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2021年度一般選抜前期Ａ日程（1月25日実施）

日 本 史 問 題
（ 1ページ〜13ページ）
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　 　　次の文を読んで、あとの問いに答えなさい。

〔 1 〕　7
⑴
世紀後半から 8世紀前半にかけて、いくつかの戦いや政変が起きたが、そうした経験

を経て、政府は中国にならって国制を整え、中央集権化を進めた。7世紀末に即位した持統天

皇は、飛鳥浄御原令を施行し、694年には都を A に遷した。

〔 2 〕　後三条天皇のあとを継いで即位した白河天皇は、子の B 天皇を幼少のうちに即位

させ、自らは上皇として天皇を後見し、政治の実権を握った。上皇の権威は高まり、そ
⑵
のもと

には中下級の貴族や武士が近侍して政治を支えるようになった。また同時代の文化も新たな展

開をみせた。上皇の離宮や寺社などの造営を請け負って奉仕し、その代償に官職に任じてもら

う売官の風潮も強まった。このような任官のしくみを Ｃ という。

〔 3 〕　鳥羽法皇が没すると、上
⑶
皇と天皇との対立にはじまる保元の乱が起き、つづいて院近臣

の対立を背景に平治の乱が起こった。天台座主慈円は、著書『 D 』の中で、鳥羽法皇の

没後は「日本国ノ乱逆」が起こり、「ムサ（武者）ノ世」になった、と語っている。

〔 4 〕　鎌倉幕府のもとで、守護の職権は、 E 以下の大犯三カ条などに限定されていた。室

町幕府も守護制度を引き継いだが、南北朝の動乱が激化すると、守護には多くの新たな職権が

与えられた。また、内乱の激化・拡大にともない地方武士を動員するため、1352年にはじめて

の半
⑷
済令を発して、守護に軍費調達の権限を与えた。

〔 5 〕　南
⑸
北朝時代には、各地で在地領主が成長した。彼らは地域の紛争を自主的に解決したり、

領民を支配するために、相互に契約して F を結ぶことがあり、守護の支配にもしばしば

抵抗した。14世紀の終わりになると動乱はおさまり、3代将軍足利義満のもとで政治は安定期

を迎えた。在京する有力守護が管領や侍所頭人（長官）などの要職に就いて幕政を主導する体

制がほぼ整った。一方、義満は明に使いを送り、国
⑹
交をひらいて貿易をおこなった。この時代

には新
⑺
たな文化が開花した。

Ⅰ
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問 1　　　　 線 ⑴ に関連して、この期間に起きた戦いや政変を年代の早い順に並べた場合、3

番目に当たるものを選び、番号をマークしなさい。 ア

①　吉野で挙兵した大海人皇子は、近江の朝廷を率いる大友皇子を倒した。

②　百済復興勢力を支援するため朝鮮半島に向かった倭の軍が、唐・新羅連合軍に大敗し

た。

③　藤原広嗣が、玄昉や吉備真備の排斥を求め、九州で挙兵した。

④　長屋王が謀反の容疑で自殺に追い込まれた。

問 2　空欄 A に入る語句として、最も適当なものを、次の中から 1 つ選び、番号をマー

クしなさい。 イ

①　恭仁京　　　②　平城京　　　③　藤原京　　　④　長岡京　　　⑤　難波宮（京）

問 3　空欄 B に入る天皇の名前として、最も適当なものを、次の中から 1 つ選び、番号

をマークしなさい。 ウ

①　鳥羽　　　②　堀河　　　③　後白河　　　④　後嵯峨　　　⑤　高倉

問 4　　　　 線 ⑵ に関連して、当時の上皇の政治や文化について述べた文として、最も不適

当なものを、次の中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。 エ

①　上皇は旧来の慣例にとらわれず、専制的な政治をおこなった。

②　上皇の御所を護る武力として、滝口の武者（武士）が置かれた。

③　上皇は六勝寺を造営し、しばしば高野詣・熊野詣をおこなった。

④　中国・インド・日本の説話を集めた『今昔物語集』が成立した。

問 5　空欄 Ｃ に入る語として、最も適当なものを、次の中から 1 つ選び、番号をマーク

しなさい。 オ

①　成功　　　②　遙任　　　③　目代　　　④　令外官　　　⑤　受領

問 6　　　　 線 ⑶ に関連して、これらの戦乱について述べた文として、最も不適当なものを、

次の中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。 カ

①　保元の乱の背景には、崇徳上皇と後白河天皇、藤原忠通と藤原頼長の対立があった。

②　保元の乱では、後白河天皇は源義朝・平清盛らの武士を動員した。

③　平治の乱では、藤原信頼が源義朝と結んで兵をあげ、対立する藤原通憲を自殺させた。

④　平治の乱の結果、源義朝は処刑され、子の頼朝は相模に流された。
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問 7　空欄 D に入る語として、最も適当なものを、次の中から 1 つ選び、番号をマーク

しなさい。 キ

①　愚管抄　　　②　沙石集　　　③　元亨釈書　　　④　方丈記

⑤　神皇正統記

問 8　空欄 E に入る語句として、最も適当なものを、次の中から 1 つ選び、番号をマー

クしなさい。 ク

①　使節遵行　　　②　刈田狼藉　　　③　大番催促　　　④　下地中分　　　

⑤　守護請

問 9　次の史料は、　　　 線 ⑷ に関連するものである。この史料について述べた文として、最

も不適当なものを、下の選択肢の中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。 ケ

…次に近江・美濃・尾張三ヶ国の本所領半分の事、兵
ひょう

粮
ろう

料
りょう

所
しょ

として、当年一作、軍

勢に預
あず

け置くべきの由、守護人等に相
あい

触
ふ

れ訖
おわ

んぬ。半分に於
お

いては、宜
よろ

しく本所に分

かち渡すべし。… （建武以来追加）

①　この法令が近江など三ヶ国に発令されたのは、将軍に敵対する勢力の動きがこの地域

で活発になったためである。

②　この法令により、守護は荘園・公領の年貢の半分を地頭と折半することとなった。

③　この法令は、発令当初、期限が 1 年限りとされた。

④　守護は、この法令によって徴発した年貢を配下の武士に与えることにより、武士に対

する支配を強めていった。

問10　　　　 線 ⑸ に関連して、南北朝時代の政治動向について述べた文として、最も適当な

ものを、次の中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。 コ

①　足利尊氏は光厳天皇を擁立し、征夷大将軍に任ぜられた。

②　北畠親房は『梅松論』を著わし、南朝の正統性を主張した。

③　足利尊氏・直義兄弟の内紛により幕府勢力が分裂し、南北朝動乱は長期化した。

④　懐良親王は一時九州の大部分を制圧したが、大内義弘が九州探題に就任すると劣勢に

立たされた。

問11　空欄 F に入る語句として、最も適当なものを、次の中から 1 つ選び、番号をマー

クしなさい。 サ

①　国人一揆　　　②　一味神水　　　③　代表越訴　　　④　法華一揆　　　⑤　逃散
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問12　　　　 線 ⑹ に関連して、日明貿易について述べた文として、最も不適当なものを、次

の中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。 シ

①　4 代将軍足利義持のときに中断した日明貿易を、6 代将軍義教が再開した。

②　大量の中国銭が輸入され、国内の貨幣流通に大きな影響を与えた。

③　15世紀後半以降、細川氏や大内氏など有力守護が貿易を主導した。

④　細川船を大内船が焼き打ちするという三浦の乱が起きた。

問13　　　　 線 ⑺ に関連して、足利義満の時代に盛んとなった文化について述べた文として、

最も適当なものを、次の中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。 ス

①　足利義満は、京都東山に壮麗な山荘を築いたが、その遺構が鹿苑寺である。

②　夢窓疎石を開山とする天龍寺は、京都五山の一位とされた。

③　足利義満の庇護を受けた観阿弥は、『風姿花伝（花伝書）』で自らの能楽理論を展開し

た。

④　足利義満と交流のあった二条良基は、『公事根源』を著わし、連歌の規則を定めた。
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　 　　次の文を読んで、あとの問いに答えなさい。

〔 1 〕　戦国の争乱の中から、実力で領国を支配する戦国大名が登場した。関東では北
⑴
条早雲（伊

勢宗瑞）が堀越公方を滅ぼし、ついで隣国に進出し小田原を本拠とした。そののち北条氏（後

北条氏）は関東の大半を支配下に入れるまでに成長した。戦国大名は城下町の経営に力を注い

だが、この時代には商品経済の発達を背景に多様な性格を持つ都市が出現した。浄土真宗の勢

力の強い地域では、門徒らが集住する寺
⑵
内町が各地に建設された。

〔 2 〕　大坂の役で A を滅ぼしたのち、江戸幕府は一国一城令を出し、武家諸法度を制定

して大名らを厳しく統制した。3代将軍となった徳川家光は、将軍就任後、1635年にあらため

て武
⑶
家諸法度を発布した。家光のころには幕

⑷
府の統治機構も整備され、諸藩においても藩士や

領地・領民に対する支配が強化された。幕藩社会の基盤となる農村は、検
⑸
地帳に登録された田

畑や家屋敷を所有する農民によって運営された。彼らは田畑・家屋敷を基準とする本途物成、田

畑以外の収入などにかかる小物成といった負担を課された。

〔 3 〕　徳川家綱は、11歳で 4代将軍に就任し、叔父にあたる保科正之や老中松平信綱らの補佐

をうけて政治をおこなった。家
⑹
綱の将軍就任の直前に起きた事件は、幕政のあり方を変化させ

る重要な転換点となった。この時期には、諸
⑺
藩においても、藩政を刷新して、のちに名君とよ

ばれる大名があらわれた。

〔 4 〕　徳川綱吉は、上野国館林藩の藩主から 5代将軍に就任し、儒教倫理を重んじる文治政治

を推進した。その治世には、金銀の産出量が減少したり、寺社造営費用がかさむなどして、財

政的な窮乏に追い込まれたため、新しい貨
⑻
幣政策を余儀なくされた。財政窮乏は 8代将軍徳川

吉宗のもとでも深刻化し、 B の採用などで年貢増徴がはかられた。一方、17世紀後半以

降は商品・貨幣経済が発展した。その背景の一つに、全
⑼
国各地を結ぶ海運網が整備されたこと

があげられる。

〔 5 〕　アメリカ総領事ハリスは通商条約の締結を強く求め、大老井伊直弼は勅許のないままに

日
⑽
米修好通商条約に調印した。その結果、横浜など三港で貿易が開始された。貿易は大

⑾
幅な輸

出超過となり、国内産業に影響をもたらした。

Ⅱ
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⑷
府の統治機構も整備され、諸藩においても藩士や

領地・領民に対する支配が強化された。幕藩社会の基盤となる農村は、検
⑸
地帳に登録された田

畑や家屋敷を所有する農民によって運営された。彼らは田畑・家屋敷を基準とする本途物成、田

畑以外の収入などにかかる小物成といった負担を課された。

〔 3 〕　徳川家綱は、11歳で 4代将軍に就任し、叔父にあたる保科正之や老中松平信綱らの補佐

をうけて政治をおこなった。家
⑹
綱の将軍就任の直前に起きた事件は、幕政のあり方を変化させ

る重要な転換点となった。この時期には、諸
⑺
藩においても、藩政を刷新して、のちに名君とよ

ばれる大名があらわれた。

〔 4 〕　徳川綱吉は、上野国館林藩の藩主から 5代将軍に就任し、儒教倫理を重んじる文治政治

を推進した。その治世には、金銀の産出量が減少したり、寺社造営費用がかさむなどして、財

政的な窮乏に追い込まれたため、新しい貨
⑻
幣政策を余儀なくされた。財政窮乏は 8代将軍徳川

吉宗のもとでも深刻化し、 B の採用などで年貢増徴がはかられた。一方、17世紀後半以

降は商品・貨幣経済が発展した。その背景の一つに、全
⑼
国各地を結ぶ海運網が整備されたこと

があげられる。

〔 5 〕　アメリカ総領事ハリスは通商条約の締結を強く求め、大老井伊直弼は勅許のないままに

日
⑽
米修好通商条約に調印した。その結果、横浜など三港で貿易が開始された。貿易は大

⑾
幅な輸

出超過となり、国内産業に影響をもたらした。

Ⅱ
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問 1　　　　 線 ⑴ に関連して、北条早雲（伊勢宗瑞）がこのとき奪った国名として、最も適

当なものを、次の中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。 ア

①　伊豆　　　②　相模　　　③　駿河　　　④　甲斐　　　⑤　武蔵

問 2　　　　 線 ⑵ に関連して、寺内町として発展した都市として、最も適当なものを、次の

中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。 イ

①　奈良　　　②　一乗谷　　　③　堺　　　④　長野　　　⑤　富田林

問 3　空欄 A に入る人名として、最も適当なものを、次の中から 1 つ選び、番号をマー

クしなさい。 ウ

①　豊臣秀次　　　②　石田三成　　　③　豊臣秀頼　　　④　豊臣秀吉

⑤　毛利輝元

問 4　　　　 線 ⑶ に関連して、1635年に発布された寛永の武家諸法度の条文として、最も不

適当なものを、次の中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。 エ

①　文武弓馬の道、専
もっぱ

ら相
あい

嗜
たしな

むべき事。

②　殉死の儀、弥
いよいよ

制禁せしむる事。

③　五百石以上の船停止の事。

④　大名小名、在江戸交替、相定る所也。毎歳
とし

夏四月中参勤致すべし。

問 5　　　　 線 ⑷ に関連して、幕府や藩の統治機構や支配の仕組みについて述べた文として、

最も適当なものを、次の中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。 オ

①　政務を統括する老中のもとに、寺社奉行や町奉行が置かれた。

②　勘定奉行を補佐する若年寄のもとには、旗本を監察する目付が置かれた。

③　老中以下の役職には、それぞれ複数の担当者が就任し、月番交代で勤務した。

④　大名は領内統治を進めるため、俸禄制から地方知行制に移行した。

問 6　　　　 線 ⑸ に関連して、このような農村の運営にもあたる主要な構成員である農民は、

何とよばれたか。その呼称として、最も適当なものを、次の中から 1 つ選び、番号をマー

クしなさい。 カ

①　名子　　　②　水呑　　　③　郷司　　　④　田堵　　　⑤　本百姓
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問 7　　　　 線 ⑹ に関連して、その事件について述べた文として、最も適当なものを、次の

中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。 キ

①　明和事件が起こり、幕府は尊王論者を取り締まった。

②　由井（比）正雪の乱が起こり、幕府は末期養子の禁止を緩和した。

③　明暦の大火が起こり、幕府は人足寄場を整備した。

④　島原の乱が起こり、幕府は絵踏を新しく導入した。

問 8　　　　 線 ⑺ に関連して、儒者熊沢蕃山を登用したり、郷校（郷学）の閑谷学校を創設

した藩主が治めた藩の位置として、最も適当なものを、次の地図の中から 1 つ選び、番号

をマークしなさい。 ク

①

②③

④

⑤
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問 9　　　　 線 ⑻ に関連して、江戸時代のそれぞれ異なる時期におこなわれた貨幣政策を年

代の早い順に並べた場合、3 番目に当たるものを選び、番号をマークしなさい。 ケ

①　銭貨である寛永通宝を初めて鋳造し発行した。

②　計数貨幣である南鐐二朱銀をあらたに発行した。

③　金貨の急激な海外流出を抑えるため万延小判を発行した。

④　金の含有率を下げた元禄小判を発行した。

問10　空欄 B に入る語として、最も適当なものを、次の中から 1 つ選び、番号をマーク

しなさい。 コ

①　倹約令　　　②　上米　　　③　囲米　　　④　七分積金　　　⑤　定免法

問11　　　　 線 ⑼ に関連して、江戸時代の海運網について述べた文として、最も不適当なも

のを、次の中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。 サ

①　各地の天領から年貢米を長崎に運ぶための海運網が発達した。

②　荷物運送の安全や海損保障に備えて、大坂に二十四組問屋が、江戸に十組問屋が結成

された。

③　江戸・大坂間に樽廻船が就航し、菱垣廻船とはげしく競争した。

④　日本海沿岸の各地を通り上方にいたる北前船が活躍した。

問12　　　　 線 ⑽ に関連して、その説明として、最も不適当なものを、次の中から 1 つ選び、

番号をマークしなさい。 シ

①　下田・箱館以外の 4 港の開港と、その後の下田の閉鎖が定められていた。

②　日本に関税の税率を決定する権限が与えられていなかった。

③　日本に滞在する米国人に対する領事裁判権が認められた。

④　この条約につづき、オランダ・ロシア・イギリス・ドイツとも同様の条約が結ばれた。

問13　　　　 線 ⑾ に関連して、この時期の日本のおもな輸出品として、最も不適当なものを、

次の中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。 ス

①　生糸　　　②　毛織物　　　③　蚕卵紙　　　④　茶　　　⑤　海産物
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　 　　次の文を読んで、あとの問いに答えなさい。

〔 1 〕　明治政府は財政収入の安定をはかるため、土地制度と税制の改革を急ぎ、1873年には地

租改正条例を公布した。それらにより、課税の基準は収穫高から地価へと変更され、現物納は

金納に改められた。税率は地価の A とし、地券所有者を納税者と定めた。並行して、政

府は殖産興業にも力を注ぎ、その一環として主
⑴
要輸出産業の近代化を進めた。

〔 2 〕　伊藤博文は1882年欧州にわたり、ドイツやオーストリアの憲法学を学んだ。帰国後は国
⑵

会開設に備えた体制の構築につとめ、大
⑶
日本帝国憲法の起草に従事した。憲法の制定・施行に

ともない、他の諸法典の整備も進んだが、なかには公
⑷
布されたにもかかわらず、その施行が延

期される法典もあった。

〔 3 〕　朝鮮では、壬午軍乱（事変）や甲申事変が相次いで起こり、甲申事変のあと親日勢力が

一掃された。こうしたなか、福沢諭吉は新聞『 B 』において脱亜入欧を論じた。日清戦

争後、三国干渉により遼東半島を返還した日本は、対ロシア戦争を想定して軍
⑸
備拡張につとめ

た。日
⑹
露戦争の終結後、政府は軍事上の必要から鉄

⑺
道の国有化を推進した。また、日露戦争後

に登場した国
⑻
家主義への疑念や個人主義的な新しい思想傾向に対して、さまざまな対策をおこ

なった。

〔 4 〕　1918年に米騒動が全国に拡大し、その収束後まもなくして、原敬内閣が成立した。政党

内閣であった原内閣には普通選挙実現の期待が高まったが、原は普選運動には冷淡で、衆議院

の選挙制度を改めて Ｃ 制とし、納税資格をゆるめて、有権者の範囲を拡大するにとどめ

た。一方、社会運動は活発化し、労
⑼
働運動、女性運動、農民運動、部落解放運動などが高揚し

た。ようやく1925年、第
⑽

1 次加藤高明内閣のもとで、普通選挙法が成立した。

〔 5 〕　第二次世界大戦により破綻した日本経済は、戦後の復興過程においてもインフレの進行

を止めることができなかった。GHQは第 2次吉田茂内閣に対し、経済安定九原則の実行を指令

し、その実施のため、ド
⑾
ッジとシャウプが相次いで来日し、勧告や指示をおこなった。

Ⅲ
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問 1　空欄 A に入る税率として、最も適当なものを、次の中から 1 つ選び、番号をマー

クしなさい。 ア

①　2 . 5％　　　②　3％　　　③　3 . 3％　　　④　4％　　　⑤　5％

問 2　　　　 線 ⑴ に関連して、次の図はその政策のもとで開設された産業施設である。この

施設について述べた文として、最も不適当なものを、下の選択肢の中から 1 つ選び、番号

をマークしなさい。 イ

①　この施設は煉瓦造りの綿紡績工場である。

②　この施設はフランスの技術を移植してつくられた。

③　応募した士族の子女たちが工女の多くを占めた。

④　この施設は、のち三井に払い下げられた。

問 3　　　　 線 ⑵ に関連して、次にあげる政府の動きを、年代の早い順に並べた場合、3 番

目に当たるものを選び、番号をマークしなさい。 ウ

①　華族令を発令し、5 つの爵位を定めた。

②　枢密院を設け、憲法草案を審議した。

③　内閣制度を発足させ、伊藤博文が初代総理大臣となった。

④　府県制・郡制を公布した。

問 4　　　　 線 ⑶ に関連して、大日本帝国憲法の内容について述べた文として、最も不適当

なものを、次の中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。 エ

①　天皇は国の統治権のすべてを掌握する権限を有した。

②　天皇は陸海軍を統帥したが、この権限には議会はもとより、内閣も関与できないと解

釈された。

③　国務大臣は内閣のもとで一体とされ、議会に対し連帯して責任を負った。

④　言論や信教の自由など、臣民の自由は法律の範囲内という制約つきで認められた。
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問 5　　　　 線 ⑷ に関連して、1890年に公布された諸法典のなかには、日本の伝統的な倫理

の破壊につながるとして反対論がおこり、一部法学者の間で論争が戦わされた結果、施行

延期となったものがあった。その法典の名称として、最も適当なものを、次の中から 1 つ

選び、番号をマークしなさい。 オ

①　治罪法　　　②　民事訴訟法　　　③　刑事訴訟法　　　④　民法　　　⑤　刑法

問 6　空欄 B に入る語句として、最も適当なものを、次の中から 1 つ選び、番号をマー

クしなさい。 カ

①　東洋経済新報　　　②　時事新報　　　③　万朝報　　　④　中央公論

⑤　日本

問 7　　　　 線 ⑸ に関連して、この時期の軍備拡張と、軍拡を担う重工業の勃興について述

べた文として、最も不適当なものを、次の中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。

 キ

①　官営八幡製鉄所が設立され、操業を開始した。

②　政府の造船奨励政策により、三菱長崎造船所が成長した。

③　輸入した紡績機械をもちい、大規模経営の紡績業が勃興した。

④　戦勝によって得た賠償金の多くは、軍艦や武器の購入にあてられた。

問 8　　　　 線 ⑹ に関して、以下の史料は日露戦争の終結を約した条約の一節である。文中

の空欄ａ〜ｅにはそれぞれ異なる国名ないし地名が入る。このうち「韓国」が入る空欄と

して、最も適当なものを、下の選択肢の中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。

 ク

第二条　　 ａ 帝国政府ハ、 ｂ 国カ ｃ ニ於
おい

テ政事上、軍事上 及
および

経済

上ノ卓
たく

絶
ぜつ

ナル利益ヲ有スルコトヲ承認シ、 ｂ 帝国政府カ ｃ ニ於テ必要

ト認ムル指導、保護及監理ノ措
そ

置
ち

ヲ執
と

ルニ方
あた

リ之
これ

ヲ阻
そ

礙
がい

シ又
また

ハ之ニ干渉セサルコト

ヲ約ス……

第五条　　 ａ 帝国政府ハ、 ｄ 政府ノ承
しょう

諾
だく

ヲ以テ、 ｅ 、大
たい

連
れん

竝
ならびに

其
そ

ノ付近ノ領土及領水ノ租
そ

借
しゃく

権及該
がい

租借権ニ関連シ又ハ其ノ一部ヲ組
そ

成
せい

スル一切ノ権

利、特権及譲与ヲ ｂ 帝国政府ニ移転譲渡ス…… （「日本外交文書」）

①　ａ　　　②　ｂ　　　③　ｃ　　　④　ｄ　　　⑤　ｅ

問 5　　　　 線 ⑷ に関連して、次の史料は、「民撰議院設立の建白書」の一部である。空欄

Ｄ に入る語として、最も適当なものを、下の選択肢の中から 1 つ選び、番号をマー

クしなさい。 オ

　……臣等愛国ノ情自ラ已
や

ム能
あた

ハズ、乃
すなわ

チ之レヲ振
しんきゅう

救スルノ道ヲ講求スルニ、唯
ただ

天下

ノ Ｄ ヲ張ルニ在ルノミ、天下ノ Ｄ ヲ張ルハ民撰議院ヲ立
たつ

ルニ在ルノミ。

 （『日
にっ

新
しん

真
しん

事
じ

誌
し

』）

①　有司　　　②　公議　　　③　政権　　　④　人民　　　⑤　幸福
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問 5　　　　 線 ⑷ に関連して、1890年に公布された諸法典のなかには、日本の伝統的な倫理

の破壊につながるとして反対論がおこり、一部法学者の間で論争が戦わされた結果、施行

延期となったものがあった。その法典の名称として、最も適当なものを、次の中から 1 つ

選び、番号をマークしなさい。 オ

①　治罪法　　　②　民事訴訟法　　　③　刑事訴訟法　　　④　民法　　　⑤　刑法

問 6　空欄 B に入る語句として、最も適当なものを、次の中から 1 つ選び、番号をマー

クしなさい。 カ

①　東洋経済新報　　　②　時事新報　　　③　万朝報　　　④　中央公論

⑤　日本

問 7　　　　 線 ⑸ に関連して、この時期の軍備拡張と、軍拡を担う重工業の勃興について述

べた文として、最も不適当なものを、次の中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。

 キ

①　官営八幡製鉄所が設立され、操業を開始した。

②　政府の造船奨励政策により、三菱長崎造船所が成長した。

③　輸入した紡績機械をもちい、大規模経営の紡績業が勃興した。

④　戦勝によって得た賠償金の多くは、軍艦や武器の購入にあてられた。

問 8　　　　 線 ⑹ に関して、以下の史料は日露戦争の終結を約した条約の一節である。文中

の空欄ａ〜ｅにはそれぞれ異なる国名ないし地名が入る。このうち「韓国」が入る空欄と

して、最も適当なものを、下の選択肢の中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。

 ク

第二条　　 ａ 帝国政府ハ、 ｂ 国カ ｃ ニ於
おい

テ政事上、軍事上 及
および

経済

上ノ卓
たく

絶
ぜつ

ナル利益ヲ有スルコトヲ承認シ、 ｂ 帝国政府カ ｃ ニ於テ必要

ト認ムル指導、保護及監理ノ措
そ

置
ち

ヲ執
と

ルニ方
あた

リ之
これ

ヲ阻
そ

礙
がい

シ又
また

ハ之ニ干渉セサルコト

ヲ約ス……

第五条　　 ａ 帝国政府ハ、 ｄ 政府ノ承
しょう

諾
だく

ヲ以テ、 ｅ 、大
たい

連
れん

竝
ならびに

其
そ

ノ付近ノ領土及領水ノ租
そ

借
しゃく

権及該
がい

租借権ニ関連シ又ハ其ノ一部ヲ組
そ

成
せい

スル一切ノ権

利、特権及譲与ヲ ｂ 帝国政府ニ移転譲渡ス…… （「日本外交文書」）

①　ａ　　　②　ｂ　　　③　ｃ　　　④　ｄ　　　⑤　ｅ

問 5　　　　 線 ⑷ に関連して、次の史料は、「民撰議院設立の建白書」の一部である。空欄

Ｄ に入る語として、最も適当なものを、下の選択肢の中から 1 つ選び、番号をマー

クしなさい。 オ

　……臣等愛国ノ情自ラ已
や

ム能
あた

ハズ、乃
すなわ

チ之レヲ振
しんきゅう

救スルノ道ヲ講求スルニ、唯
ただ

天下

ノ Ｄ ヲ張ルニ在ルノミ、天下ノ Ｄ ヲ張ルハ民撰議院ヲ立
たつ

ルニ在ルノミ。

 （『日
にっ

新
しん

真
しん

事
じ

誌
し

』）

①　有司　　　②　公議　　　③　政権　　　④　人民　　　⑤　幸福
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問 9　　　　 線 ⑺ に関連して、1906年に鉄道国有法を制定した内閣として、最も適当なもの

を、次の中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。 ケ

①　第 1 次桂太郎内閣　　　　　②　第 1 次西園寺公望内閣　　　③　第 2 次桂太郎内閣

④　第 2 次西園寺公望内閣　　　⑤　第 3 次桂太郎内閣

問10　　　　 線 ⑻ に関連して、政府の対策について述べた文として、最も不適当なものを、次

の中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。 コ

①　戊申詔書を発して、国民に勤倹貯蓄と皇室の尊重を説いた。

②　大逆事件を機に社会主義者への弾圧を強めた。

③　内務省を中心に地方改良運動を推進した。

④　農民を結束させ、農山漁村経済更生運動を全国に展開した。

問11　空欄 Ｃ に入る語句として、最も適当なものを、次の中から 1 つ選び、番号をマー

クしなさい。 サ

①　大選挙区　　　②　中選挙区　　　③　小選挙区　　　④　全国区

⑤　比例代表区

問12　　　　 線 ⑼ に関連して、1918年の米騒動後に設立された団体として、最も不適当なも

のを、次の中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。 シ

①　日本農民組合　　　②　新婦人協会　　　③　日本労働総同盟　　　

④　全国水平社　　　　⑤　青鞜社

問13　　　　 線 ⑽ に関連して、この内閣について述べた文として、最も適当なものを、次の

中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。 ス

①　この内閣から犬養毅内閣まで、憲政の常道とよばれる政党内閣の慣行が続いた。

②　この内閣は、憲政会・政友本党・革新倶楽部による連立内閣であった。

③　日ソ共同宣言を発し、ソ連との国交を樹立した。

④　共産主義や無政府主義の活動を禁じた治安警察法を制定した。

問14　　　　 線 ⑾ に関連して、ドッジの指示にもとづき実施された政策として、最も適当な

ものを、次の中から 1 つ選び、番号をマークしなさい。 セ

①　金融緊急措置令の発令　　　　　　　②　警察予備隊の創設

③　赤字を許さない緊縮予算の編成　　　④　金輸出の再禁止

⑤　傾斜生産方式の採用
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