

  番号で答えよ。 

   ① 釣殿  ② 明障子  ③ 違い棚  ④ 付書院   

  Ⅳ． 

 この建物は奈良市にある東大寺の南大門です。東大寺

は奈良時代に建てられた寺院ですが、12世紀後半に起こ

った源平争乱で焼けてしまいました。鎌倉時代の初めに

（ お ）という僧侶が朝廷から再建の責任者に任命さ

れ、中国の宋から渡ってきた（ か ）という技術者の

協力を得て再建しました。この建物は[ Ｄ ]という建

築様式の代表作で、柱に穴を開けて水平材を貫通させる

貫
ぬき

という技法を用いているのが特徴です。 

問７ 空欄（お）・（か）にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを、次のうちから 

  １つ選び、番号で答えよ。 

  ① お－陳和卿  か－裴世清   ② お－重源  か－裴世清   

  ③ お－重源   か－陳和卿   ④ お－明恵  か－陳和卿 

 ⑤ お－明恵   か－裴世清  

問８ 空欄[Ｄ]にあてはまる語句を漢字３文字で答えよ。 

  Ⅴ． 

 この建物は奈良県斑鳩町にある法隆寺の金堂です。飛

鳥時代に天皇家の一族である厩戸王によって建てられま

した。日本で（ イ ）の屋根が造られるようになった

のはこの時代からです。今、建っている金堂は、創建当

初のものではなく、670年の火災で焼けたあとに再建され

たものですが、それでも世界最古の木造建築です。金堂

の中は暗いですが、飛鳥時代を代表する仏像を見ること

ができます。 

 

 



 

 

問９ 空欄（イ）にあてはまる語句として正しいものを、次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

  ① 檜
ひ

皮
わだ

葺き  ② 板葺き  ③ 柿
こけら

葺き  ④ 瓦葺き 

問10 法隆寺について述べた文として正しいものを、次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

  ① 金堂の南側には２基の塔が東西に並んで建てられている。 

  ② 金堂の内部は仏を描いた水墨画で飾られていたが、戦後間もない時期の火災で焼けて 

   しまった。 

  ③ 金堂の内部は、龍や獅子などを題材にした雄大な濃絵で飾られていた。 

  ④ 金堂の柱は、地面に穴を掘って立てられている。 

  ⑤ 金堂の柱は、礎石と呼ばれる石の上に立てられている。 

 


