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2024年度一般選抜前期Ａ日程（1月23日実施）

日 本 史 問 題
（ 1ページ〜15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。

　５ 世紀になると、ヤマト政権は朝鮮半島南部における立場を有利にするため、約
⑴

１ 世紀の間

中国南朝に朝貢の使節を派遣した。６ 世紀末の中国では隋が南北朝を統一し、朝鮮半島へ進出

するようになったため、倭国は隋と通好する道を選んだ。朝鮮半島情勢が激動するなかで、倭

国は百済復興のために兵を送ったが敗れた。この敗戦を受けて、朝廷は西
⑵

日本を中心に防衛に

必要な施設や人を配置するとともに、近江大津宮に都を移した。

　８ 世紀には律令体制が確立し、朝廷は平城京への遷都をおこなったが、政
⑶

権内では権力闘争

による動揺がやまず、政治不安や社会不安が広がった。

　10世紀になると律令体制の変質がいちじるしくなり、醍
⑷

醐天皇のもとで律令体制の復興をは

かる国政改革が推進されたが、十分な効果をあげることができなかった。地
⑸

方では武士の反乱

が起こり、12世紀にいたるまで各地で戦乱が相次いだ。11世紀後半になると後三条天皇が親政

をおこない、 A の荘園整理令を発して太政官に専門機関を置き、荘園整理を徹底させた。

後三条天皇の没後、上皇が権力を握る院政が続くなかで、院近臣であった伊勢平氏が台頭し、保

元・平治の乱をへて平清盛の地位と権力は急速に高まった。その後、後白河法皇を鳥羽殿に幽

閉するなど、平清盛とその一門が朝廷の権力を独占すると、これに反発する動きが各地で起こ

り、源
⑹

頼朝は伊豆で挙兵し、鎌倉を拠点に幕府機構の構築を着々と進めた。頼朝の死後、僧栄

西は鎌倉で北条政子や将軍源頼家の保護を受け、大寺院の創建などに取り組んだ。一方、京都

では、延暦寺や興福寺の反発を背景に、法
⑺

然やその弟子親鸞らが処断されることとなり、法然

は四国に、親鸞は越後に流された。

　二度にわたる蒙古襲来ののち、鎌倉幕府では北条得宗家による専制の傾向が強まった。一方

で、幕
⑻

府を支えてきた御家人が窮乏し、幕府への不信感も強まっていった。幕府は御家人の救

済をはかろうとしたが、充分な効果は得られなかった。

　鎌倉幕府への不信を背景に元弘の変が起こり、幕府は1333年に滅亡した。建武の新政の失敗

後、足利尊氏が新幕府の樹立に成功したが、以後半世紀以上にわたり南北朝の動乱が続いた。や

がて ３ 代将軍足
⑼

利義満の時代になると、動乱は終息に向かい、幕府権力は安定期を迎えた。南

北朝期を通じて権限を拡大した守護のなかには幕府に抵抗する者もいたが、義満はその勢力削

減につとめた。倭寇の活動も抑えられて明
⑽

朝との国交が開始され、貿易に力が注がれた。しか

し、将軍権力の衰退とともに日明貿易の実権は守護の手に移っていった。

　鎌倉後期より、畿内各地の荘園・公領では、地縁的な自治村落である惣が広がっていった。惣ど

うしの結合も強まり、一味神水して蜂起し、京都市中に侵入して中
⑾

央の政界に大きな衝撃を与えた。

Ⅰ
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　室町時代には商工業や銭貨の流通が一段と盛んになった。そうした状況を受けて、多彩な職

人の姿を紹介したり、行
⑿

商人や運送業の様子を描いた絵画もあらわれた。

問 1　　　　 線 ⑴ に関連して、使節の派遣について記した文献名として、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　『宋書』倭国伝　　　②　「魏志」倭人伝　　　③　好太王碑文

④　『隋書』倭国伝　　　⑤　『漢書』地理志

問 ２　　　　 線 ⑵ に関連して、この時に配置されたものとして、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。 イ

①　防人　　　②　水城　　　③　大野城　　　④　健児

問 3　　　　 線 ⑶ の権力闘争の事例として、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　藤原不比等の策略により、長屋王が自害に追い込まれた。

②　藤原四兄弟に反発した橘奈良麻呂が謀反を計画した。

③　橘諸兄が吉備真備らを登用したため、藤原氏の反乱をまねいた。

④　藤原仲麻呂は光明皇太后の信任を得て淳仁天皇の摂政となったので、道鏡が反発した。

問 4　　　　 線 ⑷ に関連して、醍醐天皇の治世下の出来事として、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　勅撰の和歌集『古今和歌集』が編纂された。

②　『延喜格』や『延喜式』などの法典が編纂された。

③　三善清行が「意見封事十二箇条」を提出した。

④　尾張国郡司百姓らが国司藤原元命の不正を訴えた。
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問 5　　　　 線 ⑸ に関連して、10世紀から12世紀にかけて起きた地方の反乱や戦乱を年代の

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。 オ

①　平将門が藤原秀郷らにより討たれた。

②　源頼義が陸奥の安倍氏を平定した。

③　房総地方で反乱を起こした平忠常が、源頼信に降伏した。

④　平忠盛が山陽・南海両道の海賊を討伐した。

⑤　源義家が清原氏一族の内紛を制圧した。

問 6　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。 カ

①　永延　　　②　延喜　　　③　延久　　　④　長久　　　⑤　天喜

問 7　　　　 線 ⑹ に関連して、源頼朝が伊豆で挙兵してから平氏が滅亡するまでの間に設置

された機関または職名として、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。 キ

①　武者所　　　②　公文所　　　③　引付衆　　　④　評定衆　　　⑤　六波羅探題

問 8　　　　 線 ⑺ に関連して、当時の仏教に関して述べた文として、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。 ク

①　法然は『選択本願念仏集』を著し、専修念仏を説いた。

②　親鸞は越後追放ののち、東国に移って布教活動をおこない、悪人正機を説いた。

③　法相宗の貞慶は戒律を重んじ、南都仏教の刷新につとめた。

④　栄西は京都に建長寺を創建し、重源の後継者として東大寺の再建事業にも尽力した。

問 9　　　　 線 ⑻ に関連して、御家人窮乏の原因・背景や幕府の対策を述べた文として、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。 ケ

①　分割相続が進み、鎌倉時代後期には御家人所領の細分化が起きていた。

②　蒙古襲来による多大な犠牲に対する充分な恩賞はなく、異国警固の負担も継続した。

③　幕府は裁判制度を整備して、御家人が関係する金銭訴訟を積極的に受け付けた。

④　幕府は質入・売却された御家人所領の無償取り戻しを命じた。
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問10　　　　 線 ⑼ に関連して、足利義満とその前後の時代の東アジア情勢について述べた文

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　李舜臣が高麗を倒し、朝鮮を建国した。

②　琉球の中山王尚巴志が三山を統一した。

③　この頃の倭寇は、おもに私貿易をおこなう中国大陸の人々で構成されていた。

④　義満の遺志をひきついだ 4 代将軍足利義持は、日明貿易を継続した。

問11　　　　 線 ⑽ に関連して、明からの輸入品として、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。 サ

①　書籍　　　②　陶磁器　　　③　刀剣　　　④　銅銭　　　⑤　生糸

問12　　　　 線 ⑾ に関連して、次の史料の内容を説明した文として、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。 シ

　（正長元年）九月　日、一天下の土
ど

民
みん

蜂
ほう

起
き

す。徳
とくせい

政と号し、酒屋・土
ど

倉
そう

・寺院等を

破
は

却
きゃく

せしめ、雑
ぞうもつ

物等 恣
ほしいまま

にこれを取り、 借
しゃく

銭
せん

等 悉
ことごと

くこれを破る。管
かんれい

領（注）、これ

を成
せいばい

敗す。凡
およ

そ亡
ぼうこく

国の 基
もとい

、これに過ぐべからず。日本開
かい

白
びゃく

以来、土民蜂起是れ初め

なり。
（『大乗院日記目録』、原漢文）

（注）幕府管領の畠山満家のこと

①　正長の初め、天下の「土民」が徳政を要求して蜂起した。

②　「土民」は酒屋・土倉を破壊し、寺院に保護を求めた。

③　管領であった畠山氏が「土民」を取り締まった。

④　この史料の筆者は、「土民」の蜂起は日本の国が始まって以来初めての出来事である、

と感想を述べている。
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問13　　　　 線 ⑿ に関連して、次の（ i ）・（ⅱ）の図はともに『石山寺縁起絵巻』に描かれ

ている場面である。2 つの図の説明として、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。 ス

（ i ）　　　　　　　　　　　　  　　（ⅱ）

①　図（ i ）は、京都の郊外から薪・炭などを京都市中に売り歩いた桂女を描いている。

②　図（ i ）は、京都近郊の河川でとれる鮎などの産物を京都市中に売り歩いた大原女を描

いている。

③　図（ⅱ）は、馬の背に荷物を載せて運んだ車借を描いている。

④　図（ⅱ）は、馬借らが関所を通過する様子を描いている。
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　 　　次の文を読んで、あとの問いに答えなさい。

　織田信長は、 A の桶狭間の戦いで今川義元を討ち、さらに美濃の斎藤氏を倒して、1568

年に足利義昭を擁して入京した。信長は将軍となった義昭のもとで勢力を伸ばし、他
⑴

の戦国大

名や宗教諸勢力との戦いを繰り広げたが、やがて、その過程で敵対することになった義昭を追

放し、近
⑵

畿・東海・北陸地方などを支配下に入れた。しかし、全国統一を進めつつあった1582

年、本能寺の変で敗死した。

　信長の死後、豊臣政権はバテレン（宣教師）追放令を出した。江戸幕府は当初キリスト教を

黙認したが、キリスト教信者の団結などを恐れ、1612年には幕領に、翌年には全国に禁教令を

発した。これ以降、キ
⑶

リスト教徒の国外追放や宣教師らの処刑がおこなわれ、仏教に対する統

制も強められた。島原の乱の後、幕府は絵踏（踏絵）を強化するとともに宗門改めを実施し、

人々がいずれかの寺院の檀家であることを証明する B 制度を設けた。また、全宗派にお

ける本山と末寺の関係を組織化し、1665年に宗派共通の諸宗寺院法度を出して、全
⑷

宗派の寺院

を幕府の支配下において統制した。

　江戸時代には、幕府により街道・宿駅整備がなされて、参勤交代による人の往来および商品流

通がさかんになり、陸上交通・海上交通ともに整備された。陸
⑸

上交通では五街道が整備され、大

量の物資を安価に運ぶための海上交通も発達した。また、淀川・利根川などの河川や、琵琶湖・

霞ヶ浦といった湖では、高瀬舟などの中型船や小舟を用いた水運が発展した。江戸時代におけ

る商品流通の中心は、各地の城下町から三都に運ばれる年貢米などの蔵物であったが、次第に

納屋物といわれる一般商人の荷物もさかんに流通するようになった。なかでも大
⑹

坂には専門の

卸売市場が設けられ、諸藩の蔵屋敷が多数置かれ、蔵元とよばれる商人が蔵物を販売し、のち

に「天下の台所」といわれるようになった。

　対外関係に目を向けると、幕府は17世紀前半以来、いわゆる鎖国を対外政策の中心にすえた

が、18世紀後半になると、ロシア船をはじめとする外国船が日本の近海にあらわれるように

なった。このような情勢の変化のなかで、 Ｃ が『海国兵談』や『三国通覧図説』を著し

て海岸防備の急を世に問うたため、 幕政批判と見なされ、寛
⑺

政の改革で処罰された。一方、

蝦
⑻

夷地においては、択捉島でアイヌがロシア人と交易をおこなっていたことから、幕府は探検

家らを現地に派遣した。文化・文政期に入り、外国船が蝦夷地だけではなく本州近海にあらわ

れるようになると、幕府は異国船打払令を発令し、1837年には通商を求めて来航したアメリカ

商船モリソン号を、同法令にもとづいて撃退した。こ
⑼

の事件について幕府の対応を批判した蘭

学者たちは、1839年に幕府によって処罰された。その後、アヘン戦争の情報が幕府に入ると、

Ⅱ
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天
⑽

保の改革をすすめていた老中の水野忠邦らは外国船に対する方針を改めた。1853年、ペリー

率いるアメリカ東インド艦隊が浦賀に来航すると、幕府は翌年に日米和親条約を結んだ。

問 1　空欄 A に入る旧国名として、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　駿河　　　②　近江　　　③　越前　　　④　信濃　　　⑤　尾張

問 ２　　　　 線 ⑴ に関連して、織田信長に関する出来事を年代の早い順に並べた場合、３ 番

目に当たるものを、次の中から １ つ選び、番号をマークしなさい。 イ

①　比叡山延暦寺を焼き打ちにした。

②　朝倉義景・浅井長政を姉川の戦いで破った。

③　騎馬隊を中心とする武田勝頼の軍を、長篠の戦いで破った。

④　顕如が率いる本願寺を11年に及ぶ戦争の末に屈伏させた。

⑤　将軍足利義昭を京都から追放し、室町幕府を滅亡させた。

問 3　　　　 線 ⑵ に関連して、織田信長が支配下の地域でおこなった政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。 ウ

①　他の戦国大名と同様に指出検地を実施した。

②　関所の撤廃を実施し、物資の流通を円滑にした。

③　人掃令を出して、武家奉公人が町人や百姓になることなどを禁じた。

④　自治的都市として繁栄した堺を、武力を背景に直轄領とした。

問 4　　　　 線 ⑶ に関連して、マニラに国外追放された元キリシタン大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。 エ

①　高山右近　　　②　有馬晴信　　　③　山田長政　　　④　大友義鎮

⑤　益田時貞（天草四郎）

問 5　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。 オ

①　地下請　　　②　地頭請　　　③　守護請　　　④　寺請　　　⑤　村請
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問 6　　　　 線 ⑷ に関連して、江戸時代前期の仏教や僧侶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　日蓮宗不受不施派を弾圧した。

②　明から渡来した隠元隆琦が伝えた黄檗宗は、禁教とされた。

③　大徳寺の僧である沢庵は、紫衣勅許を無効とした幕府に抗議し処罰された。

④　南禅寺金地院の僧である崇伝は、徳川家康の命により武家諸法度を起草した。

問 7　　　　 線 ⑸ に関連して、次の地図は江戸時代の交通路をあらわしたもので、太線（実

線・点線）は五街道、細線は海運を示している。図中のア～エ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。 キ

①　アは北国街道であり、途中から日光道中が分岐する。

②　イは東海道の箱根であり、関所が置かれ「入り鉄砲に出女」を厳しく取り締まった。

③　ウは中山道であり、宿駅には本陣や脇本陣、旅籠などが設けられた。

④　エは南海路であり、江戸と大坂を結ぶ菱垣廻船や樽廻船が就航した。

ア

ウ

イ

エ
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問 8　　　　 線 ⑹ に関連して、次の史料は大坂の繁昌をあらわした一節である。史料中の ３

箇所の〔　　　〕に共通して入る語句として、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

　惣
そう

じて北浜（注１）の〔　　　〕市は日本第一の津なればこそ、一刻の間に五万貫目の

たてり 商
あきない

（注2）も有
あること

事なり。その〔　　　〕は蔵々にやまをかさね、 夕
ゆうべ

の嵐 朝
あした

の雨、

日
ひ よ り

和を見
みあわせ

合、雲の立所をかんがへ、夜のうちの思ひ入
いれ

にて、売
うる

人有、買
かう

人有。壱
いちふん

分弐
に

分をあらそひ、人の山をなし、互に面を見しりたる人には、千石・万石の〔　　　〕

をも売買せしに、両人手
て

打
うち

て後は、 少
すこし

も是
これ

に相違なかりき。
（『日本永代蔵』）

（注１）北浜の市は元禄以後に堂島に移転した。

（注2）たてり商は相場取引のこと。

①　魚　　　②　米　　　③　牛　　　④　綿　　　⑤　青物

問 9　問 8の史料の原本である『日本永代蔵』の作者として、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　山東京伝　　　②　田中丘隅　　　③　滝沢馬琴　　　④　井原西鶴

⑤　近松門左衛門

問10　空欄 Ｃ 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。 コ

①　林子平　　　②　桂川甫周　　　③　恋川春町　　　④　工藤平助

⑤　蔦屋重三郎

問11　　　　 線 ⑺ に関連して、この改革がおこなわれた時期には藩政改革も実施され、全国

の藩で藩士や子弟教育のために藩校が設立された。秋田藩主佐竹義和が設立した藩校（藩

学）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　閑谷学校　　　②　造士館　　　③　芝蘭堂　　　④　懐徳堂　　　

⑤　明徳館（明道館）
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問1２　　　　 線 ⑻ に関連して、下線部の内容とその後の出来事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　国後島に上陸したロシアのゴローウニンが捕えられた。

②　アイヌに対し、和人の風俗を模倣させる形で同化政策が進められた。

③　1798年に間宮林蔵らが択捉島を探査し「大日本恵登呂府」の標柱を立てた。

④　レザノフ来航後、全蝦夷地はしばらくの間幕府の直轄地となり、松前奉行が置かれた。

問13　　　　 線 ⑼ に関連して、蘭学者の高野長英がモリソン号事件について著述し、幕府の

対外政策を批判した著作として、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　『慎機論』　　　②　『仕懸文庫』　　　③　『柳子新論』　　　④　『戊戌夢物語』

⑤　『金々先生栄花夢』

問14　　　　 線 ⑽ に関連して、この改革がおこなわれた前後の時期には、各藩でも藩政改革

が進められたが、佐賀藩の改革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。 セ

①　長崎においてオランダ人による海軍伝習をおこなった。

②　越荷方を設置して廻船積荷の委託販売で収益を上げた。

③　藩の負債の返済を延期し、黒砂糖の専売や琉球の密貿易で収益を上げた。

④　反射炉を備えた大砲製造所を設け、均田制を実施した。
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　 　　次の文を読んで、あとの問いに答えなさい。

　1871年の廃藩置県により、明治政府による中央集権的な統治が整えられた。これまで各藩に

よって異なっていた税制の統一は政府にとって喫緊の課題であり、2 年後の1873年には地
⑴

租改

正条例が公布された。また、1870年代にはさまざまな新制度や政策が実施された。しかし、そ

れらに対する反発も大きく、1876年に A が出されたことを機に、神風連の乱が起こり、

その後、士族反乱が相次いだ。その間に国会の開設を求める運動も広がりを見せ始めたが、政

府内では国会開設を時期尚早とする見解が多かった。しかし、西南戦争後、この運動が国民運

動へと発展するに及び、ついに政府は国会開設を公約せざるを得なくなった。これにともない、

議
⑵

会制度や地方行政制度などの整備も進められることとなった。　

　1890年に帝国議会が開かれると、当初は政府と政党との間で予算案を巡る激しい対立が続い

たが、次第に政府と政党の協調がみられるようになった。明治期の歴代内閣は主に薩摩藩・長

州藩出身の政府実力者が首相や各国務大臣の大半を占めていたが、1898年には B を与党

とする初の政党内閣が発足した。政党内閣は衆議院の多数党を基盤とする政権で、その成立に

は選挙と国民世論の後押しが不可欠の条件であった。当時、世論の形成に関与した新聞や雑誌

は発行部数を伸ばしつつあった。その背景のひとつとして、教
⑶

育制度の整備をあげることがで

きる。

　20世紀に入り、1914年に第一次世界大戦が勃発すると、日本も参戦した。日本は中華民国政

府の Ｃ 政権に多額の借款をおこなうなど、中国大陸への影響力拡大をはかった。

　第
⑷

一次世界大戦中の日本は好景気を迎えたが、大戦が終結すると景気は次第に停滞・低迷し

ていった。一方、第
⑸

一次世界大戦後はアメリカを中心とする国際体制が構築され、日本もこれ

に沿った外交を展開した。しかし、1920年代後半以降、日本による中国大陸への度重なる出兵

によって、対米関係は次第に悪化した。

　1930年代に入り、軍部が台頭し国内が戦時体制へ移行していくにつれて、こ
⑹

れに反対すると

見なされた学問や思想が弾圧の対象になった。また、美術界では、安井曽太郎の D のよ

うな、大正以来の自由な作風の絵画や彫刻などが発表されていたが、日中戦争が全面化してい

くと芸術活動も制限されるようになった。1938年には国
⑺

家総動員法が制定され、さらに ３ 年後

には太平洋戦争に突入した。

　1945年に日中戦争と太平洋戦争が終結すると、敗戦国となった日本はアメリカを中心とする

連合国軍の占領下となった。東京には連合国軍最高司令官総司令部（GHQ／SCAP）が設置さ

れ、ここから日本政府に対しさまざまな指令・勧告が出された。特に同年10月の五大改革指令

Ⅲ
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は日本の民主化を達成するためのものとされ、五大改革のうち、「経済機構の民主化」の一環と

して財
⑻

閥解体が実施された。1952年にサンフランシスコ平和条約が発効し、日本は主権を回復

した。その後、日
⑼

本国内では保守政党による内閣が続くこととなった。

問 1　　　　 線 ⑴ に関連して、地租改正に関して述べた文として、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。 ア

①　地租改正に先立って、田畑永代売買の禁止が解かれた。

②　地租改正条例の公布後、土地所有者に地券が交付された。　

③　地租改正によって、米による納税は廃止された。

④　地租改正に反対する一揆が各地で生じた。

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　徴兵令　　　②　集会条例　　　③　廃刀令　　　④　新聞紙条例

⑤　神仏分離令

問 3　　　　 線 ⑵ に関連して、明治期の地方行政制度や議会制度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。 ウ

①　漸次立憲政体樹立の詔が出され、地方官会議が開かれた。

②　山県有朋内務大臣は市制・町村制を廃止した。

③　第 １ 帝国議会が開かれた後に、地方議会に当たる府県会が設置された。

④　内閣の各大臣は議会に対して責任を負うものとされた。

問 4　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。 エ

①　立憲改進党　　　②　進歩党　　　③　自由党　　　④　憲政党　　　⑤　憲政本党

問 5　　　　 線 ⑶ に関連して、明治期の教育制度について述べた文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。 オ

①　小学校で国定教科書が使用されるようになった。

②　森有礼文部大臣が一連の学校令を公布した。

③　教育令により小学校の設置を地方に委ねた。

④　義務教育期間が ６ 年間に延長された。

⑤　忠君愛国を基調とする教育勅語が発布された。
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問 6　空欄 Ｃ 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。 カ

①　張作霖　　　②　袁世凱　　　③　段祺瑞　　　④　孫文　　　⑤　蔣介石

問 7　　　　 線 ⑷ に関連して、第一次世界大戦中の日本経済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　鉄鋼生産拡大の必要性から日本製鉄会社が設立された。

②　貿易量が増大し、輸出超過から輸入超過となった。

③　世界的な船舶不足で、日本の海運業も不振となった。

④　大戦中に工業生産額が農業生産額を上回るようになった。

問 8　　　　 線 ⑸ に関連して、第一次世界大戦後の日本外交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。 ク

①　ヴェルサイユ条約において、日本は山東省の旧ドイツ権益を放棄した。

②　国際連盟が発足すると、日本は常任理事国となった。

③　ワシントン会議において、日本は主力艦保有量の現状維持が認められた。

④　天皇主権に抵触するとして、日本はパリ不戦条約に調印しなかった。

問 9　　　　 線 ⑹ に関連して、自身の学説が危険思想であるとみなされ、京都帝国大学教授

を休職処分となった人物として、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　矢内原忠雄　　　②　森戸辰男　　　③　美濃部達吉　　　④　滝川幸辰

⑤　大内兵衛

問10　空欄 D に入る作品名として、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。 コ

①　『金蓉』　　　②　『老猿』　　　③　『海の幸』　　　④　『転生』　　　⑤　『紫禁城』
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問11　　　　 線 ⑺ に関連して、次の史料は、国家総動員法の条文の一部を抜粋したものであ

る。史料に関連する記述として、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。 サ

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
ちょく

令
れい

ノ定ムル所ニ依リ、

帝国臣
しんみん

民ヲ徴用シテ総動員業務ニ従事セシムルコトヲ得
う

（後略）

第八条　 　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、

総動員物資ノ生産、修理、配給、譲渡其ノ他ノ処分、使用、消費、所持及移

動ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得

第二十条 　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、

新聞紙其ノ他ノ出版物ノ掲載ニ付、制限又ハ禁止ヲ為スコトヲ得（後略）

 （『官報』）

①　この法律により、議会での審議を経ずに「国家総動員」をおこなうことが可能になっ

た。

②　第四条の「総動員業務」には、陸軍または海軍への入隊も含まれていた。

③　国家総動員法に基づく勅令の一つとして、価格等統制令が出された。

④　第二十条を背景に、政府・軍部は情報の統制を強め、国民には正確な戦況が知らされ

なかった。

問1２　　　　 線 ⑻ に関連して、財閥解体の実現のために設置された組織や制定された法令と

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　過度経済力集中排除法　　　②　独占禁止法　　　③　金融緊急措置令

④　持株会社整理委員会

問13　　　　 線 ⑼ に関連して、保守政党による内閣が続いた時期の出来事を年代の早い順に

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。 ス

①　沖縄の日本復帰が実現した。　　

②　大阪で日本万国博覧会が開催された。

③　東京オリンピックが開催された。

④　ロッキード事件が表面化した。

⑤　公害対策基本法が制定された。




