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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 以下の地図は縄文時代の遺跡を示している。地図を見て、あとの問いに答えよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ ［ Ａ ］は、縄文前期から中期の大集落遺跡である。ここは約5500年～4000年前の約1500 

年間にわたって営まれた。発掘調査により、竪穴住居跡や高床倉庫跡、多量の土器、石器、

(a)ひすいの大珠や黒曜石でできた石器などが発見されている。 

Ⅱ ［ Ｂ ］は、1877年にアメリカ人のモースによって発見された貝塚であり、日本最初の

発掘調査が行われた貝塚である。多数の(b)土器、石器、骨角器、(c)人骨、貝殻などが発掘

された。 

Ⅲ （ ア ）は円形に石を並べた縄文時代後期の配石遺構であり、(d)共同墓地と推定され

ている。 

 

問１ 空欄［Ａ］・［Ｂ］に当てはまる遺跡名を答えよ。 

問２ 空欄（ア）に当てはまる語句を、次のうちから１つ選び、番号で答えよ。 

  ① 亀ヶ岡遺跡   ② 真脇遺跡   ③ 大湯環状列石   ④ 福井洞穴 

問３ 空欄［Ａ］・［Ｂ］・（ア）の場所を、上の地図ア～クからそれぞれ１つずつ選び、記

号で答えよ。 

問４ 下線部(a)の出土品は、特定の地域から産出されるため、縄文時代の交易の様子を表す

ものである。ひすいと黒曜石の代表的な産地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 ひすい－ウ  黒曜石－オ   ② ひすい－ウ  黒曜石－カ 

③ ひすい－カ  黒曜石－ウ   ④ ひすい－オ  黒曜石－ウ 

問５ 下線部(b)に関連して、漁労具として誤っているものを次のうちからすべて選び、番号

で答えよ。 

  ① 釣針   ② 銛   ③ 石鏃   ④ 石匙   ⑤ 石錘 

問６ 下線部(c)に関連して、発掘される成人の骨にはある特徴が見られる。成人の通過儀礼

として行われていたと考えられる行為を答えよ。 

問７ 下線部(d)に関連して、縄文時代の一般的な埋葬形式は何か。 

 



 

 

２  次の［Ⅰ］～［Ⅲ］は、難波宮を訪れた生徒たちが、グループに分かれて事後学習を

行い、発表した内容である。各班の発表内容を読み、あとの問いに答えよ。 

 

［Ⅰ］Ａ班の発表 

私たちは、博物館で難波宮の展示を見学しました。巨大な宮殿や政治を行った朝堂と呼ばれ

る建物群などが発掘され、しかも宮殿と朝堂がほぼ重なる形で、上下の地層から見つかりまし

た。前期難波宮、後期難波宮と呼ばれています。『日本書紀』によれば、権力を集中する蘇我

氏が (a)乙巳の変で倒された後、(b)「大化」の年号が定められ、年末に難波宮に遷都され、

改新の詔が出されました。乙巳の変に始まる一連の政治改革を(c)大化の改新と呼んでいます。

前期難波宮には火災の跡があり、これは(d)686年に難波宮が全焼したという『日本書紀』の記

述と一致します。その後、後期難波宮が造営され、(e)奈良時代の一時期、ここに遷都されま

した。 

 

問１ 下線部(a)の結果、皇極天皇は譲位した。これに関連して、譲位や女性の権力者につい

て、誤っている説明を次のうちから１つ選び、番号で答えよ。 

① 推古天皇の政治を厩戸王（聖徳太子）と蘇我稲目が補佐した。 

② 譲位した女帝は、重祚する場合があった。 

③ 藤原京、平城京に遷都したのは、いずれも女性の天皇であった。 

④ 皇族以外から皇后に就いたのは、光明子が最初である。 

問２ 下線部(b)に関連して、古代の改元について述べた次の文Ｘ・Ｙについて、その正誤の

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。 

Ｘ 武蔵国から銅の産出が報告された後、「和銅」と改元した。 

Ｙ 橘奈良麻呂の変の後、「天平」と改元した。 

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(c)について、正しい説明を次のうちから１つ選び、番号で答えよ。 

① 中大兄皇子が難波宮で即位して、改革に着手した。 

② 乙巳の変によって、蘇我馬子・蝦夷が滅ぼされた。 

③ 僧旻と南淵請安が国博士となった。 

④ 天皇中心の官僚制国家をつくることをめざした。 

問４ 下線部(d)に関連して、前期難波宮に遷都してから全焼するまでの出来事について、古

いものから年代順に正しく配列したものを次のうちから１つ選び、番号で答えよ。 

ⅰ 壬申の乱に勝利した大海人皇子が、飛鳥で即位した。 

ⅱ 近江大津宮に遷都した。 

ⅲ 白村江の戦いで、唐・新羅の連合軍に大敗した。 

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５ 下線部(e)に関連して、後期難波宮に遷都した天皇の治世の出来事ではないものを次の

うちから１つ選び、番号で答えよ。 



 

 

① 大宰府で藤原広嗣が反乱を起こした。 

② 国分寺を建立する詔が出された。 

③ 東大寺正倉院に宝物が献納された。 

④ 墾田永年私財法が出された。 

 

［Ⅱ］Ｂ班の発表 

私たちは、下記の改新の詔と律令の規定を比較してみました。その結果、語句が共通する箇

所と共通しない箇所があることが分かりました。律令と同じ意味で使われている例はいくつか

あり、同じ意味では使われていない例として［ Ａ ］が挙げられます。 

 

其
そ

の一に 曰
のたまわ

く、昔在
む か し

の天皇等
ら

の立てたまへる子代の民、 処 々
ところどころ

の屯倉、及び、別
こと

には臣・連

・伴造・(f)国造・村 首
おびと

の所有
た も て

る部曲の民、処々の田荘を罷
や

めよ。（後略） 

其の二に曰く、初めて京師
み さ と

を修め、畿内・国司・郡司・関
せき

塞
そこ

・斥候
う か み

・防人・駅馬・伝馬を置き、

鈴
すず

契
しるし

を造り、山河を定めよ。 

其の三に曰く、初めて(g)戸籍・計帳・班田収授の法を造れ。 

其の四に曰く、旧
もと

の賦役
え つ き

を罷めて、田の 調
みつき

を行へ。（中略）別に戸別の調を収
と

れ。（中略）凡
およ

そ

調の 副 物
そわりつもの

の塩と贄
にえ

とは、亦
また

郷土
く に

の出せるに 随
したが

へ。（後略） 
 

次に私たちは、行政区画について、改新の詔と出土した木簡の記載を比較してみました。下

が木簡の例です。 
 

・己亥年十月上捄国阿波評松里                                   （藤原宮出土木簡） 

・上総国阿波郡片岡里（後略）                            （平城宮出土木簡） 

（注）己亥年は699年。上捄国は上総国と同じ 

（木簡の釈文は、日本木簡学会編『日本古代木簡選』岩波書店 による） 

 

その結果、（ あ ）を契機として、（ い ）に変更されたことが分かりました。 

 

 

問６ 下線部(f)は、律令制のもとで何という地方官となったか。改新の詔から抜き出して記

せ。 

問７ 下線部(g)に関連して、律令制のもとで永久保存とされた、最初の戸籍の名称を記せ。 

問８ 空欄［Ａ］に当てはまる語句を、改新の詔の後半（第3条・第4条）から３文字以上で抜

き出して記せ。 

問９ 空欄（あ）・（い）に当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－飛鳥浄御原令  い－郡から評   ② あ－飛鳥浄御原令  い－評から郡 

③ あ－大宝律令    い－郡から評   ④ あ－大宝律令    い－評から郡 



 

 

［Ⅲ］Ａ・Ｂ班の意見交換後のまとめ 

 歴史の史資料には様々なものがあり、それぞれを比較検討して、歴史を考えていく必要があ

る。難波宮と改新の詔を具体例として考えた結果、［ Ｂ ］と言える。 

 

問１０ 空欄［Ｂ］に当てはまる内容として、適切なものを次のうちから１つ選び、番号で答

えよ。ただし、すべて適切ではない場合は、「④」を記せ。 

① 難波宮の火災が発掘で証明されたので、『日本書紀』はそれ以外の記述も信用できる。 

② 木簡は土中に偶然残ったものであるから、それに基づいて歴史を考えることは危険で

ある。 

③ 『日本書紀』は、奈良時代に編集されたものであるから、奈良時代の知識で書き直さ

れている可能性がある。 

 

 

３  中世の琉球と蝦夷ヶ島に関する次の文章を読み、あとの問いに答えよ。 

 

 現在の沖縄である琉球では、貝塚文化の時代を経て、12世紀頃から農耕生活がはじまり、

（ あ ）とよばれる地方豪族たちが互いに争うようになった。14世紀には北山（山北）・中

山・南山（山南）の三山が分立し、明の成立後はそれぞれ入貢したが、やがて中山王の尚巴志

が三山を統一し琉球王国を建てた。(a)当時の明は一般人民の海外渡航を禁じる［ Ａ ］政

策をとっていた。これを背景に琉球は明・日本・朝鮮だけでなく、南方のジャワ島・スマトラ

島・インドシナ半島・ルソン島とも交易をし、［ Ｂ ］貿易で活躍した。このため、首都で

ある首里の外港（ い ）は重要な(b)国際港として繁栄した。 

 一方、蝦夷地とよばれた北海道に関しては、14世紀以降、津軽の［ Ｃ ］を拠点として、 

(c)和人とアイヌの人々との交易が活発になり、やがて(d)渡島半島南部に和人たちが進出する

ようになった。和人たちは津軽の［ Ｄ ］氏の支配下にあり、沿岸ぞいに居住地を広げてい

った。和人たちの圧迫は次第に強くなり、(e)15世紀半ばアイヌたちは蜂起したが、和人によ

り鎮圧された。 

 

問１ 空欄［Ａ］～［Ｄ］に当てはまる語句を答えよ。 

問２ 空欄（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－国造  い－三浦   ② あ－国造  い－那覇 

  ③ あ－按司  い－三浦   ④ あ－按司  い－那覇 

問３ 下線部(a)に関連して、15世紀前半の日明関係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 明への備えとして、異国警固番役が強化されていた。 

  ② 将軍により、明に天竜寺船が派遣されていた。 

  ③ 中断も挟みながら、幕府主体で勘合貿易を行っていた。 

  ④ 寧波の乱を経て、大内氏が貿易の実権を握っていた。 



 

 

問４ 下線部(b)に関連して、16世紀以降、琉球の貿易は衰退していったが、その理由の1つに

は、中国においてマカオに拠点を持つヨーロッパのある国の商人が、アジアでの貿易に進

出したことがあげられる。どこの国の商人か。 

問５ 下線部(c)に関連して、この頃のアイヌとの交易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 鮭や昆布など北海の産物が京にもたらされた。 

  ② 大量の木綿がもたらされ、衣料などに用いられた。 

  ③ 朱印船による交易で、生糸などがもたらされた。 

  ④ 俵物がもたらされ、長崎から明にも輸出された。 

問６ 下線部(d)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 和人たちは各地にグスクを形成し、次第に領主に成長していった。 

  ② 道南十二館と呼ばれる和人たちの拠点からは、経済的繁栄の跡がうかがえる。 

  ③ 交易の仕組みは、和人商人が請け負う場所請負制が一般的であった。 

  ④ 道南には倭館がおかれ、和人商人たちには種々の特権が与えられていた。 

問７ 下線部(e)に関連して述べた文とし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 アイヌたちは大首長シャクシャインを中心に蜂起した。 

   ｂ アイヌたちは大首長コシャマインを中心に蜂起した。 

   ｃ 鎮圧に功績のあった蠣崎氏は、江戸時代には安倍氏を名乗った。 

   ｄ 鎮圧に功績のあった蠣崎氏は、江戸時代には松前氏を名乗った。 

 ① ａ・ｃ   ② ａ・ｄ   ③ ｂ・ｃ   ④ ｂ・ｄ 

 

 

４  次の史料Ⅰ～Ⅲを読み、あとの問いに答えよ。 

Ⅰ 

右今度御検地を以て相定むる条々。 

一 六尺三寸の棹を以て、五間六拾間、（ あ ）歩壱反に相極むる事。 

一 田畠 幷
ならび

に在所の上中下見届け、斗代相定むる事。 

一 口米壱石に付いて弐升宛
ずつ

、其外役一切出すべからざる事。 

一 京升を以て年貢を納所致すべく候。売買も同じ升たるべき事。 

一 年貢米、五里、百姓として持届くべし。其外は代官給人として持届くべき事。 

慶長三年七月十八日 木村宗左衛門尉（花押） 

はら村次郎右衛門方 惣百姓中 

Ⅱ 

一 天下ノ（ い ）ノ刀ヲ悉く取る。(a)大仏ノ釘ニ之を遣ふべし。現ニハ刀故闘 諍
とうじょう

に及

び身命相果つるヲ助けんがため、後生
ごしょう

ハ之を釘ニ遣ひ、万民利益、現当ノ方便ト仰付けら

れおんぬと云々。内証ハ一揆停止の為也ト沙汰之在り。種々ノ計略也。 



 

 

Ⅲ 

覚 

一 殿下陣用意、油断有るべからず候。来年正二月比
ころ

、進発為るべき事。 

一 高麗都去二日落去候。然る間いよいよきっと御渡海成され、此度大明国迄も残らず仰せ

付けられ、大唐の関白職御渡し成さるべく候事。 

（中略） 

一 大唐の都へ(b)叡慮
えいりょ

移し申すべく候。其用意有るべく候。明後年行幸たるべく候（後略） 

五月十八日 秀吉 朱印 

関白殿 

 

問１ 史料Ⅰ～Ⅲに対応する豊臣秀吉に関する政策や出来事を答えよ。 

問２ 空欄（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－三百    い－武士   ② あ－三百    い－百姓 

③ あ－三百六十  い－武士   ④ あ－三百六十  い－百姓 

問３ 史料Ⅰの内容について説明した次の文について、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 六尺三寸を一間とするなど度量衡を明確に示している。 

Ｙ 田畑の等級を村ごとに区分して一反当たりの米の公定収穫量を定めている。 

① Ｘ－正  Ｙ－正   ② Ｘ－正  Ｙ－誤   

③ Ｘ－誤  Ｙ－正   ④ Ｘ－誤  Ｙ－誤 

問４ 荘園制のもとで一つの土地に何人もの権利が重なりあっていた状態を整理し、一つの土

地の耕作者に一人の農民を定めた原則を何というか。 

問５ 下線部(a)の大仏はどこの寺院の大仏か答えよ。 

問６ 下線部(b)は当時の天皇をさす。当時の天皇は誰か答えよ。 

問７ 史料Ⅲに関する内容として適当なものを、次のうちから１つ選び、番号で答えよ。 

① 琉球王国の宗氏を介して朝鮮に対して、入貢と明へ出兵するための先導を求めたが、

朝鮮は「明は父国」としてこれを拒否した。 

② 当時の関白豊臣秀次は、肥前国名護屋城を築いて本営とし、諸大名に朝鮮に兵を出す

ように命じた。 

③ 李舜臣の率いる朝鮮水軍の活躍や明の援軍などにより日本の戦局は不利となった。 

④ 秀吉の死後、撤兵した日本軍は膨大な戦費を補うために、税の徴収を強化した。 

問８ 豊臣秀吉がすすめた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 イエズス会宣教師ヴァリニャーニの勧めで、少年使節をローマ教皇のもとに派遣した。 

② 美濃の斎藤氏を滅ぼし岐阜城に移ると、「天下布武」を掲げた。 

③ 大名を統制するため、南禅寺金地院の崇伝に武家諸法度を起草させた。 

④ 海賊取締令を出し倭寇などの海賊行為を禁止し、豪商らに南方との貿易を奨励した。 

 



 

 

 

５ 年表を見て、あとの問いに答えよ。 

 

問１ 空欄［Ａ］には、朝廷運営の基準

を示した法令名が入る。法令名を漢

字で記せ。 

問２ 空欄（ア）～（エ）にあてはまる

語句を、次のうちから１つずつ選び、

番号で答えよ。 

  ① 有栖川宮   ② 閑院宮 

  ③ 隠元隆琦   ④ 後光明 

  ⑤ 島地黙雷   ⑥ 後水尾 

  ⑦ 沢庵宗彭   ⑧ 伏見宮 

  ⑨ 光格     ⑩ 霊元 

問３ 幕府は下線部(a)を出して公家に

家業と禁裏小番を命じ、皇室や公家

に財政支援をしたため、サロンの文

化が発展した。このうち、後陽成天

皇の弟である八条宮智仁親王により

造営された、数寄屋造の代表的建築

物（写真右下）を何というか。 

問４ 下線部(b)が奉じたという人物で、

神道を儒学流に解釈した垂加神道を説いたのはだれか。

次のうちから１つ選び、番号で答えよ。 

  ① 野中兼山   ② 吉田兼倶 

 ③ 度会家行   ④ 山崎闇斎 

問５ 下線部(c)に始まり(d)の結果となり、松平定信が退陣

に追い込まれる要因となった事件を何というか。 

問６ 下線部(e)を朝廷に報告した老中首座はだれか。 

問７ 下線部(f)と通商条約に関する交渉をして、孝明天皇に 条約勅許を求めたが失敗した老

中首座はだれか。 

問８ 下線部(g)が勅許されたあとに起こったことがら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 生麦事件         ② 八月十八日の政変    

③ 薩長連合(同盟)の成立   ④ 禁門の変 

問９ 下線部(h)をすすめ、1862年に江戸城坂下門外で水戸脱藩士の襲撃を受けた老中はだれ

か。 

 

 

年号 事 項 

1611 

1613 

1615 

1620 

1627 

1629 

 

1710 

1758 

1779 

1789 

 

1793 

1853 

1854 

1856 

1858 

1862 

1867 

徳川家康が（ ア ）天皇を擁立 

(a)公家衆法度を制定 

［ Ａ ］を制定 

徳川秀忠の娘和子が（ア）天皇に入内 

（ア）天皇が幕府に届け出なく紫衣着用を勅許 

大徳寺の（ イ ）ら高僧が出羽・陸奥に配流 

（ア）天皇が突然、明正天皇に譲位 

新井白石により（ ウ ）家創設 

(b)竹内式部が尊王論を説き追放刑となる 

(ウ)家から（ エ ）天皇が即位 

(c)（エ）天皇が実父に太上天皇位を贈ること

を幕府に打診 

(d)松平定信が武家伝奏を処分 

(e)ペリーが来航する 

日米和親条約を締結 

初代アメリカ総領事(f)ハリス，下田に着任 

(g)日米修好通商条約を締結 

(h)孝明天皇の妹和宮を将軍家茂の妻とする 

将軍慶喜が大政奉還を上表 

『詳説日本史 B』（山川出版社）より引用 



 

 

６ 享保の改革に関する文章と、史料Ⅰ、Ⅱを見て、あとの問いに答えよ。 

 

17世紀末は、幕藩体制社会が揺らぎ、変化し始める時期である。その原因の１つは、農業の

進展が頭打ちになったことにある。16世紀以来伸びつづけてきた新田開発による農耕地の拡大

や、品種改良や肥培管理による農業生産量の増加が伸びどまり、近世社会的な生産力は停滞段

階に入っていた。２つめは、農民所得の向上とともに彼らも商品経済に参画することになり、

当初の幕藩社会を完全に変質させたことにある。幕府や藩の財政は、貨幣経済に左右されるよ

うになっていた。３つめは、江戸時代最後の戦乱である［ Ａ ］（寛永14(1637)～15(1638)

年）からすでに50年以上もたっているために、社会の主要構成員はすでに戦争（社会的混乱）

を知らない人々のみの世代になっていたことである。人々の考え方や価値観が、近世初期のこ

ろとは変化していたと考えられる。 

以上のような状況を背景に、紀州藩主として藩政改革に顕著な実績を持つ［ Ｂ ］が幕政

の改革に着手することになった。江戸城に入るにあたり、有馬氏倫
うじのり

・加納久通
ひさみち

ら、藩政改革当

時のスタッフを連れてきて幕政改革の重職につけている。［Ｂ］は、将軍職に就くにあたって、

当時の実権者である月光院＊１や、《 あ 》らとかねてから対立関係にあった天英院＊２、幕臣

のなかの譜代門閥層をバックとした。表向きは幕府の正統政治を尊重する姿勢をとり、将軍の

命令を老中らに伝える役目を担った［ Ｃ ］の役職を廃止するなどした。(a)享保期の政治を

大きく３つに分類すると、(b)法制整備と機構の改革、(c)新田開発策、(d)都市政策と物価政策と

に分けることができる。しかし享保期の政治の実質は、有馬氏倫・加納久通という御用取次と

いう名の［Ｃ］を使っての［Ｃ］政治であるともいえる。 

＊１家宣の妾で家継の生母  ＊２家宣の正妻 

【史料Ⅰ】 

 近年金銀出入
で い り

段々多く成り、［ Ｄ ］寄合の節も此儀を専ら取扱い、公事
く じ

訴訟ハ末
すえ

に 罷
まかり

成
なり

、評定の本旨を失ひ候。借金銀・買懸
かか

り等の儀ハ、人々相対
あいたい

の上の事ニ候得ば、自今は

三奉行所ニて済
すみ

口
くち

の取扱い致す間敷
ま じ く

候。 併
しかしながら

欲心を以て事を巧
たく

み候出入ハ、不届を糾 明
きゅうめい

いたし、御仕置
お し お き

申し付くべく候事。……          （『御触書寛保集成』より） 

【史料Ⅱ】 

 御［ Ｅ ］ニ召置かれ候御家人、御代々段々相増候。御蔵入高も先規よりハ多く候得共、

御切米御扶持方、其外表立候御用筋の渡方ニ引合候ては、畢竟年々不足の事ニ候。……今年ニ

至て御切米等も相渡し難く、御仕置筋の御用も御手支の事ニ候。それニ付、御代々御沙汰之無

き事ニ候得共、万石以上の面々より［ Ｆ ］差し上げ候様ニ仰せ付けらるべしと思召し、左

候ハねば御家人の内数百人、御扶持召放さるべきより外は之無く候故、御恥辱を顧みられず仰

せ出され候。高壱万石ニ付［Ｆ］百石積り差し上げらるべく候。……之に依り、在江戸半年充

御免成され候間、緩々休息いたし候様ニ仰せ出され候。 

（『御触書寛保集成』より）  

問１ 空欄［Ａ］～［Ｃ］にあてはまる語句を答えよ。 

問２ 空欄［Ｄ］～［Ｆ］にあてはまる語句をそれぞれ答えよ。ただし、空欄［Ｄ］には「江

戸時代において、評議・訴訟を裁決する最高機関」という意味を示す漢字３字が、空欄

［Ｅ］には「江戸時代に将軍家直属の家臣のなかで1万石未満であるが御目見以上の者」



 

 

という意味を示す漢字２字がそれぞれ入る。 

問３ 空欄（あ）にあてはまる人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 柳沢吉保・井伊直弼   ② 柳沢吉保・田沼意次 

③ 荻原重秀・新井白石   ④ 荻原重秀・井伊直弼 

⑤ 間部詮房・新井白石   ⑥ 間部詮房・田沼意次 

問４ 下線部(a)に関連して、幕府が実学の奨励のために青木昆陽や野呂元丈に学ばせたのは

どこの国の言語か、答えよ。 

問５ 下線部(a)に関連して、享保期に活躍した人物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 屋久島で捕えられた宣教師から聞いた話を、『采覧異言』にまとめた。 

② 本草学や文芸、科学に通じ、「西洋婦人図」など美術にも才能を発揮した。 

③ 帰国した大黒屋光太夫の話から、ロシアの風俗・制度を『北槎聞略』にまとめた。 

④ 著書『蕃薯考』の中で甘藷の栽培を勧め、その普及により「甘藷先生」と呼ばれた。 

問６ 享保期に行われた幕府の政策について、下線部(b)(c)(d)としてあてはまるものを、次

のうちからそれぞれ１つずつ選び、番号で答えよ。 

 ① 無宿人を石川島に強制的に収容し、技術を身につけ職業を持たせようとした。 

② 明暦の大火を契機に、江戸に広小路・火除地などの防火施設を設置した。 

③ 判例にもとづく合理的な司法判断を進めるため、上・下２巻の法典を完成させた。 

④ 印旛沼と手賀沼の干拓工事が計画されたが、利根川の洪水等で中止された。 

⑤ 武家諸法度にある大船建造の禁を解除した。 

⑥ 商人の資本力をもとに大規模な新田開発を実施し、見沼代用水新田などが開発された。 

問７ 【史料Ⅰ】について、1719(享保４)年に出されたこの法令を何というか。 

問８ 【史料Ⅱ】を読んで、（１）大名は新たにどのような負担を強いられたか、（２）そ

の代わりに大名の負担はどう軽減されたのか、それぞれ簡潔に説明しなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

７ 和香さんと令也君は、日本史Ｂの授業で明治文化についてのレポートを作成した。

その際、1937（昭和12）年の第１回文化勲章受章者に注目した。受章者一覧表にもと

づいた各レポートを見て、あとの問いに答えよ。 

 

 文化勲章受章者一覧 

回数 章年 受章者名 専攻分野 官職・称号など 

１  

   

 

 

 

 

 

 

 

昭和12年 

 

 

 

 

 

 

 

（ Ａ ）   物理学    東京・大阪帝国大学名誉教授・帝国学士院会員  

本多光太郎   金属物理学   東北帝国大学教授・帝国学士院会員      

（ Ｂ ）   地球物理学   緯度観測所所長・帝国学士院会員        

佐佐木信綱   和歌・和歌史  帝国学士院会員                      

（ Ｃ ）   文学         帝国学士院会員                      

岡田三郎助   洋画         東京美術学校教授・帝国美術院会員     

（ Ｄ ）   洋画         東京美術学校教授・帝国美術院会員      

（ Ｅ ）   日本画       帝国美術院会員                      

（ Ｆ ）   日本画       帝国美術院会員                      

                                                              

問１ 和香さんは受章者（Ａ）について調べ、下の年表を作成した。この年表から、（Ａ）の

人物名とその研究業績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。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人物名 Ⅰ 北里柴三郎   Ⅱ 田中舘愛橘   Ⅲ 大森房吉   Ⅳ 長岡半太郎 

  業績  ア 濃尾地震にともなう磁力線の変位 

     イ ペスト菌の発見 

          ウ 土星型原子モデルの理論 

          エ 地震の初期微動と震源地との距離に関する公式 

  ① Ⅰ－イ   ② Ⅱ－エ   ③ Ⅲ－ア   ④ Ⅳ－ウ 

 

問２ （Ｇ）の人物は誰か、次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

 ① 野口英世   ② 朝永振一郎   ③ 湯川秀樹   ④ 高峰譲吉   

年 出来事 

1865（慶応元）年 

1882（明治15）年 

1890（明治23）年 

1893（明治26）年 

1896（明治29）年 

1931（昭和6）年 

1939（昭和14）年 

 

 

1950（昭和25）年 

現在の長崎県大村市に生まれる。 

東京大学理学部入学。 

帝国大学助教授に任ぜられる。 

ドイツ留学。 

帰国後、帝国大学教授就任。 

大阪帝国大学初代総長就任。 

帝国学士院院長・日本学術振興会理事長 

この年（ Ｇ ）をスウェーデンのノーベル委員会に推薦。 

10年後、日本人初のノーベル賞受賞につながる。 

85歳で死去。                                         



 

 

問３ 令也君は（Ｂ）について下記のレポートをまとめた。これを読んで（Ｂ）の人物名と業

績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。  

《令也君のレポート》 

（Ｂ）は東京帝国大学理科大学星学科を卒業後、地球物理学などを研究していました。 

 1898（明治31）年ドイツで開かれた万国測地学協会総会で地軸の動きを調べるための緯度観

測所を世界６カ所におくことが決まり、日本にも岩手県水沢に観測所が設けられることにな

りました。（Ｂ）は1899（明治32）年、水沢観測所長に弱冠29歳で就任し、若い学者ととも

に観測を続けました。ところが、観測結果をドイツの中央局に報告したところ、世界の他の

観測結果と水沢の観測結果が違う。日本の観測に問題があると発表されてしまったのです。  

（Ｂ）は再度観測データを検証し、報告に誤りがないことを確認します。そして他の観測結

果と照合し、緯度計算式にもうひとつ項を増やしてみることを考えつきました。これをもと

に計算しなおしてみると、水沢の数値と世界各地の数値が一致しました。1902（明治35）年

これをまとめて発表した論文は世界中の学者を驚かせました。1922（大正11）年、ドイツか

ら水沢に万国緯度観測中央局が移され、（Ｂ）はその局長に就任しました。 

人物名 Ⅰ 牧野富太郎   Ⅱ 木村栄            

業績  ア 緯度変化に関するＸ項を発見した。 

イ 緯度変化に関する Z 項を発見した。 

 ① Ⅰ－ア   ② Ⅰ－イ   ③ Ⅱ－ア   ④ Ⅱ－イ 

 

問４ 次の小説のあらすじは（Ｃ）の代表作である。これを読んで、（Ｃ）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。 

「のっそり」と揶揄された十兵衛という大工は、腕はあるが、人付き合いが悪く、大きな

仕事に巡り会えなかった。十兵衛が世話になっていた源太親方が、谷中感応寺の五重塔建

立の棟梁に指名された。十兵衛は、勝手に五重塔の精巧な模型をつくり、源太ではなく自

分に仕事を任せて欲しいと、感応寺の上人に直談判に行く。上人は、どちらが仕事を請け

るかは、源太と十兵衛で話し合うよう促す。源太は、十兵衛のやり方に腹立たしさを感じ

ながらも、十兵衛に譲る。十兵衛に職人たちは言うことを聞かないばかりか、源太の弟子

にいたっては十兵衛を闇討する。源太は弟子の不始末に、深々と頭を下げる。やがて五重

塔が完成。落成式を前にしたとき、大型の台風が襲う。源太は五重塔を心配して見に行く

が、当の十兵衛は動かない。自分はどんな大嵐にも負けない塔をつくったのだから行く必

要はない、と言い放つ。人々は損傷一つなく暴風雨に耐えた塔をつくった十兵衛を名人だ

と褒め称えた。そんな十兵衛の成功を、自分のことのように心から喜ぶ源太であった。 

  

① 現実をありのまま表現する写実主義文学の中でも理想主義と呼ばれる作品を描いた。 

 ② 文学の自立を説き、根強く残る封建道徳からの解放を主張するロマン主義文学の先 

  駆者である。 

 ③ フランス・ロシア文学の影響を受け、人間社会の現実をありのまま表現する自然主義 

  文学を唱えた。 

 ④ 硯友社を創設し、文学の大衆化をすすめ、『金色夜叉』などを執筆した。 



 

 

問５ 下線部の東京美術学校に関し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 岡倉天心・フェノロサの尽力により 1887（明治 20）年に設立された。 

  ② 戦後、東京音楽学校と統合され東京芸術大学となった。 

 ③ 設立当初は、文人画を除く伝統的日本美術の保護を目的とした。 

  ④ 1896 年には西洋画科が新設され、黒田清輝らが学生として入学した。 

 

問６ （Ｄ）の代表作である右の作品についての説明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 この作品は邪馬台国女王を描いた安田靫彦の『卑弥呼』である。 

  ② この作品は奈良時代の貴族を描いた藤島武二の『天平の面影』である。 

  ③ この作品は正倉院宝物の『鳥毛立女屏風』である。 

  ④ この作品は肖像画を得意とした安井曾太郎の『金蓉』である。 

 

問７ （Ｅ）と（Ｆ）は東京美術学校の教授（Ｅ）と学生（Ｆ）の関係にあった。（Ｅ）と（Ｆ） 

  の代表作の絵画と作者名の組合せとして正しいものを、次のうちからそれぞれ選び番号で

答えよ。 

Ⅰ                 Ⅱ                  Ⅲ                  Ⅳ 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

          Ⅴ                                    Ⅵ 

 

 

 

 

 

 

  

 

あ 下村観山   い 菱田春草   う 横山大観   え 橋本雅邦 

 

 ① Ⅰ－う   ② Ⅱ－あ   ③ Ⅲ－い  

④ Ⅳ－う   ⑤ Ⅴ－え   ⑥ Ⅵ－い   



 

 

８  次の文章を読み、あとの問いに答えよ。 

 

(a)日清戦争でその弱体ぶりが明らかになった中国は、帝国主義をとる(b)列強による分割の

対象となった。(c)列強は主要な港湾をそれぞれ租借し、これを拠点として(d)周辺への鉄道敷

設権や沿線の鉱山などの採掘権を獲得していった。 

 列強の侵略に対し、中国では「（ あ ）」を唱える民衆の反乱がおきた。清国政府もこれ

に同調して列強に宣戦布告したが、(e)日本を含む列強は連合軍を組織し、この反乱を鎮圧し

た［＝（ い ）］。（い）に際して満州を事実上占領したロシアに対し、日本は(f)日英同

盟協約を結び対抗した。(g)日本とロシアの交渉は、1904年に決裂し、日露戦争が始まった。 

                                                                                                                              

問１ 下線部(a)の結果、日本は沙市、重慶、蘇州、杭州の日本への開市・開港を清に認めさ

せたが、これにより日本が航行権を獲得した河川を、次のうちから１つ選び、番号で答え

よ。 

① 黄河   ② 淮河   ③ 長江   ④ 珠江 

問２ 下線部(b)に関して、中国進出で他列強より出遅れたアメリカの国務長官ジョン＝ヘイ

が、自国の中国進出を念頭に主張したことを、次のうちから１つ選び、番号で答えよ。 

① 門戸開放   ② 臥薪嘗胆   ③ 脱亜入欧   ④ 内憂外患 

問３ 下線部(c)に関して、列強の国名とその国が租借し  

た場所（右図のＡ～Ｆ）と地名の組み合わせとして 

正しいものを、次のうちから２つ選び番号で答えよ。 

① ロシア－Ａ－旅順 

② ドイツ－Ｂ－威海衛 

③ フランス－Ｃ－広州湾 

④ オランダ－Ｄ－厦門 

⑤ イギリス－Ｅ－九竜半島 

⑥ ポルトガル－Ｆ－膠州湾 

問４ 下線部(d)に関して、ロシアが極東に進出するため、

満州において敷設した鉄道を、次のうちから１つ選び

番号で答えよ。 

① 東清鉄道        ② シベリア鉄道 

 ③ ウラジオストク鉄道   ④ 南満州鉄道 

問５ 空欄（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－揚清激濁 い－義和団事件   ② あ－扶清滅洋 い－義和団事件 

③ あ－揚清激濁 い－北清事変    ④ あ－扶清滅洋 い－北清事変 

問６ 下線部(e)に関して、鎮圧後、日本をはじめ列国が清と結んだ北京議定書の内容として

正しいものを、次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

  ① 清に対する賠償金要求の否定   ② 中国全土における無条件の治外法権の承認 

  ③ 中国の関税自主権の完全放棄   ④ 各国の軍隊の北京駐兵権の承認 

F 

E 

C 

B 

A 

D 



 

 

問７ 下線部(f)に関して、次の史料は日英同盟協約の一部である。史料中の空欄（う）～（お）

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、号で答えよ。 

 … 即
すなわ

チ其
その

利益タル大不列顚
だ い ブ リ テ ン

国
こく

ニ取
と

リテハ主
しゅ

トシテ（ う ）ニ関シ、又
また

日本国ニ取
と

リテハ

其
その

（ え ）ニ於
おい

テ有
ゆう

スル利益ニ加
くわ

フルニ、（ お ）ニ於
おい

テ政治上 並
ならびに

商業上 及
および

工業上

格段
かくだん

ニ利益ヲ有スル… 

① う－清国  え－清国  お－韓国   ② う－韓国  え－韓国  お－清国 

  ③ う－清国  え－清国  お－満州   ④ う－韓国  え－韓国  お－満州 

問８ 下線部(f)に関する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 日本政府は日英同盟を「帝国外交の骨髄」とし、外交の基本とした。 

  ② 日英同盟協約はこの後、２回改定されるが、国際連盟の設立と同時に破棄された。 

  ③ 締約国の一方が他国と交戦の時は、他方は厳正中立を守る内容であった。 

  ④ 締約国の一方が２か国以上の国と交戦の時は、他方は参戦する内容であった。 

問９ 下線部(g)に関して、日本国内には日英同盟論の他に、日露協商論も存在した。日露協

商論について述べた各文（Ⅰ～Ⅲ）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。 

  Ⅰ ロシアの満州からの撤退と日本の朝鮮からの撤退を条件に日露戦争の回避を目指す。 

  Ⅱ ロシアの満州経営の自由と日本の韓国における優越権を認めることを条件に日露戦

争の回避を目指す。 

Ⅲ 山県有朋・桂太郎・小村寿太郎らが中心となって主張した。 

  ① Ⅰ－正  Ⅱ－誤  Ⅲ－誤   ② Ⅰ－誤  Ⅱ－正  Ⅲ－誤 

③ Ⅰ－正  Ⅱ－誤  Ⅲ－正   ④ Ⅰ－誤  Ⅱ－正  Ⅲ－正 

 

 

９  次の文章を読み、以下の設問に答えよ。 

日露戦後から大正末年までの間、政治、社会、文化の各方面にわたって、民主主義的、自由

主義的傾向が顕著に現れた。特に、第一次世界大戦や（ あ ）を契機に世界的に民主主義的

な風潮が高まり、日本国内でも、1918年の（ い ）をきっかけに、さまざまな社会運動が活

発になった。(a)普選運動が全国的な大衆運動として展開されるとともに、労働組合運動、農

民運動、部落解放運動、婦人参政権運動など民衆の実力により、言論・集会・結社の自由が実

質的に拡大された。 

労働者たちは、労働条件の改善を要求して、さかんに労働争議をおこすようになった。

(b)1912年に結成された友愛会は、全国的な労働団体に成長し、(c)1921年に日本労働総同盟に

なった。 

農村では、小作人が組合を結成し、地主に対して小作料の引き下げを求める小作争議を起こ

すようになった。(d)1922年に結成された日本農民組合には、多くの小作人組合が参加し、そ

の指導によって小作争議はますます本格化した。 

(e)被差別部落の人々は、自分たちの力で差別を撤廃しようと、(f)1922年に全国水平社を結

成した。その後、各地に水平社の支部がつくられ、部落解放運動が展開された。 



 

 

社会運動の高まりとともに、(g)明治末期以来、抑圧されていた社会主義者たちが活動を再

開した。マルクス主義者の（ う ）らは、1922年にひそかに（ え ）を結成した。 

女性たちも差別からの解放を求めて立ち上がった。(h)1911年、平塚らいてうらは、青鞜社

をつくり、文芸雑誌『青鞜』を発行して女性解放に取り組んだ。(i)1920年、平塚は新婦人協

会を結成し、治安警察法の改正を帝国議会に要求した。 

 

問１ 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 ロシア革命  い 治安維持法改正 

② あ ロシア革命  い 米騒動 

③ あ 世界恐慌   い 米騒動 

④ あ 世界恐慌   い 治安維持法改正 

問２ 空欄（う）（え）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 堺利彦  い 日本社会党   ② あ 幸徳秋水  い 日本共産党 

③ あ 堺利彦  い 日本共産党   ④ あ 幸徳秋水  い 日本社会党 

問３ 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 普選運動の展開の結果、原敬内閣において、普通選挙が実現した。 

  ② 普選運動の展開の結果、寺内正毅内閣が倒れ、普通選挙が実現した。 

  ③ 立憲政友会の尾崎行雄を指導者とする積極的な普選運動の結果、第三次桂内閣は退陣

した。 

④ 普選運動の結果、1925年に実現した普通選挙は、男性に限られたもので、女性に参政

権はなかった。 

問４ 下線部(b)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 アメリカの労働運動を経験した高野房太郎が友愛会を結成し、労働組合が組織された。 

  ② 友愛会は、1912年の結成当時は労働者同士の相互扶助が目的であった。 

  ③ 友愛会の運動の結果、工場法が制定され、労働者の権利が保障された。 

  ④ 鈴木文治は、キリスト教の立場から友愛会の結成に反対した。 

問５ 下線部(c)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 1921年に結成された日本労働総同盟は、全国の労働争議に対して支援した。 

  ② この日本労働総同盟の運動によって、労働者を保護する労働基準法が制定された。 

  ③ 日本労働総同盟の結成の背景には、第一次世界大戦後の日本経済の好景気があった。 

  ④ 日本労働総同盟は、日中戦争中も労働者の権利を要求して戦い続け、解散しなかった。 

問６ 下線部(b)の説明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 賀川豊彦、杉山元治郎らを中心に日本農民組合が結成された。 

  ② 日本農民組合の指導者賀川豊彦は、生涯を農民運動にささげた社会活動家であった。 

  ③ 日本農民組合は、普通選挙法が成立すると、無産政党である労働農民党設立の中心を

担った。 

  ④ 日本農民組合は、はじめて全国的な農民の組織として各地の小作争議を支援した。 



 

 

問７ 下線部(e)の人々の歴史に直接は関係していない事項はどれか、次のうちから１つ選び、

番号で答えよ。 

① 死牛馬の処理   ② 身分解放令   ③ 同和対策事業   ④ 人間宣言 

問８ 下線部(f)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 全国水平社の創立大会において、西光万吉起草の大会宣言が読み上げられた。 

  ② 被差別部落の人々は、差別撤廃を陳情するための組織として、全国水平社を結成した。 

  ③ 被差別部落の人々は、全国水平社を結成して、自分たちの特権を獲得しようとした。 

  ④ 全国水平社は、太平洋戦争中も部落解放運動を続け、戦後になって部落解放同盟と改

称した。 

問９ 下線部(g)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 保安条例によって、東京から社会主義者たちが追放された。 

  ② 田中義一内閣は、共産主義者たちを大量に検挙した。 

  ③ 1910年の大逆事件によって、社会主義者が多数検挙されたのを機に、社会主義運動が

停滞した。 

  ④ 人民戦線事件で、大内兵衛らマルクス主義経済学者たちが検挙された。 

問10 下線部(h) 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 『青鞜』の初刊には、山川捨松が非戦詩をのせた。 

  ② 『青鞜』の初刊には、山川菊枝が「山の動く日来る」という詩を寄せた。 

  ③ 平塚らいてうは、『青鞜』の初刊で、「人の世に熱あれ、人間に光あれ」と書いた。 

  ④ 平塚らいてうは、『青鞜』の初刊で、「元始女性は太陽であった」と書いた。 

問11 下線部(i)の新婦人協会や治安警察法に関し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 平塚らいてうと市川房枝らが協力して新婦人協会をつくった。 

  ② 新婦人協会は、治安警察法第五条改正による女性の参政権獲得に力を入れた。 

  ③ 新婦人協会は、「衆議院議員選挙法の改正」を要求した。 

  ④ 治安警察法は、集会・結社・言論の自由を厳しく制限していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10  「日本の教育の歴史」の学習で、「日本の教育の歴史」ついて自身でテーマを設定し、

調べ、ノートにまとめて提出するという課題が出された。山崎さん、田中さん、佐藤さんのま

とめたノートを読み、あとの問いに答えよ。 

 

山崎さんのノート 

テーマ：（ ア ）について  

大学（寮）：式部省の管轄下で、中央に置かれた教育機関。 

主に貴族の子弟や朝廷に文筆で仕えた人々の子弟が入学。 

国学：国司の管轄化で地方に置かれた教育機関。 

主に郡司の子弟が入学。 

大学別曹：有力氏族が一族の子弟を寄宿ささせる大学に付属する施設。 

和気氏の（ あ ）や在原氏の（ い ）が代表例としてあげられる。 

［ Ａ ］：真言宗の開祖が庶民教育の目的で京都に設置した教育機関。 

 

問１ 山崎さんはどのようなテーマで「日本の教育の歴史」についてまとめたと考えられるか、

空欄（ア）に入る最も適切なものを、次のうちから１つ選び番号で答えよ。 

① 飛鳥時代、奈良時代の教育機関 

② 奈良時代、平安時代の教育機関 

  ③ 平安時代、鎌倉時代の教育機関 

  ④ 鎌倉時代、室町時代の教育機関 

問２ 空欄（あ）・（い）に入る語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－弘文院  い－勧学院   ② あ－弘文院  い－奨学院 

  ③ あ－学館院  い－勧学院   ④ あ－学館院  い－奨学院 

問３ 空欄［Ａ］に当てはまる適語を入れよ。 



 

 

田中さんのノート 

テーマ：江戸時代の教育について 

●幕府の教育について 

・徳川家康が儒学者の（ う ）の門人林羅山を用いたことが江戸時代の幕府の教育の出発

点と考えられる。1797年には林家の家塾を幕府直轄の教育機関とし、（ え ）を設置した。 

・幕府は儒学の中でも（ イ ）を重視し、寛政の改革では正学とされた。 

●諸藩の教育について 

・諸藩では藩主やその子弟の教育機関として藩校が多く作られた。 

・主な藩校以下のとおりである。 

設立地 藩校名 設立年 

岡山 (a)閑谷学校 1670 

仙台 (b)養賢堂 1736 

鹿児島 (c)造士館 1773 

水戸 (d)弘道館 1841 

●庶民教育について 

・18世紀はじめに、［ Ｂ ］が庶民に社会の中での町人や百姓の役割を強調し、その人間

としての価値を説いた心学は、弟子たちによってその考えは全国に広げられた。 

・一般庶民の初等教育機関としては村役人・僧侶・神職・町人などによって、寺子屋が多く

作られた。 

 

問４ 空欄（う）・（え）に入る語の組み合わせとして正しいものを、次のうちから１つ番号

で選び答えよ。 

① う－藤原惺窩  え－湯島聖堂   ② う－藤原惺窩  え－昌平坂学問所 

  ③ う－南村梅軒  え－湯島聖堂   ④ う－南村梅軒  え－昌平坂学問所 

問５ 空欄（イ）には儒学の１つの学派が入る。空欄（イ）に当てはまる学派と、空欄（イ）

を幕府が重視した理由として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 イ：朱子学 

理由：知行合一という実践的道徳を説く学問であり、実践的道徳を備えた武士による幕

藩体制の変革を考えたから。 

  ② イ：朱子学 

理由：上下の身分をわきまえ、礼節を重んじる学問であり、封建的身分制度に適合し幕

藩体制の維持に利用できると考えたから。 

③ イ：陽明学 

理由：知行合一という実践的道徳を説く学問であり、実践的道徳を備えた武士による幕

藩体制の変革を考えたから。 

  ④ イ：陽明学 

理由：上下の身分をわきまえ、礼節を重んじる学問であり、封建的身分制度に適合し幕

藩体制の維持に利用できると考えたから。 



 

 

問６ 田中さんのノートにおける下線部(a) (b) (c) (d)では藩校として誤っているものがあ

る。誤っているものとその根拠を述べた文章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 下線部(a) 根拠：下線部(a)は池田光政により設立された郷校であるから。 

② 下線部(b) 根拠：下線部(b)は緒方洪庵により設立された私塾であるから。 

③ 下線部(c) 根拠：下線部(c)は池田光政により設立された郷校であるから。 

 ④ 下線部(d) 根拠：下線部(d) は緒方洪庵により設立された私塾であるから。 

問７ 空欄［Ｂ］に当てはまる人物名を入れよ。 

 

佐藤さんのノート 

テーマ：明治初期の教育制度について 

学制公布（1872年）  

 

 

教育令公布（1879年） 

 

 

教育令改正（1880年） 

 

 

(e)学校令（1886年） 

 

問８ 空欄（ウ）に入る最も適切なものを、次のうちから１つ選び、番号で答えよ。 

 ① 学制はフランスに影響を受けた学区制も設け、小学校設立に重点が置かれたが、学制の

画一的な計画は国民に受け入れられず、教育令によって改められた。しかし、教育令の小

学校の設立経営を町村の自由裁量としたことは、かえって混乱を招き翌年改正されること

となった。 

② 学制はアメリカに影響を受けた学区制を設け、小学校設立に重点が置かれたが、学制の

画一的な計画は国民に受け入れられず、教育令によって改められた。しかし、教育令の小

学校の設立経営を町村の自由裁量としたことは、かえって混乱を招き翌年改正されること

となった。 

 ③ 学制は学校の設立経営を町村の自由裁量としたが混乱を招き、教育令によって改められ

た。しかし、教育令のフランスの影響を受けた学区制を設け、小学校設立に重点が置かれ

たという画一的な計画は国民に受け入れられず、翌年改正されることとなった。 

 ④ 学制は学校の設立経営を町村の自由裁量としたが混乱を招き、教育令によって改められ

た。しかし、教育令のアメリカの影響を受けた学区制を設け、小学校設立に重点が置かれ

たという画一的な計画は国民に受け入れられず、翌年改正されることとなった。 

問９ 下線部(e)が発布されたときの文部大臣は誰か、答えなさい。 

1872年に公布された学制は、1879年に廃され、教育令が公

布されたが、その教育令も翌年改正されている。この一連

の学制の廃止、教育令の公布・改正は「（ ウ ）」と説

明できる。 


