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2015 年度 センター試験 本試験 日本史 B

第1問　日本の移民と海外交流の歴史

出題範囲 古代～近代の外交・文化史

難 易 度 ★★☆☆☆

所要時間 8 分

傾向と対策

2015 年度の第 1 問は，古代～近代の外交史とそれに付随した文化をテーマに出題された。国際
化が進展する今日の社会において，日本史のセンター試験では外交史が出題される傾向にある。
そのため，国内の政治史だけでなく，外交史にも注意を払っておいて損はない。古代から近世に
おいては対東アジア，近代においては対欧米の視点を意識しながら，復習しておくとよいだろう。

A
問１　　　　　正解は③

難易度　★☆☆☆☆

①　誤　北米・その他への移住者は，1920 年代までつねに全体の半分以上を占めていたことがグラフより読み

取れる。

②　誤　中南米への移住者は，1926-30 年にいったん増加していることが読み取れるため，「減少し続けた」と

は言えない。

③　正　「満
まん

州
しゅう

事
じ

変
へん

から敗戦まで」とは，1931（昭和 6）年から 1945（昭和 20）年までを指す。この期間にお

いて「満州国」への移住者は全体の半分を大きく超え，約３分の 2 を占めていたことが読み取れるので，こ

の記述は正しい。

④　誤　「英米との開戦」とは，日本軍がマレー半島に上陸するとともに，真珠湾を奇
き

襲
しゅう

攻撃して，対英米に対

する宣戦布告を行った 1941（昭和 16）年 12 月のことを指す。1941-45 年にかけて南
なん

洋
よう

方面への移住者は

極端に減少していることが読み取れる。

　　以上より，正解は③である。

問２　　　　　正解は②

難易度　★★★☆☆

①　誤　桂・タフト協定は，1905（明治 38）年に結ばれ，アメリカのフィリピン統治と日本の韓国に対する宗
そう

主
しゅ

権
けん

とを互いに承認しあうものである。よって，これに基づきアメリカが日本の朝鮮半島からの撤
てっ

兵
ぺい

を求め

たという記述は誤りである。
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②　正　日本人移民排
はい

斥
せき

運動は，20 世紀初頭にカリフォルニア州を中心に激化したが，この背景としては，カリ

フォルニア州へ日本人労働者が大量流入したことや黄
こう

禍
か

論
ろん

の影響があったほか，日本の南満州権益独占に対

してアメリカが反発していたことなどが挙げられる。以上より，この記述は正しい。

③　誤　石井・ランシング協定は，第一次世界大戦中の 1917（大正 6）年に結ばれた，日本の中国における「特

殊権益」とアメリカの中国における「門
もん

戸
こ

開
かい

放
ほう

」とを相互に承認しあう協定なので，この記述は正しくない。

ちなみにこの協定は，1923（大正 12）年，の九
きゅう

カ
か

国
こく

条約に基づき破棄された。

④　誤　「第一次世界大戦後に結ばれた条約」とは，1922（大正 11）年に締結されたワシントン海軍軍縮条約の

ことを指す。この条約では，英：米：日：仏：伊の主
しゅ

力
りょく

艦
かん

保有比率が 5：5：3：1.67：1.67 と規定された。

したがって，「アメリカと同量の」という記述は正しくない。

　　以上より，正解は②である。

◆参考　アメリカの門戸開放政策

19 世紀の終わり，中国進出競争において他の列強国に対して後れを取っていたアメリカは，門戸開放・

機会均等・領土保全を宣言し，中国における通商上の機会均等と領土的・行政的保全を主張した。一方，

日本は日露戦争以後，南満州を中心に中国大陸での権益拡大を図
はか

り続けたため，アメリカの門戸開放政

策とたびたび衝突が生じた。1917 年の石井・ランシング協定によってこの衝突を緩
かん

衝
しょう

させる試みがな

されたが，第一次世界大戦後に締結された九カ国条約によってこの協定は破棄された。九カ国条約によっ

てアメリカは列強国に門戸開放政策を認めさせることに一応成功したが，日本は満州事変以後この条約

に対する違反を重ね，再び日米間で衝突が起こった。そして，この衝突は後に太平洋戦争へとつながっ

ていく。

問３　　　　　正解は③

難易度　★★★★★

Ｘ　誤　下線部ｃに示されたこの資料は朱
しゅ

印
いん

状
じょう

であり，朱印状は天皇からではなく幕府から与えられたので，こ

の記述は誤りである。

Ｙ　正　史料中に「呂
る

宋
そん

国に到る舟なり」という記述があり，この呂宋とは現在のルソン島（フィリピン諸島最

大の島）のことを指しているので，この記述は正しい。同島にはマニラ（フィリピンの首都）がある。

　　以上よりＸ－誤，Ｙ－正の組み合わせとなる③が正解である。
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B
問４　　　　　正解は①

難易度　★★★★☆

ア　蘭
らん

渓
けい

道
どう

隆
りゅう

が入る。蘭渓道隆（1213-78）は 1246（寛
かん

元
げん

4）年に南宋から来日した臨
りん

済
ざい

宗
しゅう

の僧で，鎌倉幕府

の 5 代執
しっ

権
けん

北条時
とき

頼
より

（1227-63）の帰
き

依
え

を受けて鎌倉の建
けん

長
ちょう

寺
じ

の開
かい

山
さん

（寺院の創始者）となった。一方，桂
けい

庵
あん

玄
げん

樹
じゅ

（1427-1508）は室町中期から戦国期に活躍した五
ご

山
ざん

の禅
ぜん

僧
そう

で朱子学者である。応
おう

仁
にん

の乱を避けて西

国で儒
じゅ

書
しょ

を講
こう

じ，薩摩で薩
さつ

南
なん

学
がく

派
は

の基礎を築いた。ちなみに，無
む

学
がく

祖
そ

元
げん

（1226-86）は 1279（弘
こう

安
あん

2）年

に 8 代執権北条時
とき

宗
むね

（1251-84）の招きを受けて南宋から来日した臨済宗の僧で，円
えん

覚
がく

寺
じ

の開山となった。

イ　博
はか

多
た

が入る。博多は古代後期より，日中・日朝貿易の拠点として発達した。一方，堺
さかい

は 15 世紀後半より勘
かん

合
ごう

貿易・南
なん

蛮
ばん

貿易で繁栄した港町である。

　　以上より，正解は①である。

問５　　　　　正解は①

難易度　★★☆☆☆

①　誤　雪
せっ

舟
しゅう

（1420-1502？）は，日本の水
すい

墨
ぼく

山
さん

水
すい

画
が

を完成させた人物なので，この記述は誤り。濃
だみ

絵
え

とは桃山

時代に流行した障
しょう

壁
へき

画
が

の，大きい画面に金
きん

箔
ぱく

や濃厚な岩
いわ

絵
え の ぐ

具を用いて濃
のう

彩
さい

を施した絵画のことである。

②　正　禅
ぜん

宗
しゅう

様
よう

は，13 世紀後半から盛んになった様式で，この記述は正しい。円
えん

覚
がく

寺
じ

舎
しゃ

利
り

殿
でん

に代表される整
せい

然
ぜん

とした美しさが特徴である。

③　正　村
むら

田
た

珠
じゅ

光
こう

（1423-1502）は，15 世紀後半に活躍した侘
わび

茶
ちゃ

の開祖である。侘茶は，16 世紀前半に武
たけ

野
の

紹
じょう

鴎
おう

（1502-55）に引き継がれ，16 世紀後半に千
せんの

利
り

休
きゅう

（1522-91）によって茶の湯として大成された。

④　正　枯
かれ

山
さん

水
すい

は，水を用いずに砂と石で流水や自然美を表現する作
さく

庭
てい

様式で，竜
りょう

安
あん

寺
じ

石
せき

庭
てい

や大
だい

徳
とく

寺
じ

大
だい

仙
せん

院
いん

庭園

に代表される。

　　以上より，正解は①である。

◆参考　
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◆参考　鎌倉時代の建築様式

特徴 代表的な建築物

禅宗様 整然とした美しさ 円覚寺舎利殿

大仏様 大陸的な雄大さ・豪放な力強さ 東大寺南
なん

大
だい

門
もん

和
わ

様
よう

古くから日本で使われていた寺院建築様式 蓮
れん

華
げ

王
おう

院
いん

本
ほん

堂
どう

（三
さん

十
じゅう

三
さん

間
げん

堂
どう

）

折
せっ

衷
ちゅう

様
よう 大陸から伝来した新様式の構築法を和様に取り

入れた
観
かん

心
しん

寺
じ

金
こん

堂
どう

問６　　　　　正解は⑤

難易度　★★★☆☆

Ⅰ　百
くだ ら

済は 660 年に，高
こう

句
く

麗
り

は 668 年にいずれも唐
とう

・新
しら ぎ

羅によって滅ぼされた。この後，百済から亡命してき

た人々によって先進技術や知識が輸入され，日本の律令国家建設は一層加速した。よって，この記述は 7 世

紀のことを指している。

Ⅱ　渤
ぼっ

海
かい

は，7 世紀末から 10 世紀まで東満
まん

州
しゅう

・沿
えん

海
かい

州
しゅう

に栄えた国で，唐・新羅との対立関係から日本と良好関

係を築き，通交を盛んに行った。

Ⅲ　五
ご

経
きょう

博
はか せ

士は 6 世紀初めの継
けい

体
たい

天皇の時代に，暦
れき

博
は か せ

士や医
い

博
は か せ

士は 6 世紀中ごろの欽
きん

明
めい

天皇の時代に百済より

来日した。

　　以上を踏まえて年代順に配列すると，Ⅲ（6 世紀）→Ⅰ（7 世紀後半）→Ⅱ（7 世紀末以降）となり，⑤が

正解である。

（制作：帆玉光輝，梶山真嗣）
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第2問　原始・古代の農業と社会

出題範囲 古代の社会史

難 易 度 ★★☆☆☆

所要時間 8 分

傾向と対策

2015 年度の第 2 問は，原始から古代，中世にかけてが出題範囲だった。狩猟社会から農業社会
への変遷を追いながら，稲作や土地所有といった社会史についても出題されている。社会史は政
治史とは異なり，いつ・どこで・誰が・どのように行ったのかが明確ではない。このため年号や
人名，事件名称といったキーワードで覚えていくのとは別の学習方法で習得する必要がある。こ
のような設問への対策としては，当時の生活を描いた絵巻物や社会制度を表した図表などを学習
に使うとよいだろう。特に，土地制度は，古代から近代までの流れを通史として理解しておかな
ければならないし，日本史を学ぶうえでの重要な観点でもある。時間をかけて，流れをつかみ整
理しておく必要がある。

A
問１　　　　　正解は④

難易度　★★☆☆☆

①　誤　約 1 万年前，温暖化によって植生が変化したことで，マンモスなどの大型獣は日本列島から絶滅し，そ

れらに代わってニホンジカ・イノシシなどの中小動物が増加した。よってこの文は誤りである。動きの速い

これらの中小動物を狩猟するために弓矢が発達した。

②　誤　細
さい

石
せっ

器
き

は，打製石器の一種でとても小さい。これは狩猟用の尖
せん

頭
とう

具などとして用いられていたものであ

るから，この記述は誤りである。木の実などをすりつぶすために使われていたのは石皿・すり石で，これら

は磨
ま

製
せい

石器である。

③　誤　日本で本格的に青銅器が導入されたのは弥
やよい

生時代である。また，食物を煮炊き・貯蔵するために用いら

れたのは土器のため，この記述は誤りである。青銅器は祭器として用いられた。ちなみに同時期に伝来した

鉄器は武器や道具として用いられた。

④　正　かつて日本は大陸と地続きであったが，温暖化によって海面が上昇し，約 1 万年余り前にはほぼ現在の

形となった。日本列島は海に囲まれていたため，丸
まる

木
き

舟
ふね

や網などの漁労用具が発達した。よってこの記述は

正しい。

　　以上より，正解は④である。
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問２　　　　　正解は④

難易度　★★★☆☆

Ｘ　ｂ　これは脱
だっ

穀
こく

に用いられた竪
たて

杵
ぎね

である。脱穀はこれと木
き

臼
うす

を用いて行われていた。

Ｙ　ｄ　これは稲の穂
ほ

首
くび

狩りに用いられていた石
いし

包
ぼう

丁
ちょう

である。

　　以上により，Ｘ -ｂ，Ｙ -ｄになる組み合わせの④が正解である。

◆参考　弥生時代の木製農具

○木鋤
すき

・木鍬
くわ

：耕作具

○木臼・竪杵：脱穀具

○石包丁：収穫具

○田
た

下
げ

駄
た

：足が湿田にはまり込むのを防ぐための用具

○大
おお

足
あし

：田に堆肥や青草などの肥料を踏み込むための用具

問３　　　　　正解は②

難易度　★★★☆☆

ａ　正　氏
うじ

は血縁を中心に構成された同族集団で，氏
うじの

上
かみ

が率い，ヤマト政権の職権を分担したので，この記述は

正しい。

ｂ　誤　ヤマト政権が設けた直轄地は屯
みやけ

倉と呼ぶ。田
た

荘
どころ

は豪族の私有地である。

ｃ　誤　『魏
ぎ

志
し

』倭
わ

人
じん

伝
でん

は，3 世紀の邪
や

馬
ま

台
たい

国
こく

について記述がされている史料なので，これは正しくない。倭の五

王に関する記述があるのは『宋
そう

書
じょ

』倭
わ

国
こく

伝
でん

である。また，倭の五王が朝貢したのは中国の南朝である。

ｄ　正　ヤマト政権は，名
な

代
しろ

・子
こ

代
しろ

と呼ばれる直轄民を各地に設置した。また，豪族の私有民は部
かきべ

曲と呼ばれる。

　　以上により，正しい組合せはａとｄであり，正解は②である。ヤマト政権の氏姓制度について「参考　ヤマ

ト政権の氏姓制度」にまとめたので参照してほしい。
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◆参考　ヤマト政権の氏姓制度の概要

氏姓制度

成立時期 5 世紀後半から 6 世紀。

氏とは？
ヤマト政権における政治的・社会的集団。その首長は氏

うじの

上
かみ

と呼ばれ，氏
うじ

人
びと

（氏の所属
者）を率いた。

姓とは？ 大王がそれぞれの氏の政治的地位や職掌に応じて氏に与えた称号。

土地
豪族は田

た

荘
どころ

と呼ばれる私有地を領有。
ヤマト政権は，屯倉と呼ばれる大王家の直轄領を設定。

人民
豪族は部

かきべ

曲と呼ばれる私有民を領有。
ヤマト政権は，名代・子代の部と呼ばれる大王家の直轄民を領有。

職務分掌
職務は伴

とものみやつこ

造と呼ばれる豪族や，その配下の伴
とも

と呼ばれる集団によって分
ぶん

掌
しょう

された。伴
造は百

く だ ら

済から渡来した技術者集団を品
しな

部
べ

に編成し，統率した。

地方統治 従来，地方を統治していた有力豪族を国造に任命し，統治権を認めた。

B
問４　　　　　正解は①

難易度　★★★☆☆

Ｘ　正　三
さん

世
ぜ

一
いっ

身
しんの

法
ほう

では，新たに灌
かん

漑
がい

施設を設けて開墾した場合は三代にわたって，既存の灌漑施設を利用して

開墾した場合は一代に限って墾
こん

田
でん

の所有が認められた。よってこの記述は正しい。

Ｙ　正　行
ぎょうき

基（668-749）は社会事業を行いながら仏教を布教し，大仏造営に協力したことで，745 年に大
だい

僧
そう

正
じょう

に任じられた。

　　以上よりＸ－正，Ｙ－正の組み合わせになる①が正解である。

問５　　　　　正解は③

難易度　★★☆☆☆

Ⅰ　健
こんでい

児の制度は，8 世紀末桓
かん

武
む

朝の時代に軍団兵士制に代わって国
こく

府
ふ

や兵
へい

庫
こ

の警備のために採用された。

Ⅱ　大
たい

宝
ほう

令
りょう

が施行されたのは 701 年である。

Ⅲ　尾
お

張
わり

国の国司藤原元
もと

命
なが

が，「尾
お

張
わりの

国
くに

郡
ぐん

司
じ

百
ひゃく

姓
しょう

等
ら

解
げ

」によって訴えられたのは 988 年のことである。10 世

紀以降，朝廷が地方を直接支配できなくなっており，国司に地方統治を委任していた。そのため，元命のよ

うな強欲な国司が各地で続出した。朝廷の地方支配については「参考　律令制崩壊と荘園」にまとめたので

10
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参照されたい。

　　以上，年代順にⅡ（701 年）→Ⅰ（8 世紀末）→Ⅲ（988 年）の組み合わせになる③が正解である。

◆参考　律令制崩壊と荘園

○初期荘園の衰退

律令制の崩壊は，律令制下の国
こく

郡
ぐん

制
せい

に依存して成立していた（独自の荘民は持たず周辺農民への賃
ちん

租
そ

で耕作されていた）初期荘園の衰退につながった。10 世紀までには多くの初期荘園が衰退していった。

○寄進地系荘園の誕生

醍
だい

醐
ご

・村上天皇の延
えん

喜
ぎ

・天
てん

暦
りゃく

の治の頃，戸籍・計帳の制度は崩れ，律令に基づいた租庸調などの税の

徴収はできなくなっていた。そのため，政府は国司に一定額の税の納入を請け負わせ，地方の政治の

運営も国司に大きく委ねる方針を取ることに決めた。任国に赴任する国司は徴税請負人の色が強くな

り，受
ず

領
りょう

と呼ばれるようになった。受領は有力農民（田
た

堵
と

）に田地の耕作を請け負わせ，その田地に

は田堵の名が付けられ名
みょう

または名
みょう

田
でん

と呼ばれるようになった。田堵の中には，国司と結んで勢力を伸

ばし，大規模な開発を行って大名田堵となる者も現われた。さらに 11 世紀になると，現地で作人や下

人を使って開発を進めた大名田堵は開発領主と呼ばれるようになり，彼らの中には有力寺院や貴族に

土地を寄進し，その権威を利用して租税を逃れようとするものが現れた。寄進地系荘園の誕生である。

○寄進地系荘園の院への集中

上皇が強大な権力を握るようになると，土地の寄進先も院へとシフトしていった。院に寄進された荘

園は，院自身が国の収益を握る院
いん

分
ぶん

国
こく

に次いで，院政における重要な経済基盤となった。

問６　　　　　正解は①

難易度　★★☆☆☆

①　誤　史料 3 ～ 4 行目に「寿
じゅ

妙
みょう

の末流高
たか

方
かた

の時…実
さね

政
まさ

卿
きょう

を以て領家と号し…」という記述があるため，「開発

領主寿妙」ではなく寿妙の孫である中原高方の寄進により，藤原実政が領家となったことがわかる。よって，

この記述は誤りである。

②　正　史料 4 行目に「高方は…預
あずかり

所
どころ

職となる」という記述があるので正しい。

③　正　史料 5 ～ 6 行目に「実政の末流願
がん

西
さい

…国
こく

衙
が

の乱暴を防がず，この故に願西，領家の得分二百石を以て，

高
か や の い ん

陽院内親王に寄進す。」という記述があるので，正しい。

④　正　史料末において「願西…高陽院内親王に寄進す。…これ則ち本家の始めなり」とあるので，この記述は

正しい。

　　以上より，正解は①である。
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◆参考　寄進地系荘園～鹿
かのこ

子木
ぎ

の事～

一、当寺の相承は、開発領主沙
し ゃ み

弥寿妙嫡々の相伝なり。

一 、寿妙の末流高方の時、権威を借らむがために、実政卿を以て領家と号し、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
か や の い ん

陽院

内親王に寄進す。件の宮薨
こう

去
きょ

の後、御菩提の為めに、勝
しょう

功
く

徳
どく

院
いん

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。これ則ち本家の始めなり。

 『東寺百合文書』

（現代語訳）

一，この荘園は，開発領主である沙弥寿妙の子孫が代々継承してきたものである。

一�，寿妙の子孫高方の時，権威を借りるために藤原実政卿を領家として年貢 400 石を上納し，高方は現

地を管理する預所職となった。

一�，実政の子孫である願西は力がなかったので，国司の干渉を防げなかった。そのため，願西は領家の

得分のうち 200 石を高陽院内親王に寄進した。内親王がお亡くなりになった後菩提を弔うために勝功

徳院を建てられ，その 200 石を寄進された。その後，美福門院のお計らいで仁和寺に寄進された。こ

れがこの荘園の本家の始まりである。

11 世紀～ 12 世紀，開発領主が受領からの干渉や税負担から逃れるために，上記の鹿子木荘のような寄

進地系荘園が発達した。税収維持のために朝廷はたびたび荘園整理令を発令するが有効なものとはなら

ず，本格的な荘園整理は 1069 年の後三条天皇による延久の荘園整理令まで待たなければならなかった。

（制作：帆玉光輝，瀧拓也）
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第3問　中世から近世初期までの政治と社会

出題範囲 中世の政治史

難 易 度 ★★★☆☆

所要時間 8 分

傾向と対策

2015 年度の第 3問は，中世から近世までの武士政権の地方統治，外交政策，通商政策から出題
されている。ここでは，地理的な知識を要求される設問に注目したい。日本史を学ぶ上で日本の
地理を知識として習得することは当然重要であり，例えば問２に登場する六波羅は，平氏政権の
時代から京都における武士政権の拠点となっていたが，その理由は関東や東国に抜ける街道が
通っていたからだ。このように，地理の知識もおさえておけばこのような問題に遭遇した時に対
応しやすくなるし，日本史の細部もより覚えられるので，知識も蓄えやすくなる。

A
問１　　　　　正解は④

難易度　★★☆☆☆

ア　どうり（道理）が入る。御
ご

成
せい

敗
ばい

式
しき

目
もく

は源頼朝以来の先例と道理と呼ばれる武家社会の慣習に基づいて制定さ

れた。

イ　武家が入る。御成敗式目は制定当初幕府の勢力範囲内に限って適用させたものであった。この書状では，公
く

家
げ

との衝突を避けるため，このことが強く主張されている。

ウ　律
りつ

令
りょう

が入る。御成敗式目は武家に対するものであって，従来の公家法を否定・改正するものではないと述べ

ている。公家法とは律令やそれ以来の法体系のことを指す。

　　以上より，語句の組み合わせとして正しいのはア - どうり（道理），イ - 武家，ウ - 律令で，正解は④である。

◆参考　北条泰時書状

さてこの式目をつくられ候事は、何を本説として注し載せらるるの由、人さだめて謗
ぼう

難
なん

を加ふる事候か。

ま事にさせる本文にすがりたる事候はねども、たゞどうりのおすところを記され候者也。…この式目は

只かなをしれる物の世間におほく候ごとく、…武家の人へのはからひのためばかりに候。これによりて、

京都の御沙
さ

汰
た

、律令のおきて、聊
いささか

もあらたまるべきにあらず候也…� 『貞永式目唯浄裏書本』

（現代語訳）

さて，この式目を作りましたことに対して，何を原典として作られたのか，と非難する人もいるでしょう。
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確かにこれといった原典に則っているということはありませんが，ただ道理の指し示すことを記したも

のであります。…この式目は仮名しか知らない人が世間に多くいるように，…武家の人々だけに対する

処置です。これによって，朝廷の御裁断や律令のおきてが変わることはまったくないのであります。

この史料は 1232 年に制定された御成敗式目の趣旨を説明した，当時の執権北条泰
やす

時
とき

（1183-1242）が

六波羅探題で弟の北条重
しげ

時
とき

に宛てた手紙である。この史料から御成敗式目は，武家社会の道徳である「道

理」と頼朝以来の「先例」によって書かれたこと，またあくまで武家社会のための法典であって，幕府

の勢力範囲下のみで適用されるものであったことがわかる。そもそもこの手紙は，朝廷から式目に関し

て非難を受けた際に説明するべき趣旨について書かれたもので，よって式目は公家法に影響を与えるも

のではないという，公家法に対する一定の配慮が見られる。しかし，それは裏返せば幕府の勢力範囲内

においては律令をはじめとする公家法は適用されないということも示していて，武家社会が公家法から

の独立を宣言したものであるとも言える。

問２　　　　　正解は②

難易度　★★★☆☆

ａ　正　六
ろく

波
は

羅
ら

探
たん

題
だい

は，朝廷の監視と尾張国（後に三
み

河
かわの

国
くに

）以西の御
ご

家
け

人
にん

の統轄を担った幕府機関であり，この

記述は正しい。

ｂ　誤　六波羅探題は 1221 年の承
じょう

久
きゅう

の乱に際し，従来の京都守護に代わるものとして設置された。正
しょう

中
ちゅう

の変
へん

と

は，1324 年に後
ご

醍
だい

醐
ご

天皇が側近と討幕を計画したが，露見し失敗におわった事件。この記述は正しくない。

ｃ　誤　宝
ほう

治
じ

合
かっ

戦
せん

とは，1247 年に起こった北条時
とき

頼
より

（1227-63）と三浦泰
やす

村
むら

との合戦である。これによって，三

浦一族は滅亡した。この記述は正しくない。

ｄ　正　1333 年，足利高
たか

氏
うじ

（尊
たか

氏
うじ

，1305-58）が六波羅探題を，新
にっ

田
た

義
よし

貞
さだ

が鎌倉をそれぞれ攻め落としたこと

で鎌倉幕府は滅亡した。この記述は正しい。

　　以上より，組み合わせがａとｄとなる②が正解である。

問３　　　　　正解は②

難易度　★★★★☆

Ｘ　正　座
ざ

とは，中世に商人・職人・芸能民らが結成した同業者組織である。鎌倉時代の京都にはすでに存在し

ていて，室町時代になって種類・数が増えた。

Ｙ　誤　天
てん

文
ぶん

法
ほっ

華
け

の乱とは，1536 年に天台宗総本山である延
えん

暦
りゃく

寺
じ

（山門）の宗徒が，京都町衆による法華一揆

を破った事件である。

　　以上より，正解は②である。
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B
問４　　　　　正解は③

難易度　★★☆☆☆

エ　本
ほん

能
のう

寺
じ

の変が入る。1582 年，織
お

田
だ

信
のぶ

長
なが

（1534-82）は本能寺の変で明
あけ

智
ち

光
みつ

秀
ひで

（1528?-82）からの攻撃を受

け，敗死する。嘉
か

吉
きつ

の変（嘉吉の乱）は 1441 年に守護赤
あか

松
まつ

満
みつ

祐
すけ

（1373-1441）が当時の将軍足利義
よし

教
のり

（任

1429-41）を暗殺した事件である。

オ　北
ほう

条
じょう

氏が入る。関東の有力な戦国大名といえば北条氏で，伊
だ

達
て

氏は東北地方を支配していた戦国大名である。

　　以上より，正解は③である。

問５　　　　　正解は①

難易度　★★★★☆

①　正　朝鮮出兵のうち，文
ぶん

禄
ろく

の役
えき

が起こった 1592 年は干支でいう壬
じん

辰
しん

の年，慶
けい

長
ちょう

の役が起こった 1597 年は

干支でいう丁
てい

酉
ゆう

の年に当たる。この記述は正しい。

②　誤　日本軍は，文
ぶん

禄
ろく

の役で漢
かん

城
じょう

（現ソウル）と平
ピョン

壌
ヤン

を占領した。慶長の役では日本軍苦戦のうちに秀吉が死

去し撤退したので，この記述は正しくない。

③　誤　朝鮮出兵当時の中国王朝は明
みん

（1368-1644）である。この記述は正しくない。

④　誤　朝鮮水軍を率いて，亀
きっ

甲
こう

船
せん

によって日本軍の補給路を攪乱したのは李
り

舜
しゅん

臣
しん

（1545-98）である。李
り

成
せい

桂
けい

（1335-1408）は 1392 年に李
り

氏
し

朝
ちょう

鮮
せん

を建国した武将。この記述は正しくない。

　　以上より，正解は①である。

問６　　　　　正解は④

難易度　★★★☆☆

①　正　喧
けん

嘩
か

両
りょう

成
せい

敗
ばい

法
ほう

は，甲
か

斐
い

国の戦国大名武
たけ

田
だ

信
しん

玄
げん

（1521-73）が制定した分国法『甲
こう

州
しゅう

法
はっ

度
と

之
の

次
し

第
だい

』など

に記載されている。この記述は正しい。

②　正　戦国大名は，指
さし

出
だし

検
けん

地
ち

によって領主や名主に対して，自分の土地の面積や収入を自己申告させることで

領地を把握しようとしたので，この記述は正しい。

③　正　織田信長は安
あ

土
づち

で楽
らく

市
いち

・楽
らく

座
ざ

政策をとり，商工業者の自由な営業活動を認めることで，その発達を図っ

たので，この記述は正しい。

④　誤　豊
とよ

臣
とみ

秀
ひで

吉
よし

（1537-98）は太
たい

閤
こう

検
けん

地
ち

に際して，石
こく

高
だか

の統一的算定のために，京都で使用されていた京
きょう

枡
ます

を

日本全国の共通基準としたので，この記述は誤り。国家公定枡は，1072 年に後
ご

三
さん

条
じょう

天皇（位 1068-72）が

延
えん

久
きゅう

の荘
しょう

園
えん

整
せい

理
り

令
れい

（1069 年）に関連して採用した宣
せん

旨
じ

枡
ます

以来である。
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　　以上より，正解は④である。

（制作：帆玉光輝，浦地智暉）
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第4問　近世の政治経済と社会

出題範囲 近世の政治・社会史

難 易 度 ★★★☆☆

所要時間 8 分

傾向と対策

2015 年度の第 4 問の出題は，江戸期に起こった飢饉や幕府諸藩の施政などが取り上げられた。
近世の政治・社会・文化史の対応を学ぶうえで重要なのは，当時の社会状況を正確に把握してお
くことである。テレビや映画の時代劇などで頻繁に取り上げられるこの時代は，戦争がない平和
な期間が長く続いたため，産業が大きく発展した時代でもあった。ゆえに産業の発展に伴う社会
状況の変化が，政治・経済・文化に影響を与えている場合が多い。江戸・大坂を中心とする都市
の文化や社会の状況はもちろん，地方の産業や特産物といった情報も教科書をよく読み込んで広
く習得しておきたい。

A
問１　　　　　正解は③

難易度　★★★☆☆

①　誤　1641 ～ 42 年に発生した寛
かん

永
えい

の飢
き

饉
きん

の後，幕府は 1643 年に田
でん

畑
ぱた

永
えい

代
たい

売
ばい

買
ばい

の禁令を制定したため，この

記述は誤りである。

②　誤　上
あげ

米
まい

の制
せい

とは，1722 年に 8 代将軍徳川吉
よし

宗
むね

（在任 1716-1745）が享
きょう

保
ほう

の改革中に一時的な財政補填策

として実施したものであり，諸大名から石高 1 万石について 100 石の米を上納させた。よって，この記述は

誤りである。なお，上げ米の利の代償として参
さん

勤
きん

交
こう

代
たい

の在府期間は 1 年から半年に減らされた。

③　正　松
まつ

平
だいら

定
さだ

信
のぶ

（1759-1829）は，天
てん

明
めい

の飢饉を経た 1791 年に寛
かん

政
せい

の改革の一環として七
しち

分
ぶ

積
つみ

金
きん

の制度を定

めた。町入用（町費）の節減額のうち 7 割を江戸町会所に積み立てて，低利融資や貧民救済に充てた。よっ

て，この記述は正しい。

④　誤　1832 ～ 36 年は全国的に凶作が相次ぎ，特に奥羽地方では多数の餓死者が出た（天
てん

保
ぽう

の飢饉）。この飢

饉の中で大坂では米を買い占め，売り惜しみする富裕商人が現れ，米価が急騰した。よってこの記述は誤り

である。この状況下で有効な対策をとれなかった大坂町奉行所に対し 1837 年に大阪町奉行所の元与
よ

力
りき

大塩

平八郎（1793-1837）は武装蜂起したが，鎮圧された（大塩の乱）。

　　以上より，正解は③である。
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問２　　　　　正解は②

難易度　★★★☆☆

Ｘ　ａ　河村瑞
ずい

賢
けん

（1618-1699）は江戸前期の富商で，東北地方と江戸を結ぶ東
ひがしまわ

廻り航路（海運）や出
で

羽
わの

国
くに

酒田

（現山形県酒田市）を起点に佐
さ

渡
ど

・下
しものせき

関などを経て大坂に到り，そこから紀伊半島を迂回して江戸に到る西
にし

廻
まわ

り航路（海運）を整備した。紀
き の く に や

伊国屋文
ぶん

左
ざ

衛
え

門
もん

は，江戸初期の紀伊国出身の豪商。紀州のみかんを江戸に運

送して利益を上げ，材木商に進出して巨利を得た。

Ｙ　ｄ　角
すみの

倉
くら

了
りょう

以
い

（1554-1614）は，江戸初期に富士川や天竜川，高瀬川などを開削した人物である。田中勝

介は，京都の商人で徳川家康の命を受けて 1610 年にメキシコへ渡航した。

　　以上より X－ａ，Y－ｄの組み合わせになる②が正解である。

問３　　　　　正解は①

難易度　★★★★☆

Ｘ　正　伊
だ

達
て

政
まさ

宗
むね

（1567-1636）は，1613 年に支
はせ

倉
くら

常
つね

長
なが

（1571-1622）を正使とした慶
けい

長
ちょう

遣
けん

欧
おう

使
し

節
せつ

をスペイ

ン（イスパニア）へ派遣した。これはメキシコ（ノビスパン）との直接貿易を目的とするものだったが，失

敗に終わった。

Ｙ　正　佐
さ

竹
たけ

義
よし

和
まさ

（1775-1815）は，江戸後期の出羽国秋田藩主で，天明の飢饉後の 18 世紀終わりから 19 世

紀初頭にかけて農鉱業などの奨励，製紙などの特産品生産の保護育成を行ったほか，藩
はん

校
こう

明
めい

徳
とく

館
かん

を設立し藩

政改革を進めた。

　　以上より X－正，Y－正の組み合わせになる①が正解である。

B
問４　　　　　正解は①

難易度　★★★☆☆

ア　徳川家
いえ

慶
よし

が入る。家慶は第 12代将軍で在職期間は 1837 ～ 53 年である。水
みず

野
の

忠
ただ

邦
くに

（1794-1851）に天
てん

保
ぽう

の改革を実施させた。一方，徳川家
いえ

綱
つな

は第４代将軍で在職期間は 1651 ～ 80 年である。保
ほ

科
しな

正
まさ

之
ゆき

（1611-

72）らの補佐で文治政治を推進した。

イ　水野忠邦が入る。忠邦は 1841 年から天保の改革に着手した。一方田
た

沼
ぬま

意
おき

次
つぐ

（1719-88）は，1772 年に老

中に就任して 1786 年に罷免されるまで積極的な産業振興策を展開した。

　　以上より，正解は①である。
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問５　　　　　正解は②

難易度　★★★★☆

Ⅰ　近藤重
じゅう

蔵
ぞう

（1771-1829），最
も

上
がみ

徳
とく

内
ない

（1755-1836）は，1798 年に択
えとろふ

捉島を探査し，「大日本恵登呂府」の

標柱を立てた。

Ⅱ　1840 年に勃発したアヘン戦争で清
しん

がイギリスに大敗したという情報を受けて，1842 年に老中水野忠邦の下

で天保の薪
しん

水
すい

給
きゅう

与
よ

令
れい

が発令された。

Ⅲ　幕府は 1799 年に東
ひがし

蝦
え

夷
ぞ

地
ち

を，1807 年に西蝦夷地を松前藩から取り上げ，全蝦夷地を直轄領とした。

　　以上を踏まえて，年代順にⅠ（1798 年）→Ⅲ（1807 年）→Ⅱ（1842 年）となる②が正解である。

問６　　　　　正解は③

難易度　★★★☆☆

ａ　誤　史料 1 行目に「帰住相願い候者は稀」，また史料末に「帰住の志さらにこれ無し」と書かれており，村々

から無断で江戸に出てきたものの多くは江戸に住み続けたことがわかるのでこの記述は，誤りである。

ｂ　正　史料 3 行目～ 6 行目を読むと「在方（村）にては…麁
え

食
しょく

致し候者」が「御府内にへ出候ては，その日

稼ぎ致し候者も美食を致し」とある。すなわち，村にいた頃は粗末な食事をしていた者が，江戸ではその日

稼ぎでも良い食事をしていたことがわかる。よって，この記述は正しい。

ｃ　正　水野忠邦は，1843 年に天保の改革の一環として，江戸に流入した下層民を強制的に帰農させ農村再建

を図った（人返しの法）。よってこの記述は正しい。

ｄ　誤　宗
しゅう

門
もん

改
あらため

（宗旨人
にん

別
べつ

改
あらため

）は 17 世紀半ばにキリスト教禁教を目的として行われ始めた信仰調査である。水

野忠邦は江戸の人別改め（人口調査）を強化した。よってこの記述は，誤りである。

　　以上より，ｂ・ｃの組み合わせになる③が正解である。

（制作：帆玉光輝，金子智実）
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第5問　明治時代の立法機関

出題範囲 近代の政治・経済・文化史

難 易 度 ★★★☆☆

所要時間 6 分

傾向と対策

2015 年度の第 5 問の設問は，問３の明治中期の松方財政と松方デフレの出題が特徴的である。
このことからわかるように，近代の日本史では政治と経済が密接に関わってくるため，政治の知
識と経済の知識をひと揃いで持つことが要求される。対策としては，わからない単語が出てきた
ら，公民の教科書を参考にしたり，政治家の人物史や経済に関するキーワードを調べるなどして，
政治と経済の知識を適宜得ながら，学習を進めていくことをお勧めする。

問１　　　　　正解は④

難易度　★★★★☆

ア　左
さ

院
いん

が入る。三院制は 1871 年廃
はい

藩
はん

置
ち

県
けん

が行われた直後に導入された制度で，左院は立法府を担っていた。

枢
すう

密
みつ

院
いん

は大日本帝国憲法下の天皇の最高諮
し

問
もん

機関である。1888 年に憲法草案審議のために設置された。

イ　漸
ぜん

次
じ

立憲政体樹立の詔が入る。これは明治六年の政変後の 1875 年に開かれた大久保利
とし

通
みち

（1830-78），木
き

戸
ど

孝
たか

允
よし

（1833-77），板
いた

垣
がき

退
たい

助
すけ

（1837-1919）らによる大阪会議を経て太政官が発したもので，これにもと

づいて左院に代わる立法機関として元
げん

老
ろう

院
いん

が設置された。立
りっ

志
し

社
しゃ

建
けん

白
ぱく

は 1877 年，立志社社長の片岡健吉

（1843-1903）が中心となって提出したもので，以後の自由民権運動に大きな影響を及ぼした。

　　以上より，正解は④である。

問２　　　　　正解は③

難易度　★★★☆☆

Ｘ　ｂ　モッセ（1846-1925）は，1886 年に来日して明治憲法や市町村制などの地方自治制の成立に尽力した。

シュタイン（スタイン，1815-90）は，渡欧した伊藤博
ひろ

文
ぶみ

（1841-1909）にプロイセン憲法を教授した人物

である。

Ｙ　ｃ　黒田清
せい

輝
き

（1866-1924）は洋画家であり，フランスで絵画を学んだ後，印象画の画法を日本に伝えた。

また，洋画団体の白馬会を創立した。『読書』や『湖
こ

畔
はん

』が代表作である。萩
おぎ

原
わら

守
もり

衛
え

（1879-1910）は彫刻

家であり，代表作は『坑夫』や『女』である。

　　以上より，X－ｂ，Y－ｃの組み合わせになる③が正解である。
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問３　　　　　正解は④

難易度　★★★☆☆

①　誤　八
や

幡
はた

製
せい

鉄
てつ

所
じょ

は，1901 年に官営の製鉄所として操業を開始したので，この記述は誤りである。

②　誤　1880 年代は松
まつ

方
かた

財
ざい

政
せい

の影響で松方デフレが起こり，定額金納の地租に苦しんだ自作農の一部は農地を

手放して小作農に転落した。この頃より寄
き

生
せい

地
じ

主
ぬし

（自らは農業経営をせず，小作人からの小作料に依存する

大地主）が増加し，小作地率が上昇していった。

③　誤　寄生地主の中には株式や公債，銀行への投資を積極的に行い，地方名望家として地方政治にかかわるも

のが多くいた。

④　正　官営工場の払い下げは，払い下げ条件を厳しく定めていた工場払い下げ概
がい

則
そく

が 1884 年に廃止されたこ

とで本格的に進んだ。よってこの記述は正しい。

　　以上より，正解は④である。

◆参考　松方財政

明治初期の大
おお

蔵
くら

卿
きょう

，大
おお

隈
くま

重
しげ

信
のぶ

（1838-1922）による積極的財政政策は，不
ふ

換
かん

紙幣（金や銀と交換できな

い，いわば「中身のない紙幣」）を乱発したことや，輸入超過による正
せい

貨
か

（金貨や銀貨など，額面と同じ

値打ちを持った貨幣）流出を招いたことで，激しいインフレーションを引き起こしていた。明治十四年

の政変によって大隈重信が下
げ

野
や

したことで 1881 年に大蔵卿となった松方正義（1835-1924）は，この

インフレを抑え込むために 1881 年から 85 年までに以下のような財政政策を行った。

　○増税（歳入増加）と緊縮財政（歳出減少）により確保した剰余金で正貨を蓄積する。

　○不換紙幣を回収して紙幣流通量を減少させる。

　○ 1882 年に設立した日本銀行から銀兌
だ

換
かん

紙幣（銀と交換できる紙幣）を発行し銀本位制を確立する。

以上のようなデフレーション政策は，繭
まゆ

や米などの農作物価格の暴落を引き起こし，農村の窮乏を招い

た。これによって農地を売却する自作農が多くなり，一部は小作農へ転落し，一部は都市に流入して資

本家の下で労働者となった。こうした中で生活が苦しくなった農民の一部が蜂起活動に走り，秩
ちち

父
ぶ

事件

などの自由党による激化事件が相次いだ。しかし，その一方で銀本位制が確立したことで通貨が安定し

金利が下がったため，1886 年からは企業勃
ぼっ

興
こう

期が始まった。そして，1897 年には日清戦争による賠償

金を元に，当時の国際社会でスタンダードとなっていた金本位制が確立し，日本の資本主義化の基盤が

形成された。
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問４　　　　　正解は③

難易度　★☆☆☆☆

Ｘ　誤　史料 3 ～ 4 行目に「主要なる幹線すら尚且つ数箇の管理に分れて居るという有様」とあり，鉄道国有法

案の提出時には複数の鉄道会社が経営していたことがわかるので，この記述は誤りである。

Ｙ　正　史料 4 ～ 5 行目に「軍事に経済に国家はいかなる不利を被って居りまするか」とあり，これを改善する

ために鉄道国有法案が提出されたことがわかるので，この記述は正しい。

　　以上より，正解は③である。

（制作：帆玉光輝，金子智実）
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第6問　作家・林芙美子とその時代

出題範囲 近代の政治・社会・文化史

難 易 度 ★★★★★

所要時間 10 分

傾向と対策

2014 年度に引き続いて，第 6 問は一人の人物に焦点を当てた問題が出題された。小問で問われ
る内容も専門的なものが多く，苦しんだ受験生も多かったのではないだろうか。問２に出てくる
教科書では羅列的にしか書かれていないキーワードは，そのままでは覚えにくい。こうしたキー
ワードに対処するためには，これらについてどれだけ豊かで専門的な知識を習得するかが重要に
なってくる。例えば，小説『大菩薩峠』の書名だけを覚えるだけではなく，その内容や作者を含
めた周辺の情報にまで手を延ばして貪欲に知識を蓄えておくと，詰め込み学習に頼るよりも入試
本番で慌てず落ち着いて解答できるようになれるので，試してみてほしい。

A
問１　　　　　正解は④

難易度　★★★★☆

①　誤　日本初のメーデーは，1920 年に東京の上野公園で開催された。対して，集会条例は自
じ

由
ゆう

民
みん

権
けん

運
うん

動
どう

の高

まりを受けて 1880 年に公布され，1890 年の集会及政社法，1900 年の治
ち

安
あん

警
けい

察
さつ

法
ほう

に継承された法令である。

同メーデーは集会条例によって中止されていないので，この記述は誤りである。

②　誤　戒
かい

厳
げん

令
れい

とは，日本では天皇大権により非常事態に際して軍隊に治安権限を与えるものである。1905 年

の日
ひ

比
び

谷
や

焼き討ち事件や 1923 年の関東大震災，1936 年の二・二六事件などが起きたときに発令された。小

作争議を取り締まるために発令されるものではないので，この記述は誤りである。

③　誤　1923 年，関東大震災の混乱の中で起きた甘
あま

粕
かす

事件で，憲兵大尉の甘粕正
まさ

彦
ひこ

（1891-1945）に殺された

のは無
む

政
せい

府
ふ

主
しゅ

義
ぎ

者の大
おお

杉
すぎ

栄
さかえ

（1885-1923）と伊藤野
の

枝
え

（1895-1923）夫妻なので，この記述は誤りである。

北
きた

一
いっ

輝
き

（1883-1937）は『日
に

本
ほん

改
かい

造
ぞう

法
ほう

案
あん

大
たい

綱
こう

』を執筆し，右翼・青年将校に大きな影響を与えた人物。1930

年代には，この本に影響を受けた者が暗殺事件やクーデターを相次いで起こした。

④　正　特
とく

別
べつ

高
こう

等
とう

警
けい

察
さつ

（特
とっ

高
こう

）は 1928 年の三・一五事件後に全国各道府県の警察にも設置され，治安維持法に

もとづいて，思想犯・政治犯を取り締まった。

　　以上より，正解は④である。
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問２　　　　　正解は③

難易度　★★★★★

①　正　中
なか

里
ざと

介
かい

山
ざん

（1885-1944）は 1913 年に『大
だい

菩
ぼ

薩
さつ

峠
とうげ

』を発表し，大衆文学興隆の礎
いしずえ

を築いた。『大菩薩峠』

は甲
こう

州
しゅう

大菩薩峠に始まる剣客・机竜之助の旅を描いている。よって，この記述は正しい。

②　正　小
こ

林
ばやし

多
た

喜
き

二
じ

（1903-33）は，代表的なプロレタリア作家で，1929 年に『蟹
かに

工
こう

船
せん

』を発表した。『蟹工

船』は，劣悪で過酷な労働環境の「蟹工船」で起きた労働者と監督との戦いを描いている。よって，この記

述は正しい。

③　誤　『太陽』は 1895 年創刊の総合雑誌である。内容は多岐に渡り，執筆陣はトップレベルの学者・作家・政

界人などであった。昭和初期に大衆娯楽誌として人気を博したのは 1925 年発刊の『キング』である。この

雑誌にはグラビア・写真・大衆小説などが掲載されており，一時期驚異の発行部数を誇った。よって，この

記述は誤りである。

④　正　大正期の不況を打開するために，出版された定価 1 円均一の円
えん

本
ぽん

は，1926 年から登場し大流行した。

よって，この記述は正しい。

　　以上より，正解は③である。

問３　　　　　正解は③

難易度　★★★★★

Ｘ　誤　『悲
ひ

母
ぼ

観
かん

音
のん

』は，1888 年に狩
か

野
のう

芳
ほう

崖
がい

（1828-88）が描いた日本画であるので，この記述は誤りである。

Ｙ　正　二
に

科
か

会
かい

は，1914 年に結成された洋画界の有力な団体である。安
やす

井
い

曽
そう

太
た

郎
ろう

（1888-1955）は，一時期こ

の会に参加していたので，この記述は正しい。

　　以上より，Ｘ－誤，Ｙ－正の組み合わせになる③が正解である。

B
問４　　　　　正解は①

難易度　★★★★☆

ア　東
とう

条
じょう

英
ひで

機
き

（1884-1948）が入る。東条英機は 1941 年～ 44 年まで首相を務めており，在職期間中に対米英

開戦を決断し，戦後に東京裁判でＡ級戦犯として死刑となった。一方，鈴木貫
かん

太
た

郎
ろう

（1867-1948）は 1945

年 4 月～ 8 月 15 日の間首相を務め，戦争終結に大きく貢献した。

イ　疎
そ

開
かい

が入る。疎開とは，空襲の被害を避けるために，都市から人々・物資などを地方に分散させることを指

す。復
ふく

員
いん

とは終戦後に陸・海軍人が動員を解除されて，各家庭に帰ることを指す。

　　以上より，正解は①である。
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問５　　　　　正解は④

難易度　★★★★★

ａ　誤　日中戦争は，互いに正式な宣戦布告がない状態で開戦・拡大した。第１次近
このえ

衛文
ふみ

麿
まろ

内閣（1937-39）は

全面戦争への決意を示すことなく，戦線を拡大しただけなので，この記述は誤りである。

ｂ　正　日中戦争は，1937 年 7 月に北京郊外で起こった盧
ろ

溝
こう

橋
きょう

事件に端を発した。政府は当初は不拡大方針を

とっていたが，8 月に第二次上
しゃん

海
はい

事
じ

変
へん

が起こり，日中戦争は全面化した。よって，この記述は正しい。

ｃ　誤　小説も検閲の対象とされ，例えば，石川達
たつ

三
ぞう

（1905-85）の『生きてゐる兵隊』は日本軍による残虐行

為を描写しており，発禁処分となった。よって，この記述は誤りである。

ｄ　正　転向とは，弾圧などによって社会主義・共産主義者にその思想を放棄させ，保守主義・国家主義者に転

じさせること。満
まん

州
しゅう

事
じ

変
へん

後，佐野学
まなぶ

や鍋山貞
さだ

親
ちか

をはじめとする共産主義者は政府の弾圧によって次々と国家

主義者へと転
てん

向
こう

させられた。プロレタリア文学者も同様に転向を迫られ，自らの転向による心理の変化や生

活の変化を作品として書いた転向文学が生まれた。よって，この記述は正しい。

　　以上より，ｂとｄの組み合わせになる④が正解である。

問６　　　　　正解は①

難易度　★★★☆☆

Ｘ　ａ　日中戦争勃発時に中華民国の首都が置かれていたのは南
なん

京
きん

（ａ）である。この後，日中戦争が長期化し

てくると，中華民国は首都を漢
かん

口
こう

，さらにその奥地の重
じゅう

慶
けい

（ｂ）に遷
うつ

して抗戦を続けた。

Ｙ　ｃ　東南アジアにおけるイギリス領はマレー半島である。シンガポール（ｃ）は，その中でも重要な貿易・

軍事の拠点であった。ｄはオランダ領ジャワ島のバタヴィア（現ジャカルタ）である。

　　以上より，Ｘ -ａ，Ｙ -ｃの組み合わせになる①が正解。

C
問７　　　　　正解は①

難易度　★★★★☆

ａ　正　1945 年の衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

議
ぎ

員
いん

選
せん

挙
きょ

法
ほう

改正によって，満 20 歳以上の男女に選挙権が与えられた。戦後初の衆議院

議員選挙は改正後の 1946 年 4 月に実施された。よって，この記述は正しい。

ｂ　誤　戦後初の総選挙で勝利したのは鳩
はと

山
やま

一郎（1883-1959）率いる日本自由党であったが，5 月に鳩山が公

職追放されたため，吉田茂
しげる

（1878-1967）が代わりに総裁となり，第 1 次吉田茂内閣（1946-47）が組閣

された。よって，この記述は誤りである。
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ｃ　正　1946 年以降，ＧＨＱは軍国主義者を公職などから次々と排除していったが，大
たい

政
せい

翼
よく

賛
さん

会
かい

に参加した戦

時政治家も公職追放の対象となったため，戦後初の総選挙に立候補できなかった。よって，この記述は正

しい。

ｄ　誤　日本国憲法案を審議したのは衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

と貴族院からなる帝国議会である。参
さん

議
ぎ

院
いん

は日本国憲法によって新

しく設置された。よって，この記述は誤りである。

　　以上より，ａとｃの組み合わせになる①が正解である。

問８　　　　　正解は②

難易度　★★★☆☆

①　誤　日ソ中立条約は 1941 年に，ソ連は独ソ戦を見越して，日本は北守南進策を遂行するために締結した条

約なので，この記述は誤りである。

②　正　1945 年 8 月のソ連対日参戦によって中国に取り残された満
まん

蒙
もう

開拓団の中には，子供を現地の中国人に

託して帰国した人々も多く，その子供たちは中国残
ざん

留
りゅう

孤
こ

児
じ

と呼ばれた。この記述は正しい。

③　誤　国
こく

民
みん

徴
ちょう

用
よう

令
れい

は，1939 年に国家総動員法にもとづいて発令されたもので，国民を強制的に軍
ぐん

需
じゅ

徴
ちょう

発
はつ

し

た。GHQ が発令したものではないので，この記述は誤りである。

④　誤　1950 年に朝鮮戦争が勃発した際，米軍による武器の修理や弾薬の製造など膨大な特
とく

需
じゅ

が発生したこと

で日本経済は戦前の水準まで回復したのであり，米軍が供出した物資で国民の生活水準が上昇したのではな

いので，この記述は誤りである。

　　以上より，正解は②である。

（制作：帆玉光輝，浦地智暉）
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