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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。 

日本史 



 

 

１ 史男さんと博子さんは、夏休みに見学した場所について写真を見せながら語り合った。 

 図１～５を見ながら次の会話文を読んで、あとの設問に答えよ。 

図１ 

史男：私は奈良県桜井市にある（ ア ）に登っ   

てきました。図１はその全景です。山全体がご神体

になっていて、麓にある神社は本殿がなく、拝殿を

とおして山を拝むようになっていました。 

博子：神が宿るとされている山に登ることなんて、   

できるの？ 

史男：別の神社の社務所に申し出ると、立ち入り   

が許されるんだ。いろんな制限があるけど、                      

白い襷をかけて、山頂まで１時間ほどかけて登っ 

                   たよ。 

図２ 

博子：山の中はどんな様子だった？ 

史男：大きな石がたくさん集まっている（ イ ）   

と呼ばれるものがあちこちにありました。それらの

（イ）が何時代のものかは確かめられていないけれ

ど、麓にある山ノ神遺跡、図２がその写真だけど、

大正時代に、碧玉製勾玉など(a)古墳の副葬品と共通

するものが石の下から発掘されたそうです。古墳時

代 の 人 々は 、 形 の よ い 山 や 巨石 に 神 が 宿 る                      

と考えて祭祀をおこなっていたのですね。 

図３ 

博子：図３の写真、左奥に写っているのが（ア）   

ですね。右側に写っている森は何ですか？史男：奈

良盆地で最初の大型前方後円墳として有名な

[ Ａ ]古墳だよ。墳丘長は 280ｍもあるんだ。邪

馬台国大和説を唱える人たちの間では、(b)卑弥呼の

墓ではないかと考える人も多いよね。 

 

問１ 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 三輪山  ② 比叡山  ③ 浅間山 

  ④ 笠置山  ⑤ 金剛山 

 

問２ 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 葺石   ② 石築地  ③ 磐座   ④ 礎石   ⑤ 玉座 



 

 

問３ 文中の下線部(a)に関して、古墳の副葬品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 石包丁  ② 土偶   ③ 銅鐸   ④ ナイフ形石器  ⑤ 鍬形石 

問４ 空欄[Ａ]にあてはまる古墳名を漢字２文字で答えよ。 

問５ 文中の下線部(b)に関して、卑弥呼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 昇明２年に中国王朝に使節を送り、皇帝から親魏倭王という称号を与えられた。 

  ② 昇明２年に中国王朝に使節を送り、皇帝から漢委奴国王という称号を与えられた。 

  ③ 景初３年に中国王朝に使節を送り、皇帝から漢委奴国王という称号を与えられた。 

  ④ 景初３年に中国王朝に使節を送り、皇帝から親魏倭王という称号を与えられた。 

図４ 

博子：私は、福岡県宗像市にある宗像大社に行っ   

てきました。 

史男：図４の写真、無人島みたいですが、この島   

に渡ったんですか？ 

博子：とんでもない。この島は沖ノ島という玄界   

灘に浮かぶ孤島で、一般の人が渡るのは難   

しいそうです。宗像大社には辺津宮、中津   

宮、沖津宮という３つの宮があって、私がお参り

したのは辺津宮です。 

図５ 

史男：沖ノ島には何があるんですか？ 

博子：大きな岩の上や岩陰などから祭祀に使われ   

た大量の遺物が発掘されていて、海の正倉   

院とも呼ばれています。遺物は神宝館で見   

学できました。図５はその一例で [  Ｂ  ]   

と呼ばれる青銅製の鏡です。 

史男：[Ｂ]は、奈良県天理市の黒塚古墳など、近   

畿地方の(c)前期古墳を中心に見つかっているよ

ね。そうした遺物を用いて、沖ノ島ではどんな祭

祀がおこなわれていたのかな。                 

博子：海上交通の安全を祈ったのだろうと推定されています。ヤマト政権にとって、(d)朝鮮   

半島諸国から新しい技術や文化を導入することがとても重要だったからでしょうね。 

史男：朝鮮半島からもたらされた技術で作られたものとしては、[ Ｃ ]という灰色をした土   

器が有名だね。[Ｃ]を焼いた窯跡は泉北丘陵や千里丘陵などでたくさん見つかっている。博子

：(e)『日本書紀』に記されている渡来氏族も、宗像の神々に守られて海を渡ってきたのでしょ

うか。 

問６ 空欄[Ｂ]にあてはまる鏡を漢字６文字で答えよ。 

問７ 文中の下線部(c)に関して、前期古墳について述べた文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．埋葬施設には、おもに横穴式石室が用いられた。 

  イ．埋葬施設には、おもに竪穴式石室が用いられた。 



 

 

  ウ．副葬品には、腕輪形石製品など祭祀的な色彩の濃いものが多く見られた。 

  エ．副葬品には、馬具や冠など朝鮮半島の影響を示すものが多く見られた。 

  ① ア・ウ   ② ア・エ  ③ イ・ウ  ④ イ・エ 

問８ 文中の下線部(d)に関して、日本列島が古墳時代であった時期に、朝鮮半島の中で馬韓 

  の地域を統一して成立した国を答えよ。 

問９ 空欄[Ｃ]にあてはまる土器を漢字３文字で答えよ。 

問 10 文中の下線部(e)に関して、渡来系氏族とその先祖とされる人物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 東漢氏－王 仁  ② 西文氏－弓月君 

  ③ 秦 氏－弓月君  ④ 中臣氏－王 仁 

 

２ 次に示す史料は、８世紀初頭に没した官人の骨蔵器に刻まれていた銘文の一部（原漢文）

である。これを読んで、あとの設問に答えよ。 

 小納言（尐納言）、正五位下威奈
い な

卿墓誌銘、并
あわ

せて序。 

 卿、 諱
いみな

は大村、檜前
ひのくま

の五百
い ほ

野
の

の宮に天
あめ

のした御
しろ

しめしし天皇の四世、(a)後
のち

の岡本の聖朝の

紫冠威奈
い な の

鏡
かがみの

公
きみ

の第三子なり。（略）(b)後
のち

の 清
きよみが

原
はら

（浄御原）の聖朝、初めて務広肆
む こ う し

（＊注）

を授
さず

く。(c)藤原の聖朝、小納言（尐納言）闕
か

けたり。是
ここ

に於
お

いて高門
こうもん

貴
き

冑
ちゅう

、 各
おのおの

員に備は

らむことを望む。天皇特に卿を擢
ぬき

んでて小納言（尐納言）に变し、勤
ごん

広肆（＊注）を授く。

居ること幾
いく

ばくも無くして、位を直
じき

広肆（＊注）に進む。(d)太宝（大宝）元年を以
も

ちて、   

(e)律令初めて定まる。更に従五位下を授け、仌
より

て侍従を兼ぬ。（略）四年正月、爵
しゃく

を従
じゅ

五位上
ごいのじょう

に進む。慶雲二年、命ありて[ Ａ ]の(f)左小弁（左尐弁）を兼
か

ぬ。（略） 四年正月、爵

を 正
しょう

五位下
ご い の げ

に進む。（略） 

＊注 務広肆
む こ う し

・勤
ごん

広肆・直
じき

広肆：いずれも律令以前の位階。務広肆は48階のうち32番目、

勤広肆は24番目、直広肆は16番目となる。 

 

問１ 空欄[Ａ]は、一般政務を行う律令制下の最高官庁である。その名称を答えよ。 

問２ 下線部(a)(b)(c)について、それぞれ何天皇の政権にあたるか。正しい組み合わせを次の

うちから１つ選び番号で答えよ。 

  ① (a)斉明天皇 (b)持統天皇 (c)文武天皇 

 ② (a)聖武天皇 (b)天武天皇 (c)文武天皇 

 ③ (a)推古天皇 (b)斉明天皇 (c)聖武天皇 

  ④ (a)斉明天皇 (b)天武天皇 (c)聖武天皇 

問３ 下線部(d)は西暦何年にあたるか。 



 

 

問４ 下線部(e)について、この律令の編集の中心となった人物を２名答えよ。 

問５ 下線部(f)の左尐弁は左弁官の官吏であるが、左弁官が統括している省の正しい組み合わ

せを次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

  ① 式部省 民部省 大蔵省 宮内省   ② 兵部省 式部省 治部省 宮内省 

  ③ 中務省 式部省 治部省 民部省   ④ 兵部省 刑部省 大蔵省 宮内省 

問６ 彼は尐納言と左尐弁を兼任しているが、この官職はともに律令官制の四等官制の３番目

にあたる。四等官制の３番目は何か、ひらがなで答えよ。 

問７ 律令について述べた文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 奈良時代に入って制定された養老律令は、唐の制度の模倣であった大宝律令を大幅に

改正し、日本の実情に合致した内容となった。 

  ② 大宝律令が制定されたころ、日本という国号が正式に用いられるようになった。 

  ③ 律令の内容は、養老律令が『令義解』・『令集解』に大部分が引用されていることか

ら知ることができている。 

  ④ 律は刑法に相当し、令は行政組織や官吏の規定、人民の租税・労役等を規定している。 

問８ 律令の官人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 官人の子弟は、中央にある国学で官僚養成教育を受けた。 

  ② 官人のうち、太政大臣、左大臣、右大臣、大納言などを執事と言い、彼らの合議をも

って行政の運営にあたった。 

  ③ 官人には、位階・官職に応じて禄が給与されたが、公地公民の原則から、口分田以外

の土地は与えられなかった。 

  ④ 行政を監察し、官人の不正を摘発する役所として弾正台が設置されている。 

問９ 律令の地方官制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 地方の国司や郡司は中央から官人が交替で派遣され、統治を行った。 

  ② 全国は畿内と七道に行政区分された。畿内には、大和国、山背（のち山城）国、摂津

国、河内国、それに、のちに河内国から分離した和泉国が属している。 

  ③ 九州に設置された大宰府は、「遠の朝廷」とよばれ、西海道と南海道を統轄した。 

  ④ 京には、左京職・右京職が設置され、京の民政を担当した。左・右京職の下には市司

が属し、左京に置かれた西市、右京に置かれた東市を監督した。 

 

３ 次の文章を読んで、あとの設問に答えよ。 

 光仁天皇のあと即位した［ Ａ ］天皇は，都づくりと蝦夷征討を重点政策とした。 

 まず，寺院勢力の強い平城京からの遷都を企て，784年に［ Ｂ ］京へ都を遷した。しかし

造営の中心人物であった［ Ｃ ］が暗殺され，それに関わって［ Ｄ ］が皇太子の地位を

追われて死亡するなどしたため，794年には［ Ｅ ］の建議もあり平安京へ都を遷すことにな

った。 

 天皇はまた蝦夷征討のため，征夷大将軍の（ あ ）を東北地方へ派遣し，蝦夷の首長（ い ）

を屈朋させ。［ Ｆ ］をきずいて(a)鎮守府を多賀城から移した。 

しかし，平安京の造営と東北への軍隊の派遣の二大事業は政府の財政難をもたらし，民衆の

不満も増大した。805年，［Ａ］天皇は徳政論争とよばれる議論を裁定し（ ア ）の意見を取

り入れ二大政策を打ち切った。 

 他にも官司の統廃合などの政府機構の簡素化をはかる一方，(b)勘解由使などの令外官を設置

するなど，形骸化した令の官制にかえて，当時の政治や社会の実情に即した政治運営を行った。 



 

 

問１ 空欄［Ａ］～［Ｆ］に当てはまる語句を答えよ。 

問２ 空欄（あ）・（い）に当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－坂上田村麻呂 い－伊治呰麻呂  ② あ－文室綿麻呂  い－伊治呰麻呂 

  ② あ－文屋綿麻呂  い－阿弖流為   ④ あ－坂上田村麻呂 い－阿弖流為 

問３ 下線部(a)に関する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 陸奥国に設置した軍事を扱う役所で奥州藤原氏滅亡まで続いた。 

② 各国に設置された兵士の集団で地方豪族出身の者が指揮をした。 

  ③ 古代東北地方で城柵周辺に移住し、開拓と防衛にあたった人々。 

④ 都と地方を結ぶ駅路に16kmごとに置いたもの。  

問４ 空欄（ア）に当てはまる人名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 藤原緒嗣  ② 菅野真道  ③ 藤原仲成  ④ 菅原道真 

問５ 下線部(b) に関する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 京中の治安維持にあたっていたが、のちに都の警察裁判権をつかさどったもの。 

② 天皇の側近で機密の文書や訴訟を扱うもの。 

③ 天皇が幼尐または病気などのとき、代わって政務をおこなうもの。 

④ 国司交代の際の文書を検査して、国司交代の不正を防ぐもの。 

 

４ 以下の文章を読み、あとの設問に答えよ。 

 1335年(a)中先代の乱が起こり、これをきっかけに足利尊氏は建武政権から離反した。翌年、

(b)湊川の戦いで（ あ ）を破り入京を果たすと、光明天皇をたて、幕府の施政方針となる

［ Ａ ］を制定した。後醍醐天皇は京都を脱出して(c)吉野へ移り、ここに南北朝が分立した。 

 南朝側は動乱の初期より形勢は不利であったが、(d)北畠親房らが中心となり抗戦を続けた。

北朝側では1338年に尊氏が征夷大将軍に任じられ、弟の（ い ）と政務を分担し、政治を行

った。しかしやがて政治方針をめぐって兄弟それぞれを支持する勢力が対立し、［ Ｂ ］の

擾乱とよばれる内乱状態となった。これに勢力回復をもくろむ南朝勢力が複雑にからんで、各

勢力が離合集散を繰り返した。このように動乱が長引き全国化した背景には、すでに鎌倉時代

後期頃から始まっていた(e)惣領制の解体があり、武家社会も大きく変容をみせていた。 

 動乱の中で、国内の荘園・国衙領に対する守護の権限が強化されていった。とくに(f)半済令

の効果は大きく、守護はこれらの権限を利用して勢力を拡大した。これにともない、中央の権

門貴族の中には、荘園年貢の徴収を守護に請け負わせる守護請を行い、その経営から手をひく

ことも多くなった。こうして成長した守護の中には一国全体に地域的支配権を確立するものも

現れるようになった。鎌倉幕府の守護と区別して、この時代の守護を［ Ｃ ］と呼ぶことも

ある。 

問１ ［Ａ］～［Ｃ］に入る語句を答えよ。 

問２ （あ）・（い）に入る人物名の組み合わせとして正しいものを、次のうちから選び番号

で答えよ。 

  ① （あ）楠木正成 （い）足利基氏   ② （あ）新田義貞 （い）足利直義 

  ③ （あ）楠木正成 （い）足利直義   ④ （あ）新田義貞 （い）足利基氏 

問３ 下線部(a)～(c)に関連の深い場所を、下記地図中①～⑥から選びそれぞれ番号で答えよ。 



 

 

 
問４ 下線部(d)の人物について述べた文のうち、正しいものを１つ選び番号で答えよ。 

  ① 南北朝期最大の軍記物語である『太平記』を著した。 

  ② 南北朝期の歴史書である『梅松論』を著した。 

  ③ 南北朝期の歴史書である『神皇正統記』を著した。 

  ④ 南北朝期の連歌集である『菟玖波集』を編纂した。 

問５ 下線部(e)について、相続と武士団の結合の組み合わせとして、正しいものを１つ選び番

号で答えよ。 

① 分割相続・血縁的結合  ② 分割相続・地縁的結合 

③ 単独相続・血縁的結合  ④ 単独相続・地縁的結合 

問６ 下線部(f)について述べた文のうち、正しいものを１つ選び番号で答えよ。 

  ① 田地をめぐる紛争の際、守護に幕府の裁判の判決を強制執行する権限を認めたもので

ある。 

  ② 守護に荘園や公領の年貢の半分を徴発する権限を認めたものである。 

  ③ 永続的に近江・美濃・尾張に限定して出された。 

  ④ 当初よりすべての国を対象として出された。 

 

５  桃山文化について次の文章を読み、図を見て、あとの設問に答えよ。 

 新興の戦国大名と都市の豪商が権力と富を握った織田信長・豊臣秀吉の時代には、彼らの気

風を反映して現実的で力強い華麗な文化が都市を中心に花開いた。これを桃山文化という。 

 この文化を代表するものに(a)城郭建築と障壁画がある。この時期の城郭は平地につくられ、

城内には重層の［ Ａ ］をはじめ、書院造の城主の居館や政庁が建てられた。内部の襖・壁

・天井・屏風には水墨画の他に(b)金箔に華麗な色彩を用いた力強く雄大な構図の絵が描かれた。

安土城や大坂城に障壁画を描いたのは（ あ ）で、彼は図Ⅱの屏風絵も描いている。彼は門

人の山楽とともに自派を発展させた。 

  室町時代におこった茶の湯は、信長や秀吉をはじめ大名や豪商の間で流行し、(c)社交の場

として茶会が催された。これにより、茶室建築や茶器・造園・華道の発達がうながされた。堺

の商人（ い ）が「わび」の精神にもとづき侘茶の様式を完成させた。茶室としては、彼が



 

 

秀吉の命でつくった(d)京都山崎に建築したものが有名である。茶器では、(e)朝鮮侵略の際に

連行された朝鮮人陶工によって陶芸が発達した。 

  芸能では、能の他に（ う ）が念仏踊りをもとにはじめた歌舞伎踊りが流行した。また中

国や琉球から渡来した三弦を改良した［ Ｂ ］の演奏にあわせて語る浄瑠璃がつくられた。

民衆の生活様式も大きく変わり、衣朋では麻に代わって肌触りの良い木綿が用いられるように

なり、図Ⅲのような［ Ｃ ］が一般化した。 

 南蛮貿易がさかんになり、宣教師の布教がさかんになるにつれて、ヨーロッパの文化が伝え

られた。(f)（ え ）によって伝えられた活字印刷術によって文学書や教義書、日葡辞書など

が出版された。 

 問１  空欄［Ａ］～［Ｃ］に適語を入れよ。 

 問２ 下線部(a)について、図Ⅰの城郭建築は「白鷺城」ともよばれ、世界遺産に登録され 

   ている。所在地から何城とよばれているか答えよ。  

  問３ 下線部(b)について、金箔に華麗な色彩を用いる絵画の技法を何というか。 

  問４ 下線部(c)について、豊臣秀吉が1587年に京都で開き、身分の差別なく民衆を多く参 

    加させた茶会を何というか。 

 問５ 下線部(d)について、京都山崎に作られた茶室を次から１つ選び、番号で答えよ。 

①  如庵   ② 妙喜庵待庵   ③ 龍光院密庵      ④ 無燐庵 

 問６ 下線部(e)について、この時期に、朝鮮人陶工がはじめたものではない焼き物はどれ 

    か。次から１つ選び、番号で答えよ。 

      ① 有田焼    ② 萩焼    ③ 薩摩焼    ④ 瀬戸焼 

  問７ 下線部(f)について、 図Ⅳのような出版物を何というか。  

  問８  空欄（あ）～（え）にはいる人名を下の語群から選び、番号で答えよ。   

     ① 狩野探幽   ② 狩野永徳   ③ 高三隆達      ④ 織田有楽斎 

    ⑤ 千利休     ⑥ 長谷川等伯  ⑦ ヴァリニャーノ   ⑧ 出雲阿国 

   ⑨ ルイス＝フロイス 
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６ 次の文章を読み、あとの設問に答えよ。（江戸時代の大名、文章） 

江戸幕府が成立すると、将軍と大名らとの関係はほぼかたまった。将軍の家臣は、まず領地

の石高の大きさによって、大名と(a)旗本・御家人とに分けられたが、その領地は将軍が(b)転

封・減封・〔 Ａ 〕できるものとされた。 (c)御三家が成立したのは慶長十二(1607)年ごろ

のことで、同時に一門制度も整った。主従関係における奉公の基本は、知行の石高に応じて定

められた軍事的な奉仕である軍役であり、江戸・上方などの周辺や関東・近畿地方には、御三

家などの親藩・（ あ ）を、東北・四国・九州地方などの遠方には（ い ）が配置された。

幕府はたくみに大名を序列化し、統制に利用した。大名の数は江戸時代を通じて変動があった

が、ほぼ260～270家で、それぞれ独自の政治を行っていた。大名家の領地とその支配機構を合

わせて(d)藩と呼んでいる。 

17世紀後半になると、これまでの幕府による武断的な政治は転換され、武力のみに頼らない

政治を理念とする文治主義的傾向が強まっていった。諸藩でも、儒学者を用いて領内統治に力

をそそぎ、のちに「名君」と呼ばれるようになる大名があらわれた。(e)陸奥会津や備前岡山な

どの大名らによる藩政改革がよく知られている。 

問１ 空欄〔Ａ〕にあてはまる、将軍による大名家の取り潰しのことを何というか、漢字２

字で答えよ。 

問２ 空欄（あ）（い）に入る語を、次のうちからそれぞれ選び番号で答えよ。 

① 旗本  ② 外様  ③ 奉行  ④ 譜代  ⑤ 代官 

問３ 下線部(a)について、両者のちがいを述べているもの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 老中の職につくことができるかどうか。 

  ② １万石以上の石高を持っているかどうか。 

  ③ 江戸在住を命じられているかどうか。 

  ④ 将軍への御目見得が可能かどうか。 

問４ 下線部(b)のように、江戸初期には将軍によって処罰された大名は数多くいた。次の

（１）（２）は処罰された大名に関する記述である。適切な大名を、次のうちから１つ

選び番号で答えよ。 

（１）幕府の許可なく、安芸国広島城の修復をしたために、領地を没収された人物。 

（２）豊臣秀吉子飼いの武将で朝鮮出兵でも活躍し、肥後国熊本城を築城した人物。息子の

代で処罰され、お家お取りつぶしとなった人物。 

  ① 小西行長  ② 伊達政宗  ③ 加藤清正  ④ 上杉景勝  ⑤ 福島正則 

問５ 下線部(c)について、徳川御三家が配置された藩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 和歌山  ② 会津  ③ 尾張  ④ 水戸 

問６ 下線部(d)に関連して、江戸初期における記述の正誤を判断し、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｡ 

 Ｘ 大名や豪商は、東アジア・東南アジアの各地に朱印船を派遣した。   



 

 

Ｙ 薩摩藩は、家康の許可を得て、宗氏の支配する琉球王国を征朋した。 

 Ｚ 仙台藩主である伊達政宗は、ノビスパンとの通商を求め、慶長遣欧使節団を派遣した。 

① Ｘ－正 Ｙ－誤 Ｚ－正   ② Ｘ－誤 Ｙ－正 Ｚ－誤   

③ Ｘ－誤 Ｙ－誤 Ｚ－正   ④ Ｘ－正 Ｙ－正 Ｚ－誤 

問７ 下線部(e)に関する以下の記述を読み、各地域の藩主として適切なものを、あとの語群

から選びそれぞれ番号で答えよ。 

（１）陸奥会津の藩主は、家光の弟であり、山﨑闇斎に朱子学を学んだ。 

（２）備前岡山の藩主は、郷学閑谷学校を設け、招聘した熊沢蕃山は花畠教場を設けた。 

（３）常陸水戸の藩主は、江戸に彰考館を設け、『大日本史』の編纂を開始した。 

（４）加賀金沢の藩主は、彼は朱子学者である木下順庵を招き、学問の振興をはかった。 

【語群】 

① 徳川斉昭  ② 徳川光圀  ③ 浅野長矩  ④ 池田光政  ⑤ 細川重賢 

⑥ 上杉治憲  ⑦ 佐竹義和  ⑧ 保科正之  ⑨ 松平春嶽  ⑩ 前田綱紀 

  

７ 年表を見てあとの設問に答えよ。ただし、年号は一部省略している。 

年号 事   項 

1871 文部省設置 

1872 (a)学制公布 

1877 (b)東京大学を設立 

1879 (c)教育令公布 

1880 改正教育令公布 

1886 (d)学校令公布 

( ) (e)「教育に関する勅語」発布 

1903 (f)小学校の教科書は文部省著作に限

る 

1907 小学校就学率が（ ア ）％を超える 

問１ 下線部(a)について述べた文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 国民皆学教育の建設をめざし，小学校教育の普及に力を入れた。 

  ② アメリカの学校制度にならった，統一的な学校制度であった。 

  ③ 全国を８大学区にわけ，その下に中学校区，小学校区を設けた。 

  ④ 前文として「学事奨励に関する太政官布告」が発せられた。 

問２ 下線部(b)に関して述べた次の文X・Yについて、その正誤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。 

  X 旧幕府の開成所・医学所を起源とする諸校を統合して設立された。 

  Y 東京にはじめてできた女学校や女子師範学校がこの傘下に入った。 

  ① X 正  Y 正   ② X 正  Y 誤 

  ③ X 誤  Y 正   ④ X 誤  Y 誤 

問３ 下線部(b)より前に設立された私学と創設者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 同志社 ― 新島襄    ② 東京美術学校―岡倉天心 

  ③ 慶應義塾―大隈重信    ④ 東京専門学校―板垣退助 

問４ 下線部(c)について述べた次の文ａ～ｄについて、正しいものの組み合わせを、次のうち  

  から１つ選び番号で答えよ。 

  ａ 小学校が尋常と高等に分けられ，尋常小学校が義務教育となった。 

  ｂ 町村を小学校の設置単位とし，その管理を地方に移管した。 

  ｃ 義務教育期間の授業料が廃止され，就学率が急速に高まった。 

  ｄ 就学年限を緩和し，設立経営も町村の自由裁量とした。 

  ① ａ・ｃ   ② ａ・ｄ   ③ ｂ・ｃ   ④ ｂ・ｄ 

問５ 下線部(d)の時の文部大臣の名を答えよ。 

問６ 下線部(d)に関して述べた文として正しいものを、次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

  ① 小学校令・中学校令・専門学校令・帝国大学令の総称である。 

  ② この法令により，単科大学や公立・私立の大学の設置が認められた。 

  ③ この法令により，東京大学は帝国大学と改称された。 

  ④ この法令が発布された年に，義務教育は６年に延長された。 

問７ 下線部(e)と同じ年に起こった事柄を、次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

  ① 大日本帝国憲法の発布    ② 東海道線の全通 

  ③ 第１回帝国議会の召集    ④ 日英通商航海条約の調印 

問８ 下線部(e)の奉読の際，拝礼を拒否したとして、第一高等中学校の教壇を追われたキリス 

  ト教徒はだれか。次のうちから１人選び，番号で答えよ。 

  ① 内村鑑三  ② 大井憲太郎  ③ 賀川豊彦  ④ 新渡戸稲造 

問９ 下線部(f)のような教科書を何教科書というか。漢字２文字で答えよ。 

問10 空欄（ア）にあてはまる語句を、次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

  ① ３７   ② ５７   ③ ７７    ④ ９７ 

 

８ 次の文章を読んで、あとの設問に答えよ。 

満州事変を境に、日本の進路は大きく転換することになった。 

満州事変自体は、1933年5月に日中軍事停戦協定（塘沽停戦協定）が結ばれて終息したものの、

日本は満州の主要地域を占領して建国した満州国の経営・開発に乗り出した。翌年には溥儀を

皇帝として満州国を帝政に移行させ、現地の関東軍は満州国を安定させるために勢力をさらに

(a)中国北部へ拡大しようとした。 

日本は1935年には国際連盟から脱退し、翌年には第2次ロンドン海軍軍縮会議を脱退して、続

いて1934年に廃棄を通告していた(b)ワシントン海軍軍縮条約も失効すると、国際的に孤立して

いった。 

一方、国内では軍部が政治への発言力をますます強めた。とくに陸軍内部の(c)皇道派と統制

派の対立は、皇道派の一部の青年将校たちが約1400名の兵士を率いてクーデタを起こし、内大

臣の斎藤実や蔵相の高橋是清らを殺害するに及んだ［Ａ］を引き起こした。この出来事の後、

陸軍では統制派が主導権を握るが、岡田啓介内閣に代わった(d)広田弘毅内閣に対しても圧力を

かけて積極的に政治に関わっていった。 

国際的な孤立を深める中、日本と中国との関係はさらに悪化し、続く第1次近衛文麿内閣が成

立した直後の1937年7月、北京郊外の盧溝橋付近で日中両国軍の衝突事件が発生した。当初、近

衛内閣は戦線の不拡大方針をとったが、陸軍内部の方針をめぐる対立などもあって戦線は拡大

し、ついに正式な宣戦布告のないまま、(e)日中戦争が始まった。 



 

 

日中戦争の全面化に伴い、近衛内閣は国民を戦争に動員するために1937年10月から「挙国一

致」「尽忠報国」「堅忍持久」を掲げて［Ｂ］運動を開始した。さらに翌年成立した(f)国家総

動員法により、政府は議会の承認なしで国民経済と生活全般にわたって統制する権限を持った。 

日中戦争がさらに長期化、泥沼化の様相を見せると、(g)日本と米英との対立も激化した。ド

イツが和平のあっせんに乗り出したものの失敗に終わると、近衛内閣は(h)3度にわたる声明を

発表して日本の立場を正当化し、中国支配の確立を図ろうとした。 

 

問１ 文中の下線部(a)に関する文として誤っているものを、次のうちから１つ番号で選べ。 

  ① この日本の動きに対し、中国国民の間で抗日救国運動が高まった。 

② 国民政府の汪兆銘を中心に華北においても日本の傀儡政権が樹立した。 

③ 関東軍は華北を国民政府の統治から切り離して支配しようとする華北分離工作を進め

た。 

  ④ この後、西安事件をきっかけに第2次国共合作が成立した。 

問２ 文中の下線部(b)に関する文として誤っているものを、次のうちから１つ番号で選べ。 

  ① この条約では主力艦の保有総トン数の制限が取り決められた。 

  ② この時定められた主力艦の保有制限の割合は米・英を５とすると、日本は３であった。 

  ③ この条約は海軍大国である米・英・日・仏・伊との間で結ばれた。 

  ④ この条約の調印をめぐって、統帥権干犯問題が起こった。 

問３ 文中の下線部(c)に関して、思想的に大きな影響を与えたと考えられる人名を答えよ。 

問４ 文中の空欄［Ａ］に適切な語句を答えよ。 

問５ 文中の下線部(d)の時、陸軍の要求で「軍部の意向によって内閣を総辞職に追い込むこと 

  を可能にした制度」を復活させ、軍部が以後の内閣に介入するきっかけとなった。この制 

  度を何というか、答えよ。 

問６ 文中の下線部(e)に関して、この時期に起こった出来事の順番として正しいものを、次の

うちから１つ番号で選べ。 

  ① ノモンハン事件 → 張鼓峰事件 → 南部仏印進駐 → 北部仏印進駐 

  ② 北部仏印進駐 → 張鼓峰事件 → 南部仏印進駐 → ノモンハン事件 

  ③ 張鼓峰事件 → ノモンハン事件 → 北部仏印進駐 → 南部仏印進駐 

  ④ 南部仏印進駐 → 北部仏印進駐 → ノモンハン事件 → 張鼓峰事件 

問７ 文中の空欄［Ｂ］に適切な語句を答えよ。 

問８ 文中の下線部(f)に関して、この法令の「第四条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要ア

ルトキハ，勅令ノ定ムル所ニ依リ、帝国臣民ヲ徴用シテ総動員業務ニ従事セシムルコトヲ

得」という規定によって、翌年出された勅令を何というか、答えよ。 

問９ 文中の下線部(g)に関して、1939年にアメリカが日本の中国政策に反発して行ったことと

して正しいものを、次のうちから１つ番号で選べ。  

  ① 対日石油輸出の全面禁止     ② くず鉄対日輸出の禁止 

  ③ 在米日本資産の凍結       ④ 日米通商航海条約の廃棄通告 

問10 文中の下線部(h)のうち、第一次近衛声明の内容として正しいものを、次のうちから１つ

番号で選べ。   

① 第一次近衛声明で交渉の打ち切りを宣言し、和平の道を自ら閉ざした。      

② 第一次近衛声明で日中戦争の目的を「東亜新秩序」の建設にあると声明した。     

③ 第一次近衛声明で「善隣友好、共同防共、経済提携」を日中国交調整の方針として示

した。   

④ 第一次近衛声明で、日本側は講和に向けて粘り強く交渉を続ける意志を示した。 



 

 

９ 戦後、日本とアメリカの間でかわされた以下のⅠ～Ⅲの基本的外交文書を読んで、あとの 

 設問に答えよ。 

Ⅰ 日本国及びアメリカ合衆国は、（中略） 両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的

自衛の固有の権利を有していることを確認し、両国が（ あ ）における国際の平和及び安

全の維持に共通の関心を有することを考慮し、相互協力及び安全保障条約を締結することを

決意し、よつて、次のとおり協定する。 

第五条 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻

撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手

続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。 

Ⅱ 第1条 1. アメリカ合衆国は，（中略）平和条約第3条の規定に基づくすべての権利及び

利益を，この協定の効力発生の日から日本国のために放棄する。日本国は，同日に，これら

の諸島の領域及び住民に対する行政，立法及び司法上のすべての権利を行使するための完全

な権能及び責任を引き受ける。 

Ⅲ 第一条  (a)平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及

び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、

これを受諾する。この軍隊は、（あ）における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、

一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起された日本国における大規模の

（ い ）及び騒じようを鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を

含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。  

問１ 史料Ⅰ～Ⅲを古い順に並べると、正しいのはどれか、次のうちから１つ選び番号で答え 

  よ。 

  ① Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ  ② Ⅰ-Ⅲ-Ⅱ  ③ Ⅱ-Ⅰ-Ⅲ  ④ Ⅱ-Ⅲ-Ⅰ  ⑤ Ⅲ-Ⅰ-Ⅱ   

  ⑥ Ⅲ-Ⅱ-Ⅰ 

問２ 史料Ⅰを締結した時の日本の首相はだれか。 

問３ 史料Ⅱを締結した時の日本の首相はだれか。 

問４ 史料Ⅲを締結した時の日本の首相はだれか。 

問５ 空欄（あ）（い）に入る言葉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 あー極東 いー革命  ② あー極東 いー内乱   

 ③ あー世界 いー革命  ④ あー世界 いー内乱 

問６ 史料Ⅰ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 この条約でアメリカの日本防衛義務が明文化されると共に、それ以前よりも日米の双 

  務性が強化された。 

  ② 新左翼を中心にこの条約の反対運動が盛り上がり、全国の大学紛争にまで発展した。 

  ③ この条約に基づいて日本国憲法の解釈が変わり、自衛隊が設置された。 

  ④ この条約の反対運動を取り締まるために破壊活動防止法が制定された。 

問７ 史料Ⅱ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 奄美諸島は、この協定によって日本に返還された。 

  ② この協定における「これらの諸島」には、小笠原諸島も含まれている。 

  ③ この協定における「これらの諸島」は、この協定が結ばれるまでは、アメリカの軍政  

  下にあった。 

  ④ アメリカは、平和条約第3条の規定に基づく全ての権利を放棄した後も軍を駐留させた。 

問８ 史料Ⅲ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 戦争にまきこまれるのを警戒してこの条約の反対運動が起きて、国会を包囲するデモ 

  が繰り返された。 

  ② この条約は、日本が自衛権を放棄し、アメリカに日本国内の軍の配備を認めるもので 

  あった。 

  ③ この条約に基づいて日米行政協定が締結され、日本は、アメリカの駐留軍に基地を提 

  供することになった。 

  ④ この条約に基づいて戦争にそなえるための警察予備隊が新設された。 

問９ 次の史料は、砂川事件に関する最高裁の判決である。 

 「（本件の条約は、）主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の 

 政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その 

 条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏 

 をなす点がすくなくない。それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能を使命 

 とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない。」 

 この判決文における本件の条約とは、何をさすか、史料Ⅰ～Ⅲのうちから選べ。 

問10 下線部(a)の条約の名前を答えよ。 

 

10 今年、選挙権年齢が18歳に引き下げられた最初の国政選挙が実施された。つぎの選挙制

度の変遷を示した年表を見て、あとの設問に答えよ。 

 

1878年（明治11年）  （a）府県会規則が布告。 

1889年（明治22年）  衆議院議員選挙法公布。 

満［ A ］歳以上の男性で直接国税［ B ］円以上を納めてい 

る者に選挙権。（ １ ）選挙区制。 

1890年（明治23年）  （b）第１回衆議院議員総選挙。 

1900年（明治33年）  納税条件が［ C ］円以上に引下げ。（ ２ ）選挙区制。 

1919年（大正8年）   納税条件が［ D ］円以上に引下げ。（ ３ ）選挙区制。 

1925年（大正14年）  （c）普通選挙法（衆議院議員選挙法）発布。納税条件撤廃。 

           満［ A ］歳以上の男子（総人口の約20%）に選挙権。 

           （ ４ ）選挙区制。 

1945年（昭和20年）  （d）満20歳以上の男女に選挙権。 

1946年（昭和21年）  （e）衆議院議員総選挙で大選挙区制限連記制が採用される。 

           （この1回のみ） 

1947年（昭和22年）  衆議院議員総選挙で（ ５ ）選挙区制の復活。 

           初の参議院議員選挙。（全国区、地方区で選出） 

1950年（昭和25年）  公職選挙法の公布、施行 

1982年（昭和57年）  参議院議員選挙の全国区制を拘束名簿式比例代表制へ変更。 

1994年（平成6年）   （f）衆議院議員総選挙の中選挙区制を小選挙区比例代表並立制へ 

2000年（平成12年）   国政選挙に在外選挙の導入。 

            参議院議員選挙、非拘束名簿式比例代表制へ変更。 

2015年（平成27年）   選挙権年齢を18歳以上に引き下げ。 

2016年（平成28年）    第24回参議院議員選挙で適用。 

                   

問１ [A]～[D]に適する数字をそれぞれ記せ。 



 

 

問２ （１）～（５）には大・中・小の語が入る。それぞれ適する語を記せ。 

問３ 下線部(a)の府県会規則につい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 郡区町村編制法、地方税規則とともにいわゆる地方三新法として制定された。 

 ② 北海道と沖縄には適用されなかった。 

 ③ 地方制度ではあるが近代日本の議会・選挙制度の出発点であった。 

 ④ この規則にはドイツ人モッセの助言があった。 

問４ 下線部(b)の第１回衆議院議員総選挙時の総理大臣は誰か。次のうちから１人選び番号 

  で答えよ。 

 ① 松方正義  ② 黒田清隆  ③ 山県有朊  ④ 伊藤博文 

問５ 下線部(c)の普通選挙法を制定した時の内閣について、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 いわゆる護憲三派内閣で、憲政党、革新倶楽部、立憲政友会の連立内閣であった。 

 ② この普通選挙法制定の前に治安維持法を制定した。 

 ③ 総理大臣には加藤高明が就任した。 

 ④ 普通選挙法制定後、革新倶楽部は立憲政友会と合併した。 

問６ 下線部(ｄ)はGHQによる五大改革指令に基づき、女性参政権が実施された。五大改革 

  指令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 労働組合の廃止 

 ② 教育の自由主義化 

 ③ 秘密警察などの廃止 

 ④ 経済機構の民主化 

問７ 下線部（e）の衆議院選挙についての記述で、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 有権者は戦中戦前の３倍近くに拡大した。 

  ② この選挙で39名の女性議員が当選した。 

  ③ 日本自由党が第一党となった。 

  ④ 日本国憲法施行後の初の選挙であった。 

問８ 下線部(f)を行った内閣総理大臣は誰か。次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

 ① 羽田孜  ② 村山富市  ③ 細川護熙  ④ 宮澤喜一 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%A1%E5%8C%BA%E7%94%BA%E6%9D%91%E7%B7%A8%E5%88%B6%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E%E8%A6%8F%E5%89%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%B0%E4%BC%9A

