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地理歴史・公民 （Ｂ）

令和 5 年度入学試験問題
受験上の注意

1． 監督の指示により，解答用紙に受験番号（算用数字），氏名，フリガナ，解

答する科目を記入し，受験番号，該当する試験日，解答する科目をマークし

てください。記入については解答用紙の注意事項に従ってください。

2． 問題冊子の解答番号と解答用紙の番号を間違えないように注意してください。

3． 科目およびページは，次のとおりです。試験開始の合図があったら，まず受

験する科目のページ数を確認してください。

科　目 ペ ー ジ

日　本　史 2 ～17

世　界　史 18～37

地　　　理 40～59

政治・経済 60～74

4． 受験票を試験時間中は，机上の受験番号の下に呈示しておいてください。

5． 質問，その他用件があるときは，手を上げて合図してください。

6． 試験時間中の退場は認めません。

7． 試験時間は60分です。

8． この問題冊子は持ち帰ってください。

開始の合図があるまで開かないでください

2

次のア～ウの史料を読んで，それぞれの設問に答えなさい（史料は，一部省略

したり，書き改めたりしたところもある）。解答番号は ～

ア

ａ鹿子木の事

一，当寺の相承は，開発領主沙弥，寿 妙 嫡々相伝の次第なり。

一，寿妙の末流高方の時，ｂ権威を借らむがために，実政 て領家と号し，年貢

四百石を以て割き分ち，高方は庄家 領 掌 進退の 預 所 職となる。

一，実政の末流願西微力の間，国衙の乱妨を防がず。この故に願西，領家の得分二百

石を以て高陽院内親王に寄進す。 件 の宮薨去の後，御菩提の為め，… 勝 功徳院を

立てられ，かの二百石を寄せらる。其の後，美福門院の御 計 として御室に進付せ

らる。これ則ち ｃ の始めなり。…

 

　アの史料の下線部ａに「鹿子木」とあるが，どこの国の地名か。最も適切なも

のを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。

①　備　後 ②　肥　後 ③　豊　前 ④　豊　後 ⑤　筑　後

　アの史料の下線部ｂに「権威を借らむがために」とあるが，高方が実政の権威

を借りようとしたのはいかなる理由からか。その理由として最も適切なものを，

次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。

①　国衙の保護を受けるため。

②　国衙の干渉を防ぐため。

③　朝廷の保護を受けるため。

④　寺社の干渉を防ぐため。

⑤　寺社の保護を受けるため。

〔Ⅰ〕

日 本 史

（京都府立京都学・歴彩館所蔵「東寺百合文書」）
山川出版社『詳説 日本史史料集 再訂版』より作成

3

　アの史料の ｃ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。

①　本　家 ②　荘　官 ③　荘　民 

④  ⑤　名　主

　アの史料の説明として最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさ

い。

①　官省符荘について書かれた史料である。

②　国免荘について書かれた史料である。

③　在庁官人について書かれた史料である。

④　寄進地系荘園について書かれた史料である。

⑤　既墾地系荘園について書かれた史料である。

イ

（ｄ延久元年二月）廿三日，寛徳二年以後の新立荘園を 停 止すべし，縦ひかの年

以往と 雖 も，立券分明ならず，国務に妨げある者は，同じく停止の由宣下す。

 （『百練抄』）

　イの史料の下線部ｄに「延久元年」とあるが，この西暦年として最も適切なも

のを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。

① ② ③ ④ ⑤

山川出版社『詳説 日本史史料集 再訂版』より作成
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　イの史料に関連する説明として適切ではないものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。

①　公定の枡（宣旨枡）が制定された。

②　寺社領荘園は没収の対象とならなかった。

③　貴族・寺社領荘園と公領（国衙領）が明確になった。

④　国司は支配下の公領を郡・郷・保などの新たな単位で再編成した。

⑤　貴族・寺社領荘園が整備された。

ウ

コノ後三条 位 ノ御時，…延 久 ノ記録所トテハジメテヲカレタリケルハ，諸国七道

ノ所領ノ宣旨・官符モナクテ公田ヲカスムル事，一天四海ノ巨害ナリトキコシメシツ

メテアリケルハ，スナハチｅ宇治殿ノ時，ｆ一ノ 所 ノ御 領 御領トノミ云テ，庄園諸国

ニミチテｇ受 領 ノツトメタヘガタシナド云ヲ，キコシメシモチタリケルニコソ。…

（ ｈ『愚管抄』）

　ウの史料の下線部ｅに「宇治殿」とあるが，だれのことか。最も適切な人物を，

次の①～⑤のうちから一人選びなさい。

①　藤原兼家 ②　藤原道隆 ③　藤原道長

④　藤原頼通 ⑤　藤原頼長

　ウの史料の下線部ｆに「一ノ 所 」とあるが，その意味として最も適切なもの

を，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。

①　朝　廷 ②　興福寺 ③　伊勢神宮

④　院 ⑤　摂関家

山川出版社『詳説 日本史史料集 再訂版』より作成
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〔Ⅰ〕

日 本 史

（京都府立京都学・歴彩館所蔵「東寺百合文書」）
山川出版社『詳説 日本史史料集 再訂版』より作成

3
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山川出版社『詳説 日本史史料集 再訂版』より作成

4
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日
本
史
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問 9　ウの史料の下線部ｇに「受
ず

領
りょう

」とあるが，その説明として最も適切なものを，

次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 9

①　任国に赴く国司の最上席者。

②　任期満了後に同一の国司などの官職に再任されている者。

③　任国に赴任せず目代などを派遣して職務を代行させ収入を得ている者。

④　一定の財物を宮中の諸経費に充てるとして官に納め国司の職を得た者。

⑤　地方国衙において下級役人を監督する者。

問10　ウの史料の下線部ｈに「『愚管抄』」とあるが，この史料の作者として最も適切

な人物を，次の①～⑤のうちから一人選びなさい。 10

①　源　信 ②　藤原通憲（信西） ③　慈　円 

④　明　恵 ⑤　鴨　長明

6

次のア・イの文章を読んで，それぞれの設問に答えなさい。解答番号は

11 ～ 20

ア　織田信長の家臣として出世した羽柴秀吉は，信長を倒した明智光秀を ａ の戦

いで討ち，翌年には信長の重臣であった柴田勝家をも倒し，信長の後継者としての地

位を固めた。

秀吉は， ｂ の跡地に大坂城を築き，1585（天正13）年には朝廷から ｃ

に任命され，翌年には太政大臣となり，豊臣の姓を与えられた。1590（天正18）年に

は小田原の北条氏を滅ぼし，全国統一を完成させた。秀吉は， ｄ に後陽成天皇

を迎えて歓待し，諸大名に天皇と自らへの忠誠を誓わせるなど，朝廷という伝統的な

権威をたくみに利用した。

また秀吉は，1582（天正10）年以後，全国各地でｅ検地を実施した。この検地の結

果，農民は，自分の土地の所有権を法的に認められることになり，それまで荘園制の

もとで一つの土地に何人もの権利が重なっていた状態が整理された。1588（天正16）

年にはｆ刀狩令を出し，ついで1591（天正19）年には人掃令（身分統制令）を出して，

身分の固定化を進めた。

検地も含め，こうした政策によって兵農分離が進み，近世社会につながる身分制の

骨格が作られていった。

問 1　アの文章の ａ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 11

①　姉　川 ②　賤ヶ岳 ③　長　篠

④　山　崎 ⑤　小牧・長久手

問 2　アの文章の ｂ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 12

①　相国寺 ②　園城寺（三井寺） ③　根来寺

④　石山本願寺 ⑤　吉崎道場（吉崎御坊）

〔Ⅱ〕

7

問 3　アの文章の ｃ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 13

①　左大臣 ②　関　白 ③　太　閤

④　右近衛大将 ⑤　摂　政

問 4　アの文章の ｄ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 14

①　伏見城 ②　二条城 ③　醍醐寺

④　桂離宮 ⑤　聚楽第

問 5　アの文章の下線部ｅに「検地を実施した」とあるが，秀吉が実施した検地の内

容として適切ではないものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 15

①　当初は実際に土地を測量する検地がおこなわれたが，のちに申告方式に

よる指出検地がおこなわれるようになった。

②　土地の面積の単位を，町・段（反）・畝・歩に統一した。

③　使用する枡の容量を，京枡に統一した。

④　 1 段あたりの米の標準収穫高である石盛を定め，その石盛に面積を乗じ

て石高が算出された。

⑤　一地一作人の原則のもと，検地帳には実際に耕作している農民の田畑と

屋敷地が記載された。

8

問 6　アの文章の下線部ｆに「刀狩令」とあるが，この法令に関する説明として適切

ではないものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 16

①　百姓から刀・弓・槍など，鉄砲を除いた武器類を没収した。

②　一揆の発生を未然に防ぐねらいがあった。

③　武器類の没収は，京都方広寺の大仏造立の材料にするためという名目

だった。

④　百姓に対して，耕作に専念するよう説いた。

⑤　国主（大名）・給人・代官に命じて，武器類を集めさせた。

イ　1549（天文18）年，イエズス会の宣教師フランシスコ=ザビエルが ｇ に渡来

し，キリスト教を伝えた。その後もあいついでｈ宣教師が来日し，布教活動をおこ

なった結果，キリスト教の信者は西日本を中心に急増していった。

織田信長は，キリスト教の布教に対しては好意的な態度をとり，京都には南蛮寺が，

安土にはセミナリオ（神学校）がそれぞれ建てられた。

豊臣秀吉は，初めはキリスト教の布教を認めていたが，九州出兵の際に ｉ が

イエズス会に寄進されていることを知ると，1587（天正15）年，バテレン追放令を出

した。しかし，その一方でｊ貿易を奨励していたため，キリスト教の取り締まりは不

徹底に終わった。

問 7　イの文章の ｇ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 17

①　鹿児島 ②　平　戸 ③　長　崎

④　福　岡 ⑤　豊後府内

38 日本史Ｂ
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いで討ち，翌年には信長の重臣であった柴田勝家をも倒し，信長の後継者としての地

位を固めた。

秀吉は， ｂ の跡地に大坂城を築き，1585（天正13）年には朝廷から ｃ

に任命され，翌年には太政大臣となり，豊臣の姓を与えられた。1590（天正18）年に

は小田原の北条氏を滅ぼし，全国統一を完成させた。秀吉は， ｄ に後陽成天皇

を迎えて歓待し，諸大名に天皇と自らへの忠誠を誓わせるなど，朝廷という伝統的な

権威をたくみに利用した。

また秀吉は，1582（天正10）年以後，全国各地でｅ検地を実施した。この検地の結

果，農民は，自分の土地の所有権を法的に認められることになり，それまで荘園制の

もとで一つの土地に何人もの権利が重なっていた状態が整理された。1588（天正16）

年にはｆ刀狩令を出し，ついで1591（天正19）年には人掃令（身分統制令）を出して，

身分の固定化を進めた。

検地も含め，こうした政策によって兵農分離が進み，近世社会につながる身分制の

骨格が作られていった。

問 1　アの文章の ａ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 11

①　姉　川 ②　賤ヶ岳 ③　長　篠

④　山　崎 ⑤　小牧・長久手

問 2　アの文章の ｂ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 12

①　相国寺 ②　園城寺（三井寺） ③　根来寺

④　石山本願寺 ⑤　吉崎道場（吉崎御坊）

〔Ⅱ〕

7

問 3　アの文章の ｃ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 13

①　左大臣 ②　関　白 ③　太　閤

④　右近衛大将 ⑤　摂　政

問 4　アの文章の ｄ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 14

①　伏見城 ②　二条城 ③　醍醐寺

④　桂離宮 ⑤　聚楽第

問 5　アの文章の下線部ｅに「検地を実施した」とあるが，秀吉が実施した検地の内

容として適切ではないものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 15

①　当初は実際に土地を測量する検地がおこなわれたが，のちに申告方式に

よる指出検地がおこなわれるようになった。

②　土地の面積の単位を，町・段（反）・畝・歩に統一した。

③　使用する枡の容量を，京枡に統一した。

④　 1 段あたりの米の標準収穫高である石盛を定め，その石盛に面積を乗じ

て石高が算出された。

⑤　一地一作人の原則のもと，検地帳には実際に耕作している農民の田畑と

屋敷地が記載された。

8

問 6　アの文章の下線部ｆに「刀狩令」とあるが，この法令に関する説明として適切

ではないものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 16

①　百姓から刀・弓・槍など，鉄砲を除いた武器類を没収した。

②　一揆の発生を未然に防ぐねらいがあった。

③　武器類の没収は，京都方広寺の大仏造立の材料にするためという名目

だった。

④　百姓に対して，耕作に専念するよう説いた。

⑤　国主（大名）・給人・代官に命じて，武器類を集めさせた。

イ　1549（天文18）年，イエズス会の宣教師フランシスコ=ザビエルが ｇ に渡来

し，キリスト教を伝えた。その後もあいついでｈ宣教師が来日し，布教活動をおこ

なった結果，キリスト教の信者は西日本を中心に急増していった。

織田信長は，キリスト教の布教に対しては好意的な態度をとり，京都には南蛮寺が，

安土にはセミナリオ（神学校）がそれぞれ建てられた。

豊臣秀吉は，初めはキリスト教の布教を認めていたが，九州出兵の際に ｉ が

イエズス会に寄進されていることを知ると，1587（天正15）年，バテレン追放令を出

した。しかし，その一方でｊ貿易を奨励していたため，キリスト教の取り締まりは不

徹底に終わった。

問 7　イの文章の ｇ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 17

①　鹿児島 ②　平　戸 ③　長　崎

④　福　岡 ⑤　豊後府内
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5

問 9　ウの史料の下線部ｇに「受
ず

領
りょう

」とあるが，その説明として最も適切なものを，

次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 9

①　任国に赴く国司の最上席者。

②　任期満了後に同一の国司などの官職に再任されている者。

③　任国に赴任せず目代などを派遣して職務を代行させ収入を得ている者。

④　一定の財物を宮中の諸経費に充てるとして官に納め国司の職を得た者。

⑤　地方国衙において下級役人を監督する者。

問10　ウの史料の下線部ｈに「『愚管抄』」とあるが，この史料の作者として最も適切

な人物を，次の①～⑤のうちから一人選びなさい。 10

①　源　信 ②　藤原通憲（信西） ③　慈　円 

④　明　恵 ⑤　鴨　長明

6

次のア・イの文章を読んで，それぞれの設問に答えなさい。解答番号は

11 ～ 20

ア　織田信長の家臣として出世した羽柴秀吉は，信長を倒した明智光秀を ａ の戦

いで討ち，翌年には信長の重臣であった柴田勝家をも倒し，信長の後継者としての地

位を固めた。

秀吉は， ｂ の跡地に大坂城を築き，1585（天正13）年には朝廷から ｃ

に任命され，翌年には太政大臣となり，豊臣の姓を与えられた。1590（天正18）年に

は小田原の北条氏を滅ぼし，全国統一を完成させた。秀吉は， ｄ に後陽成天皇

を迎えて歓待し，諸大名に天皇と自らへの忠誠を誓わせるなど，朝廷という伝統的な

権威をたくみに利用した。

また秀吉は，1582（天正10）年以後，全国各地でｅ検地を実施した。この検地の結

果，農民は，自分の土地の所有権を法的に認められることになり，それまで荘園制の

もとで一つの土地に何人もの権利が重なっていた状態が整理された。1588（天正16）

年にはｆ刀狩令を出し，ついで1591（天正19）年には人掃令（身分統制令）を出して，

身分の固定化を進めた。

検地も含め，こうした政策によって兵農分離が進み，近世社会につながる身分制の

骨格が作られていった。

問 1　アの文章の ａ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 11

①　姉　川 ②　賤ヶ岳 ③　長　篠

④　山　崎 ⑤　小牧・長久手

問 2　アの文章の ｂ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 12

①　相国寺 ②　園城寺（三井寺） ③　根来寺

④　石山本願寺 ⑤　吉崎道場（吉崎御坊）

〔Ⅱ〕

7

問 3　アの文章の ｃ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 13

①　左大臣 ②　関　白 ③　太　閤

④　右近衛大将 ⑤　摂　政

問 4　アの文章の ｄ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 14

①　伏見城 ②　二条城 ③　醍醐寺

④　桂離宮 ⑤　聚楽第

問 5　アの文章の下線部ｅに「検地を実施した」とあるが，秀吉が実施した検地の内

容として適切ではないものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 15

①　当初は実際に土地を測量する検地がおこなわれたが，のちに申告方式に

よる指出検地がおこなわれるようになった。

②　土地の面積の単位を，町・段（反）・畝・歩に統一した。

③　使用する枡の容量を，京枡に統一した。

④　 1 段あたりの米の標準収穫高である石盛を定め，その石盛に面積を乗じ

て石高が算出された。

⑤　一地一作人の原則のもと，検地帳には実際に耕作している農民の田畑と

屋敷地が記載された。

8

問 6　アの文章の下線部ｆに「刀狩令」とあるが，この法令に関する説明として適切

ではないものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 16

①　百姓から刀・弓・槍など，鉄砲を除いた武器類を没収した。

②　一揆の発生を未然に防ぐねらいがあった。

③　武器類の没収は，京都方広寺の大仏造立の材料にするためという名目

だった。

④　百姓に対して，耕作に専念するよう説いた。

⑤　国主（大名）・給人・代官に命じて，武器類を集めさせた。

イ　1549（天文18）年，イエズス会の宣教師フランシスコ=ザビエルが ｇ に渡来

し，キリスト教を伝えた。その後もあいついでｈ宣教師が来日し，布教活動をおこ

なった結果，キリスト教の信者は西日本を中心に急増していった。

織田信長は，キリスト教の布教に対しては好意的な態度をとり，京都には南蛮寺が，

安土にはセミナリオ（神学校）がそれぞれ建てられた。

豊臣秀吉は，初めはキリスト教の布教を認めていたが，九州出兵の際に ｉ が

イエズス会に寄進されていることを知ると，1587（天正15）年，バテレン追放令を出

した。しかし，その一方でｊ貿易を奨励していたため，キリスト教の取り締まりは不

徹底に終わった。

問 7　イの文章の ｇ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 17

①　鹿児島 ②　平　戸 ③　長　崎

④　福　岡 ⑤　豊後府内
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9

問 8　イの文章の下線部ｈに「宣教師が来日」とあるが，来日して金属製の活字によ

る活字印刷術を伝えた宣教師として最も適切な人物を，次の①～⑤のうちから一

人選びなさい。 18

①　ウィリアム=アダムズ

②　ヴァリニャーニ（バリニャーノ）

③　ガスパル=ヴィレラ

④　ルイス=フロイス

⑤　ヤン=ヨーステン

問 9　イの文章の ｉ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 19

①　鹿児島 ②　平　戸 ③　長　崎

④　福　岡 ⑤　豊後府内

問10　イの文章の下線部ｊに「貿易を奨励していた」とあるが，秀吉時代のヨーロッ

パの貿易相手国として最も適切なものを，次の①～⑥のうちから一つ選びなさい。

20

①　イギリス・オランダ ②　オランダ・スペイン

③　スペイン・ポルトガル ④　イギリス・スペイン

⑤　オランダ・ポルトガル ⑥　イギリス・ポルトガル

10

次のア・イの文章を読んで，それぞれの設問に答えなさい。解答番号は

21 ～ 30

ア　17世紀末に創始された浮世絵は，18世紀半ばに鈴木春信が多色刷りの版画である

ａ を完成させて以降，全国に急速に広まり庶民に身近な芸術となった。「婦女

人相十品」などの美人画を描いた ｂ や，「市川鰕
えび

蔵
ぞう

」などの役者絵・相撲絵を

描いた ｃ ，さらには「富嶽三十六景」などの風景画を描いた ｄ らが活躍

し，傑作を次々に生み出して，浮世絵は最盛期をむかえた。

また，伝統的な絵画では， ｅ が西洋画の遠近法を取り入れた立体感のある写

生画を描いた。そして， ｅ を祖とする一派の中から出た呉春は温雅な筆致で風

景を描き，上方の豪商らに歓迎された。また，18世紀からは明や清の南画の影響を受

けて文人画を描くこともさかんになった。池大雅や蕪村がこの画風を大成し，両者合

作の「 ｆ 」を残した。

一方，西洋画は，近世初頭に南蛮人がもたらしたのち途絶えていたが，蘭学の興隆

につれて関心が高まり，長崎を通して絵画の技法と油絵の具などが伝えられた。18世

紀後半に司馬江漢や亜欧堂田善らが活躍し，江漢は平賀源内に学んで銅版画を創始し

て「 ｇ 」を制作した。

問 1　アの文章の ａ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 21

①　濃　絵 ②　大首絵 ③　錦　絵 ④　大和絵 ⑤　漆　絵

〔Ⅲ〕

11

問 2　アの文章の ｂ ， ｃ ， ｄ に入れる人物の組み合わせとして最

も適切なものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 22

①　ｂ―菱川師宣　　　ｃ―東洲斎写楽　　ｄ―葛飾北斎

②　ｂ―東洲斎写楽　　ｃ―菱川師宣　　　ｄ―歌川広重

③　ｂ―喜多川歌麿　　ｃ―東洲斎写楽　　ｄ―葛飾北斎

④　ｂ―菱川師宣　　　ｃ―喜多川歌麿　　ｄ―葛飾北斎

⑤　ｂ―喜多川歌麿　　ｃ―歌川広重　　　ｄ―歌川国芳

問 3　アの文章の ｅ に入れるのに最も適切な人物を，次の①～⑤のうちから一

人選びなさい。 23

①　円山応挙 ②　土佐光起 ③　狩野探幽

④　尾形光琳 ⑤　谷　文晁

問 4　アの文章の ｆ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 24

①　五　常 ②　十便十宜図 ③　雪松図屛風

④　鷹見泉石像 ⑤　柳鷺群禽図屛風

問 5　アの文章の ｇ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 25

①　不忍池図 ②　西洋婦人図 ③　浅間山図屛風

④　保津川図屛風 ⑤　朝比奈小人嶋遊

12

イ　徳川吉宗がおこなったｈ漢訳洋書の輸入制限緩和により，国内で西洋の知識への関

心が高まり，オランダ語による西洋の学術研究も始められた。蘭学として始まった洋

学は，いち早く医学の分野で取り入れられたが，次第に医学以外の分野でもさかんに

学ばれるようになった。

特に天文学の分野では，幕府天文方の高橋至時が西洋暦法を取り入れて ｉ 暦

の作成にあたった。また，至時に師事した ｊ は，天体観測を応用して17年かけ

て全国の沿岸を測量し，その成果は死後「大日本沿海輿地全図」としてまとめられた。

さらに，1811年には ｋ の建議を受け，幕府が天文方に ｌ という部局を

設置して，洋学者を集めて洋書の翻訳を進めた。こうして幕府が洋書の翻訳を開始し

て新知識の吸収につとめたので，これにならう諸藩も多く，洋学は江戸や長崎のみな

らず全国各地に広まっていった。

一方，幕府は洋学を通して世界情勢への認識を深めた洋学者らが政治批判に走るこ

とを警戒した。そのため，1837年に起こった ｍ 事件に対し，渡辺崋山が『慎機

論』を，高野長英が『戊戌夢物語』を書いて幕府の政策を批判したとして処罰された

蛮社の獄が起こるなど，幕府による洋学者弾圧事件もみられた。

問 6　イの文章の下線部ｈに「漢訳洋書の輸入制限緩和」とあるが，この政策がおこ

なわれた改革の名称として最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一つ選びな

さい。 26

①　天保の改革 ②　寛政の改革 ③　文久の改革

④　安政の改革 ⑤　享保の改革

問 7　イの文章の ｉ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 27

①　貞　享 ②　寛　保 ③　天　保 ④　寛　政 ⑤　宝　暦

日
本
史
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9

問 8　イの文章の下線部ｈに「宣教師が来日」とあるが，来日して金属製の活字によ

る活字印刷術を伝えた宣教師として最も適切な人物を，次の①～⑤のうちから一

人選びなさい。 18

①　ウィリアム=アダムズ

②　ヴァリニャーニ（バリニャーノ）

③　ガスパル=ヴィレラ

④　ルイス=フロイス

⑤　ヤン=ヨーステン

問 9　イの文章の ｉ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 19

①　鹿児島 ②　平　戸 ③　長　崎

④　福　岡 ⑤　豊後府内

問10　イの文章の下線部ｊに「貿易を奨励していた」とあるが，秀吉時代のヨーロッ

パの貿易相手国として最も適切なものを，次の①～⑥のうちから一つ選びなさい。

20

①　イギリス・オランダ ②　オランダ・スペイン

③　スペイン・ポルトガル ④　イギリス・スペイン

⑤　オランダ・ポルトガル ⑥　イギリス・ポルトガル

10

次のア・イの文章を読んで，それぞれの設問に答えなさい。解答番号は

21 ～ 30

ア　17世紀末に創始された浮世絵は，18世紀半ばに鈴木春信が多色刷りの版画である

ａ を完成させて以降，全国に急速に広まり庶民に身近な芸術となった。「婦女

人相十品」などの美人画を描いた ｂ や，「市川鰕
えび

蔵
ぞう

」などの役者絵・相撲絵を

描いた ｃ ，さらには「富嶽三十六景」などの風景画を描いた ｄ らが活躍

し，傑作を次々に生み出して，浮世絵は最盛期をむかえた。

また，伝統的な絵画では， ｅ が西洋画の遠近法を取り入れた立体感のある写

生画を描いた。そして， ｅ を祖とする一派の中から出た呉春は温雅な筆致で風

景を描き，上方の豪商らに歓迎された。また，18世紀からは明や清の南画の影響を受

けて文人画を描くこともさかんになった。池大雅や蕪村がこの画風を大成し，両者合

作の「 ｆ 」を残した。

一方，西洋画は，近世初頭に南蛮人がもたらしたのち途絶えていたが，蘭学の興隆

につれて関心が高まり，長崎を通して絵画の技法と油絵の具などが伝えられた。18世

紀後半に司馬江漢や亜欧堂田善らが活躍し，江漢は平賀源内に学んで銅版画を創始し

て「 ｇ 」を制作した。

問 1　アの文章の ａ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 21

①　濃　絵 ②　大首絵 ③　錦　絵 ④　大和絵 ⑤　漆　絵

〔Ⅲ〕

11

問 2　アの文章の ｂ ， ｃ ， ｄ に入れる人物の組み合わせとして最

も適切なものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 22

①　ｂ―菱川師宣　　　ｃ―東洲斎写楽　　ｄ―葛飾北斎

②　ｂ―東洲斎写楽　　ｃ―菱川師宣　　　ｄ―歌川広重

③　ｂ―喜多川歌麿　　ｃ―東洲斎写楽　　ｄ―葛飾北斎

④　ｂ―菱川師宣　　　ｃ―喜多川歌麿　　ｄ―葛飾北斎

⑤　ｂ―喜多川歌麿　　ｃ―歌川広重　　　ｄ―歌川国芳

問 3　アの文章の ｅ に入れるのに最も適切な人物を，次の①～⑤のうちから一

人選びなさい。 23

①　円山応挙 ②　土佐光起 ③　狩野探幽

④　尾形光琳 ⑤　谷　文晁

問 4　アの文章の ｆ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 24

①　五　常 ②　十便十宜図 ③　雪松図屛風

④　鷹見泉石像 ⑤　柳鷺群禽図屛風

問 5　アの文章の ｇ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 25

①　不忍池図 ②　西洋婦人図 ③　浅間山図屛風

④　保津川図屛風 ⑤　朝比奈小人嶋遊

12

イ　徳川吉宗がおこなったｈ漢訳洋書の輸入制限緩和により，国内で西洋の知識への関

心が高まり，オランダ語による西洋の学術研究も始められた。蘭学として始まった洋

学は，いち早く医学の分野で取り入れられたが，次第に医学以外の分野でもさかんに

学ばれるようになった。

特に天文学の分野では，幕府天文方の高橋至時が西洋暦法を取り入れて ｉ 暦

の作成にあたった。また，至時に師事した ｊ は，天体観測を応用して17年かけ

て全国の沿岸を測量し，その成果は死後「大日本沿海輿地全図」としてまとめられた。

さらに，1811年には ｋ の建議を受け，幕府が天文方に ｌ という部局を

設置して，洋学者を集めて洋書の翻訳を進めた。こうして幕府が洋書の翻訳を開始し

て新知識の吸収につとめたので，これにならう諸藩も多く，洋学は江戸や長崎のみな

らず全国各地に広まっていった。

一方，幕府は洋学を通して世界情勢への認識を深めた洋学者らが政治批判に走るこ

とを警戒した。そのため，1837年に起こった ｍ 事件に対し，渡辺崋山が『慎機

論』を，高野長英が『戊戌夢物語』を書いて幕府の政策を批判したとして処罰された

蛮社の獄が起こるなど，幕府による洋学者弾圧事件もみられた。

問 6　イの文章の下線部ｈに「漢訳洋書の輸入制限緩和」とあるが，この政策がおこ

なわれた改革の名称として最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一つ選びな

さい。 26

①　天保の改革 ②　寛政の改革 ③　文久の改革

④　安政の改革 ⑤　享保の改革

問 7　イの文章の ｉ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 27

①　貞　享 ②　寛　保 ③　天　保 ④　寛　政 ⑤　宝　暦

日
本
史

39日本史Ｂ



9

問 8　イの文章の下線部ｈに「宣教師が来日」とあるが，来日して金属製の活字によ

る活字印刷術を伝えた宣教師として最も適切な人物を，次の①～⑤のうちから一

人選びなさい。 18

①　ウィリアム=アダムズ

②　ヴァリニャーニ（バリニャーノ）

③　ガスパル=ヴィレラ

④　ルイス=フロイス

⑤　ヤン=ヨーステン

問 9　イの文章の ｉ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 19

①　鹿児島 ②　平　戸 ③　長　崎

④　福　岡 ⑤　豊後府内

問10　イの文章の下線部ｊに「貿易を奨励していた」とあるが，秀吉時代のヨーロッ

パの貿易相手国として最も適切なものを，次の①～⑥のうちから一つ選びなさい。

20

①　イギリス・オランダ ②　オランダ・スペイン

③　スペイン・ポルトガル ④　イギリス・スペイン

⑤　オランダ・ポルトガル ⑥　イギリス・ポルトガル

10

次のア・イの文章を読んで，それぞれの設問に答えなさい。解答番号は

21 ～ 30

ア　17世紀末に創始された浮世絵は，18世紀半ばに鈴木春信が多色刷りの版画である

ａ を完成させて以降，全国に急速に広まり庶民に身近な芸術となった。「婦女

人相十品」などの美人画を描いた ｂ や，「市川鰕
えび

蔵
ぞう

」などの役者絵・相撲絵を

描いた ｃ ，さらには「富嶽三十六景」などの風景画を描いた ｄ らが活躍

し，傑作を次々に生み出して，浮世絵は最盛期をむかえた。

また，伝統的な絵画では， ｅ が西洋画の遠近法を取り入れた立体感のある写

生画を描いた。そして， ｅ を祖とする一派の中から出た呉春は温雅な筆致で風

景を描き，上方の豪商らに歓迎された。また，18世紀からは明や清の南画の影響を受

けて文人画を描くこともさかんになった。池大雅や蕪村がこの画風を大成し，両者合

作の「 ｆ 」を残した。

一方，西洋画は，近世初頭に南蛮人がもたらしたのち途絶えていたが，蘭学の興隆

につれて関心が高まり，長崎を通して絵画の技法と油絵の具などが伝えられた。18世

紀後半に司馬江漢や亜欧堂田善らが活躍し，江漢は平賀源内に学んで銅版画を創始し

て「 ｇ 」を制作した。

問 1　アの文章の ａ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 21

①　濃　絵 ②　大首絵 ③　錦　絵 ④　大和絵 ⑤　漆　絵

〔Ⅲ〕

11

問 2　アの文章の ｂ ， ｃ ， ｄ に入れる人物の組み合わせとして最

も適切なものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 22

①　ｂ―菱川師宣　　　ｃ―東洲斎写楽　　ｄ―葛飾北斎

②　ｂ―東洲斎写楽　　ｃ―菱川師宣　　　ｄ―歌川広重

③　ｂ―喜多川歌麿　　ｃ―東洲斎写楽　　ｄ―葛飾北斎

④　ｂ―菱川師宣　　　ｃ―喜多川歌麿　　ｄ―葛飾北斎

⑤　ｂ―喜多川歌麿　　ｃ―歌川広重　　　ｄ―歌川国芳

問 3　アの文章の ｅ に入れるのに最も適切な人物を，次の①～⑤のうちから一

人選びなさい。 23

①　円山応挙 ②　土佐光起 ③　狩野探幽

④　尾形光琳 ⑤　谷　文晁

問 4　アの文章の ｆ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 24

①　五　常 ②　十便十宜図 ③　雪松図屛風

④　鷹見泉石像 ⑤　柳鷺群禽図屛風

問 5　アの文章の ｇ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 25

①　不忍池図 ②　西洋婦人図 ③　浅間山図屛風

④　保津川図屛風 ⑤　朝比奈小人嶋遊

12

イ　徳川吉宗がおこなったｈ漢訳洋書の輸入制限緩和により，国内で西洋の知識への関

心が高まり，オランダ語による西洋の学術研究も始められた。蘭学として始まった洋

学は，いち早く医学の分野で取り入れられたが，次第に医学以外の分野でもさかんに

学ばれるようになった。

特に天文学の分野では，幕府天文方の高橋至時が西洋暦法を取り入れて ｉ 暦

の作成にあたった。また，至時に師事した ｊ は，天体観測を応用して17年かけ

て全国の沿岸を測量し，その成果は死後「大日本沿海輿地全図」としてまとめられた。

さらに，1811年には ｋ の建議を受け，幕府が天文方に ｌ という部局を

設置して，洋学者を集めて洋書の翻訳を進めた。こうして幕府が洋書の翻訳を開始し

て新知識の吸収につとめたので，これにならう諸藩も多く，洋学は江戸や長崎のみな

らず全国各地に広まっていった。

一方，幕府は洋学を通して世界情勢への認識を深めた洋学者らが政治批判に走るこ

とを警戒した。そのため，1837年に起こった ｍ 事件に対し，渡辺崋山が『慎機

論』を，高野長英が『戊戌夢物語』を書いて幕府の政策を批判したとして処罰された

蛮社の獄が起こるなど，幕府による洋学者弾圧事件もみられた。

問 6　イの文章の下線部ｈに「漢訳洋書の輸入制限緩和」とあるが，この政策がおこ

なわれた改革の名称として最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一つ選びな

さい。 26

①　天保の改革 ②　寛政の改革 ③　文久の改革

④　安政の改革 ⑤　享保の改革

問 7　イの文章の ｉ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 27

①　貞　享 ②　寛　保 ③　天　保 ④　寛　政 ⑤　宝　暦

日
本
史

39日本史Ｂ



9

問 8　イの文章の下線部ｈに「宣教師が来日」とあるが，来日して金属製の活字によ

る活字印刷術を伝えた宣教師として最も適切な人物を，次の①～⑤のうちから一

人選びなさい。 18

①　ウィリアム=アダムズ

②　ヴァリニャーニ（バリニャーノ）

③　ガスパル=ヴィレラ

④　ルイス=フロイス

⑤　ヤン=ヨーステン

問 9　イの文章の ｉ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 19

①　鹿児島 ②　平　戸 ③　長　崎

④　福　岡 ⑤　豊後府内

問10　イの文章の下線部ｊに「貿易を奨励していた」とあるが，秀吉時代のヨーロッ

パの貿易相手国として最も適切なものを，次の①～⑥のうちから一つ選びなさい。

20

①　イギリス・オランダ ②　オランダ・スペイン

③　スペイン・ポルトガル ④　イギリス・スペイン

⑤　オランダ・ポルトガル ⑥　イギリス・ポルトガル

10

次のア・イの文章を読んで，それぞれの設問に答えなさい。解答番号は

21 ～ 30

ア　17世紀末に創始された浮世絵は，18世紀半ばに鈴木春信が多色刷りの版画である

ａ を完成させて以降，全国に急速に広まり庶民に身近な芸術となった。「婦女

人相十品」などの美人画を描いた ｂ や，「市川鰕
えび

蔵
ぞう

」などの役者絵・相撲絵を

描いた ｃ ，さらには「富嶽三十六景」などの風景画を描いた ｄ らが活躍

し，傑作を次々に生み出して，浮世絵は最盛期をむかえた。

また，伝統的な絵画では， ｅ が西洋画の遠近法を取り入れた立体感のある写

生画を描いた。そして， ｅ を祖とする一派の中から出た呉春は温雅な筆致で風

景を描き，上方の豪商らに歓迎された。また，18世紀からは明や清の南画の影響を受

けて文人画を描くこともさかんになった。池大雅や蕪村がこの画風を大成し，両者合

作の「 ｆ 」を残した。

一方，西洋画は，近世初頭に南蛮人がもたらしたのち途絶えていたが，蘭学の興隆

につれて関心が高まり，長崎を通して絵画の技法と油絵の具などが伝えられた。18世

紀後半に司馬江漢や亜欧堂田善らが活躍し，江漢は平賀源内に学んで銅版画を創始し

て「 ｇ 」を制作した。

問 1　アの文章の ａ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 21

①　濃　絵 ②　大首絵 ③　錦　絵 ④　大和絵 ⑤　漆　絵

〔Ⅲ〕

11

問 2　アの文章の ｂ ， ｃ ， ｄ に入れる人物の組み合わせとして最

も適切なものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 22

①　ｂ―菱川師宣　　　ｃ―東洲斎写楽　　ｄ―葛飾北斎

②　ｂ―東洲斎写楽　　ｃ―菱川師宣　　　ｄ―歌川広重

③　ｂ―喜多川歌麿　　ｃ―東洲斎写楽　　ｄ―葛飾北斎

④　ｂ―菱川師宣　　　ｃ―喜多川歌麿　　ｄ―葛飾北斎

⑤　ｂ―喜多川歌麿　　ｃ―歌川広重　　　ｄ―歌川国芳

問 3　アの文章の ｅ に入れるのに最も適切な人物を，次の①～⑤のうちから一

人選びなさい。 23

①　円山応挙 ②　土佐光起 ③　狩野探幽

④　尾形光琳 ⑤　谷　文晁

問 4　アの文章の ｆ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 24

①　五　常 ②　十便十宜図 ③　雪松図屛風

④　鷹見泉石像 ⑤　柳鷺群禽図屛風

問 5　アの文章の ｇ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 25

①　不忍池図 ②　西洋婦人図 ③　浅間山図屛風

④　保津川図屛風 ⑤　朝比奈小人嶋遊

12

イ　徳川吉宗がおこなったｈ漢訳洋書の輸入制限緩和により，国内で西洋の知識への関

心が高まり，オランダ語による西洋の学術研究も始められた。蘭学として始まった洋

学は，いち早く医学の分野で取り入れられたが，次第に医学以外の分野でもさかんに

学ばれるようになった。

特に天文学の分野では，幕府天文方の高橋至時が西洋暦法を取り入れて ｉ 暦

の作成にあたった。また，至時に師事した ｊ は，天体観測を応用して17年かけ

て全国の沿岸を測量し，その成果は死後「大日本沿海輿地全図」としてまとめられた。

さらに，1811年には ｋ の建議を受け，幕府が天文方に ｌ という部局を

設置して，洋学者を集めて洋書の翻訳を進めた。こうして幕府が洋書の翻訳を開始し

て新知識の吸収につとめたので，これにならう諸藩も多く，洋学は江戸や長崎のみな

らず全国各地に広まっていった。

一方，幕府は洋学を通して世界情勢への認識を深めた洋学者らが政治批判に走るこ

とを警戒した。そのため，1837年に起こった ｍ 事件に対し，渡辺崋山が『慎機

論』を，高野長英が『戊戌夢物語』を書いて幕府の政策を批判したとして処罰された

蛮社の獄が起こるなど，幕府による洋学者弾圧事件もみられた。

問 6　イの文章の下線部ｈに「漢訳洋書の輸入制限緩和」とあるが，この政策がおこ

なわれた改革の名称として最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一つ選びな

さい。 26

①　天保の改革 ②　寛政の改革 ③　文久の改革

④　安政の改革 ⑤　享保の改革

問 7　イの文章の ｉ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 27

①　貞　享 ②　寛　保 ③　天　保 ④　寛　政 ⑤　宝　暦

日
本
史

39日本史Ｂ
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問 8　イの文章の ｊ ， ｋ に入れる人物の組み合わせとして最も適切なも

のを，次の①～⑥のうちから一つ選びなさい。 28

①　ｊ―高橋景保　　ｋ―伊能忠敬

②　ｊ―高橋景保　　ｋ―志筑忠雄

③　ｊ―伊能忠敬　　ｋ―高橋景保

④　ｊ―伊能忠敬　　ｋ―志筑忠雄

⑤　ｊ―志筑忠雄　　ｋ―高橋景保

⑥　ｊ―志筑忠雄　　ｋ―伊能忠敬

問 9　イの文章の ｌ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 29

①　洋書調所 ②　開成所 ③　蕃書調所

④　洋学所 ⑤　蛮書和解御用

問10　イの文章の ｍ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 30

①　モリソン号 ②　明　和 ③　シーボルト

④　生　麦 ⑤　フェートン号

14

次のア・イの文章を読んで，それぞれの設問に答えなさい。解答番号は

31 ～ 40

ア　明治政府が保護を与えた特定の事業家は，政商とよばれた。例えば，海運では土佐

藩出身の ａ による三菱（会社）が挙げられる。政府は1884年頃から政商へｂ官

営事業の払い下げをおこなっていった。とくに，政商は優良鉱山の払い下げを受け，

それを基盤に成長した。

1890年以降，周期的に恐慌が発生するようになり，それを通じて大企業による生産

と資本の集中がすすんだ。資本集中の主なにない手となった政商は，ｃ財閥とよばれ

るようになり，銀行・商社・鉱工業などさまざまな分野に進出し，日本経済を独占的

に支配するようになった。

このように明治以来発達してきた財閥に対して，満州事変前後の軍需生産の拡大に

乗じて台頭してきたｄ日窒などの企業グループは，新興財閥とよばれ，既成財閥とも

競合して日本経済の重化学工業を推進した。戦時体制となっても，財閥の産業支配が

さらに強化された。

敗戦後の占領期には，ＧＨＱが経済機構の民主化を改革のひとつに挙げ，財閥は解

体された。1945年，ＧＨＱは15財閥の資産凍結・解体を指令し，翌年に設置された

ｅ がその実施機関となった。さらに1947年にはカルテル・トラストなどを禁止

する，いわゆる ｆ などが制定された。

問 1　アの文章の ａ に入れるのに最も適切な人物を，次の①～⑤のうちから一

人選びなさい。 31

①　中岡慎太郎 ②　後藤象二郎 ③　片岡健吉

④　岩崎弥太郎 ⑤　板垣退助

〔Ⅳ〕

15

問 2　アの文章の下線部ｂに「官営事業の払い下げ」とあるが，その事業所と払い下

げ先の組み合わせとして最も適切なものを，次の①～⑥のうちから一つ選びなさ

い。 32

①　事業所―佐渡金山　　　払い下げ先―三　井

②　事業所―生野銀山　　　払い下げ先―三　井

③　事業所―院内銀山　　　払い下げ先―三　井

④　事業所―阿仁銅山　　　払い下げ先―三　菱

⑤　事業所―長崎造船所　　払い下げ先―三　菱

⑥　事業所―富岡製糸場　　払い下げ先―三　菱

問 3　アの文章の下線部ｃに「財閥」とあるが，この時の「財閥」として適切ではな

いものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 33

①　三　井 ②　住　友 ③　日　産 ④　古　河 ⑤　安　田

問 4　アの文章の下線部ｄに「日窒」とあるが，その設立者として最も適切な人物を，

次の①～⑤のうちから一人選びなさい。 34

①　鮎川義介 ②　大河内正敏 ③　中野友礼

④　野口　遵 ⑤　森　矗昶

問 5　アの文章の ｅ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 35

①　極東委員会 ②　公正取引委員会 

③　持株会社整理委員会 ④　労働省 

⑤　憲法問題調査委員会

16

問 6　アの文章の ｆ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 36

①　金融緊急措置令 ②　独占禁止法

③　重要産業統制法 ④　モラトリアム（支払猶予令）

⑤　過度経済力集中排除法

イ　張作霖爆殺事件の処理責任を問われて総辞職した田中義一内閣にかわり，1929年 7

月に立憲民政党の浜口雄幸内閣が成立した。浜口内閣は，前日銀総裁の ｇ を大

蔵大臣にむかえ，1930年に金輸出解禁（金解禁）を断行した。しかし，世界恐慌の影

響を受け，日本経済も ｈ 恐慌とよばれる深刻な不況におちいり，輸出不振によ

る金流出が止まらなくなった。あわせて1931年には北海道・東北が大凶作で農村荒廃

が深刻化した。

その後，1931年に犬養毅内閣が成立すると，大蔵大臣となった ｉ は，組閣直

後に金輸出再禁止を断行し，ついで円の金兌換を停止した。日本経済は，これをもっ

て ｊ に移行した。また，それまでの緊縮財政を転換して，恐慌対策と軍事費の

増大をもりこんで予算を拡大する政策をとった。このため，インフレーションがすす

み，同時に円為替相場が下落した。その結果，綿製品をはじめ輸出が躍進し，日本経

済は1933年には，世界恐慌以前の生産水準を回復した。

問 7　イの文章の ｇ に入れるのに最も適切な人物を，次の①～⑤のうちから一

人選びなさい。 37

①　井上準之助 ②　片岡直温 ③　高橋是清

④　寺内正毅 ⑤　桂　太郎

問 8　イの文章の ｈ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 38

①　金　融 ②　昭　和 ③　震　災 ④　戦　後 ⑤　農　業

40 日本史Ｂ
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問 8　イの文章の ｊ ， ｋ に入れる人物の組み合わせとして最も適切なも

のを，次の①～⑥のうちから一つ選びなさい。 28

①　ｊ―高橋景保　　ｋ―伊能忠敬

②　ｊ―高橋景保　　ｋ―志筑忠雄

③　ｊ―伊能忠敬　　ｋ―高橋景保

④　ｊ―伊能忠敬　　ｋ―志筑忠雄

⑤　ｊ―志筑忠雄　　ｋ―高橋景保

⑥　ｊ―志筑忠雄　　ｋ―伊能忠敬

問 9　イの文章の ｌ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 29

①　洋書調所 ②　開成所 ③　蕃書調所

④　洋学所 ⑤　蛮書和解御用

問10　イの文章の ｍ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 30

①　モリソン号 ②　明　和 ③　シーボルト

④　生　麦 ⑤　フェートン号

14

次のア・イの文章を読んで，それぞれの設問に答えなさい。解答番号は

31 ～ 40

ア　明治政府が保護を与えた特定の事業家は，政商とよばれた。例えば，海運では土佐

藩出身の ａ による三菱（会社）が挙げられる。政府は1884年頃から政商へｂ官

営事業の払い下げをおこなっていった。とくに，政商は優良鉱山の払い下げを受け，

それを基盤に成長した。

1890年以降，周期的に恐慌が発生するようになり，それを通じて大企業による生産

と資本の集中がすすんだ。資本集中の主なにない手となった政商は，ｃ財閥とよばれ

るようになり，銀行・商社・鉱工業などさまざまな分野に進出し，日本経済を独占的

に支配するようになった。

このように明治以来発達してきた財閥に対して，満州事変前後の軍需生産の拡大に

乗じて台頭してきたｄ日窒などの企業グループは，新興財閥とよばれ，既成財閥とも

競合して日本経済の重化学工業を推進した。戦時体制となっても，財閥の産業支配が

さらに強化された。

敗戦後の占領期には，ＧＨＱが経済機構の民主化を改革のひとつに挙げ，財閥は解

体された。1945年，ＧＨＱは15財閥の資産凍結・解体を指令し，翌年に設置された

ｅ がその実施機関となった。さらに1947年にはカルテル・トラストなどを禁止

する，いわゆる ｆ などが制定された。

問 1　アの文章の ａ に入れるのに最も適切な人物を，次の①～⑤のうちから一

人選びなさい。 31

①　中岡慎太郎 ②　後藤象二郎 ③　片岡健吉

④　岩崎弥太郎 ⑤　板垣退助

〔Ⅳ〕

15

問 2　アの文章の下線部ｂに「官営事業の払い下げ」とあるが，その事業所と払い下

げ先の組み合わせとして最も適切なものを，次の①～⑥のうちから一つ選びなさ

い。 32

①　事業所―佐渡金山　　　払い下げ先―三　井

②　事業所―生野銀山　　　払い下げ先―三　井

③　事業所―院内銀山　　　払い下げ先―三　井

④　事業所―阿仁銅山　　　払い下げ先―三　菱

⑤　事業所―長崎造船所　　払い下げ先―三　菱

⑥　事業所―富岡製糸場　　払い下げ先―三　菱

問 3　アの文章の下線部ｃに「財閥」とあるが，この時の「財閥」として適切ではな

いものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 33

①　三　井 ②　住　友 ③　日　産 ④　古　河 ⑤　安　田

問 4　アの文章の下線部ｄに「日窒」とあるが，その設立者として最も適切な人物を，

次の①～⑤のうちから一人選びなさい。 34

①　鮎川義介 ②　大河内正敏 ③　中野友礼

④　野口　遵 ⑤　森　矗昶

問 5　アの文章の ｅ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 35

①　極東委員会 ②　公正取引委員会 

③　持株会社整理委員会 ④　労働省 

⑤　憲法問題調査委員会

16

問 6　アの文章の ｆ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 36

①　金融緊急措置令 ②　独占禁止法

③　重要産業統制法 ④　モラトリアム（支払猶予令）

⑤　過度経済力集中排除法

イ　張作霖爆殺事件の処理責任を問われて総辞職した田中義一内閣にかわり，1929年 7

月に立憲民政党の浜口雄幸内閣が成立した。浜口内閣は，前日銀総裁の ｇ を大

蔵大臣にむかえ，1930年に金輸出解禁（金解禁）を断行した。しかし，世界恐慌の影

響を受け，日本経済も ｈ 恐慌とよばれる深刻な不況におちいり，輸出不振によ

る金流出が止まらなくなった。あわせて1931年には北海道・東北が大凶作で農村荒廃

が深刻化した。

その後，1931年に犬養毅内閣が成立すると，大蔵大臣となった ｉ は，組閣直

後に金輸出再禁止を断行し，ついで円の金兌換を停止した。日本経済は，これをもっ

て ｊ に移行した。また，それまでの緊縮財政を転換して，恐慌対策と軍事費の

増大をもりこんで予算を拡大する政策をとった。このため，インフレーションがすす

み，同時に円為替相場が下落した。その結果，綿製品をはじめ輸出が躍進し，日本経

済は1933年には，世界恐慌以前の生産水準を回復した。

問 7　イの文章の ｇ に入れるのに最も適切な人物を，次の①～⑤のうちから一

人選びなさい。 37

①　井上準之助 ②　片岡直温 ③　高橋是清

④　寺内正毅 ⑤　桂　太郎

問 8　イの文章の ｈ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 38

①　金　融 ②　昭　和 ③　震　災 ④　戦　後 ⑤　農　業

40 日本史Ｂ
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問 8　イの文章の ｊ ， ｋ に入れる人物の組み合わせとして最も適切なも

のを，次の①～⑥のうちから一つ選びなさい。 28

①　ｊ―高橋景保　　ｋ―伊能忠敬

②　ｊ―高橋景保　　ｋ―志筑忠雄

③　ｊ―伊能忠敬　　ｋ―高橋景保

④　ｊ―伊能忠敬　　ｋ―志筑忠雄

⑤　ｊ―志筑忠雄　　ｋ―高橋景保

⑥　ｊ―志筑忠雄　　ｋ―伊能忠敬

問 9　イの文章の ｌ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 29

①　洋書調所 ②　開成所 ③　蕃書調所

④　洋学所 ⑤　蛮書和解御用

問10　イの文章の ｍ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 30

①　モリソン号 ②　明　和 ③　シーボルト

④　生　麦 ⑤　フェートン号

14

次のア・イの文章を読んで，それぞれの設問に答えなさい。解答番号は

31 ～ 40

ア　明治政府が保護を与えた特定の事業家は，政商とよばれた。例えば，海運では土佐

藩出身の ａ による三菱（会社）が挙げられる。政府は1884年頃から政商へｂ官

営事業の払い下げをおこなっていった。とくに，政商は優良鉱山の払い下げを受け，

それを基盤に成長した。

1890年以降，周期的に恐慌が発生するようになり，それを通じて大企業による生産

と資本の集中がすすんだ。資本集中の主なにない手となった政商は，ｃ財閥とよばれ

るようになり，銀行・商社・鉱工業などさまざまな分野に進出し，日本経済を独占的

に支配するようになった。

このように明治以来発達してきた財閥に対して，満州事変前後の軍需生産の拡大に

乗じて台頭してきたｄ日窒などの企業グループは，新興財閥とよばれ，既成財閥とも

競合して日本経済の重化学工業を推進した。戦時体制となっても，財閥の産業支配が

さらに強化された。

敗戦後の占領期には，ＧＨＱが経済機構の民主化を改革のひとつに挙げ，財閥は解

体された。1945年，ＧＨＱは15財閥の資産凍結・解体を指令し，翌年に設置された

ｅ がその実施機関となった。さらに1947年にはカルテル・トラストなどを禁止

する，いわゆる ｆ などが制定された。

問 1　アの文章の ａ に入れるのに最も適切な人物を，次の①～⑤のうちから一

人選びなさい。 31

①　中岡慎太郎 ②　後藤象二郎 ③　片岡健吉

④　岩崎弥太郎 ⑤　板垣退助

〔Ⅳ〕

15

問 2　アの文章の下線部ｂに「官営事業の払い下げ」とあるが，その事業所と払い下

げ先の組み合わせとして最も適切なものを，次の①～⑥のうちから一つ選びなさ

い。 32

①　事業所―佐渡金山　　　払い下げ先―三　井

②　事業所―生野銀山　　　払い下げ先―三　井

③　事業所―院内銀山　　　払い下げ先―三　井

④　事業所―阿仁銅山　　　払い下げ先―三　菱

⑤　事業所―長崎造船所　　払い下げ先―三　菱

⑥　事業所―富岡製糸場　　払い下げ先―三　菱

問 3　アの文章の下線部ｃに「財閥」とあるが，この時の「財閥」として適切ではな

いものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 33

①　三　井 ②　住　友 ③　日　産 ④　古　河 ⑤　安　田

問 4　アの文章の下線部ｄに「日窒」とあるが，その設立者として最も適切な人物を，

次の①～⑤のうちから一人選びなさい。 34

①　鮎川義介 ②　大河内正敏 ③　中野友礼

④　野口　遵 ⑤　森　矗昶

問 5　アの文章の ｅ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 35

①　極東委員会 ②　公正取引委員会 

③　持株会社整理委員会 ④　労働省 

⑤　憲法問題調査委員会

16

問 6　アの文章の ｆ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 36

①　金融緊急措置令 ②　独占禁止法

③　重要産業統制法 ④　モラトリアム（支払猶予令）

⑤　過度経済力集中排除法

イ　張作霖爆殺事件の処理責任を問われて総辞職した田中義一内閣にかわり，1929年 7

月に立憲民政党の浜口雄幸内閣が成立した。浜口内閣は，前日銀総裁の ｇ を大

蔵大臣にむかえ，1930年に金輸出解禁（金解禁）を断行した。しかし，世界恐慌の影

響を受け，日本経済も ｈ 恐慌とよばれる深刻な不況におちいり，輸出不振によ

る金流出が止まらなくなった。あわせて1931年には北海道・東北が大凶作で農村荒廃

が深刻化した。

その後，1931年に犬養毅内閣が成立すると，大蔵大臣となった ｉ は，組閣直

後に金輸出再禁止を断行し，ついで円の金兌換を停止した。日本経済は，これをもっ

て ｊ に移行した。また，それまでの緊縮財政を転換して，恐慌対策と軍事費の

増大をもりこんで予算を拡大する政策をとった。このため，インフレーションがすす

み，同時に円為替相場が下落した。その結果，綿製品をはじめ輸出が躍進し，日本経

済は1933年には，世界恐慌以前の生産水準を回復した。

問 7　イの文章の ｇ に入れるのに最も適切な人物を，次の①～⑤のうちから一

人選びなさい。 37

①　井上準之助 ②　片岡直温 ③　高橋是清

④　寺内正毅 ⑤　桂　太郎

問 8　イの文章の ｈ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 38

①　金　融 ②　昭　和 ③　震　災 ④　戦　後 ⑤　農　業

40 日本史Ｂ
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問 8　イの文章の ｊ ， ｋ に入れる人物の組み合わせとして最も適切なも

のを，次の①～⑥のうちから一つ選びなさい。 28

①　ｊ―高橋景保　　ｋ―伊能忠敬

②　ｊ―高橋景保　　ｋ―志筑忠雄

③　ｊ―伊能忠敬　　ｋ―高橋景保

④　ｊ―伊能忠敬　　ｋ―志筑忠雄

⑤　ｊ―志筑忠雄　　ｋ―高橋景保

⑥　ｊ―志筑忠雄　　ｋ―伊能忠敬

問 9　イの文章の ｌ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 29

①　洋書調所 ②　開成所 ③　蕃書調所

④　洋学所 ⑤　蛮書和解御用

問10　イの文章の ｍ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 30

①　モリソン号 ②　明　和 ③　シーボルト

④　生　麦 ⑤　フェートン号

14

次のア・イの文章を読んで，それぞれの設問に答えなさい。解答番号は

31 ～ 40

ア　明治政府が保護を与えた特定の事業家は，政商とよばれた。例えば，海運では土佐

藩出身の ａ による三菱（会社）が挙げられる。政府は1884年頃から政商へｂ官

営事業の払い下げをおこなっていった。とくに，政商は優良鉱山の払い下げを受け，

それを基盤に成長した。

1890年以降，周期的に恐慌が発生するようになり，それを通じて大企業による生産

と資本の集中がすすんだ。資本集中の主なにない手となった政商は，ｃ財閥とよばれ

るようになり，銀行・商社・鉱工業などさまざまな分野に進出し，日本経済を独占的

に支配するようになった。

このように明治以来発達してきた財閥に対して，満州事変前後の軍需生産の拡大に

乗じて台頭してきたｄ日窒などの企業グループは，新興財閥とよばれ，既成財閥とも

競合して日本経済の重化学工業を推進した。戦時体制となっても，財閥の産業支配が

さらに強化された。

敗戦後の占領期には，ＧＨＱが経済機構の民主化を改革のひとつに挙げ，財閥は解

体された。1945年，ＧＨＱは15財閥の資産凍結・解体を指令し，翌年に設置された

ｅ がその実施機関となった。さらに1947年にはカルテル・トラストなどを禁止

する，いわゆる ｆ などが制定された。

問 1　アの文章の ａ に入れるのに最も適切な人物を，次の①～⑤のうちから一

人選びなさい。 31

①　中岡慎太郎 ②　後藤象二郎 ③　片岡健吉

④　岩崎弥太郎 ⑤　板垣退助

〔Ⅳ〕

15

問 2　アの文章の下線部ｂに「官営事業の払い下げ」とあるが，その事業所と払い下

げ先の組み合わせとして最も適切なものを，次の①～⑥のうちから一つ選びなさ

い。 32

①　事業所―佐渡金山　　　払い下げ先―三　井

②　事業所―生野銀山　　　払い下げ先―三　井

③　事業所―院内銀山　　　払い下げ先―三　井

④　事業所―阿仁銅山　　　払い下げ先―三　菱

⑤　事業所―長崎造船所　　払い下げ先―三　菱

⑥　事業所―富岡製糸場　　払い下げ先―三　菱

問 3　アの文章の下線部ｃに「財閥」とあるが，この時の「財閥」として適切ではな

いものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 33

①　三　井 ②　住　友 ③　日　産 ④　古　河 ⑤　安　田

問 4　アの文章の下線部ｄに「日窒」とあるが，その設立者として最も適切な人物を，

次の①～⑤のうちから一人選びなさい。 34

①　鮎川義介 ②　大河内正敏 ③　中野友礼

④　野口　遵 ⑤　森　矗昶

問 5　アの文章の ｅ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 35

①　極東委員会 ②　公正取引委員会 

③　持株会社整理委員会 ④　労働省 

⑤　憲法問題調査委員会
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問 6　アの文章の ｆ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 36

①　金融緊急措置令 ②　独占禁止法

③　重要産業統制法 ④　モラトリアム（支払猶予令）

⑤　過度経済力集中排除法

イ　張作霖爆殺事件の処理責任を問われて総辞職した田中義一内閣にかわり，1929年 7

月に立憲民政党の浜口雄幸内閣が成立した。浜口内閣は，前日銀総裁の ｇ を大

蔵大臣にむかえ，1930年に金輸出解禁（金解禁）を断行した。しかし，世界恐慌の影

響を受け，日本経済も ｈ 恐慌とよばれる深刻な不況におちいり，輸出不振によ

る金流出が止まらなくなった。あわせて1931年には北海道・東北が大凶作で農村荒廃

が深刻化した。

その後，1931年に犬養毅内閣が成立すると，大蔵大臣となった ｉ は，組閣直

後に金輸出再禁止を断行し，ついで円の金兌換を停止した。日本経済は，これをもっ

て ｊ に移行した。また，それまでの緊縮財政を転換して，恐慌対策と軍事費の

増大をもりこんで予算を拡大する政策をとった。このため，インフレーションがすす

み，同時に円為替相場が下落した。その結果，綿製品をはじめ輸出が躍進し，日本経

済は1933年には，世界恐慌以前の生産水準を回復した。

問 7　イの文章の ｇ に入れるのに最も適切な人物を，次の①～⑤のうちから一

人選びなさい。 37

①　井上準之助 ②　片岡直温 ③　高橋是清

④　寺内正毅 ⑤　桂　太郎

問 8　イの文章の ｈ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 38

①　金　融 ②　昭　和 ③　震　災 ④　戦　後 ⑤　農　業

40 日本史Ｂ
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問 9　イの文章の ｉ に入れるのに最も適切な人物を，次の①～⑤のうちから一

人選びなさい。 39

①　井上準之助 ②　片岡直温 ③　高橋是清

④　寺内正毅 ⑤　桂　太郎

問10　イの文章の ｊ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 40

①　金銀複本位制 ②　金本位制 ③　管理通貨制度

④　変動為替相場制 ⑤　ブレトン=ウッズ体制

学部共通
日本史解答

日
本
史

41日本史Ｂ


