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第1問　アジアの中の日本

出 題 範 囲 古代～現代の社会・経済史

難 易 度 ★★★☆☆

所 要 時 間 8 分

傾向と対策

　本問は，手紙のやり取りをベースとして，幅広い知識が問われる問題だった。設問ごとに難度
の差が大きく，比較的難しい問 3・問 5が明暗を分けた。問 4では，文中の空欄の場所を地図か
ら選ばせる新しい形式が出題され，問 5の写真読み取りでは知識をつなぎ合わせて推測する力が
問われた。こうした問題に対しては，教科書や資料集などさまざまな教材を利用し，地図や図版
にも細心の注意を払う丁寧な学習が求められる。

Ａ

問 1　　　　　正解は②

難易度　★★★★☆

ア	 	平
ひら

戸
ど

が入る。「江戸時代初めにオランダやイギリスの商館が置かれた」から判断する。イギリスの商館がある

段階では鎖国体制は未成立のため，オランダ商館が長崎の出
で

島
じま

に移る 1641 年より前の話であると考えるこ

とができる。

イ	 	三
さん

別
べつ

抄
しょう

が入る。三別抄は高
こう

麗
らい

の精鋭部隊であり，元軍は三別抄の抵抗に悩まされた。按
あ

司
じ

は，12世紀に琉球

に登場した豪族を指し，この文脈には該当しない。

　以上より，ア - 平戸，イ - 三別抄の組み合わせとなる②が正解である。

問 2　　　　　正解は③

難易度　★★★☆☆

①	 	誤　高
こう

地
ち

性
せい

集
しゅう

落
らく

は弥生時代に築き上げられたものであり，防衛機能に優れていた。紫
し

雲
う

出
で

山
やま

遺
い

跡
せき

は，この集

落の遺跡の代表である。

② 	 	誤　平安時代，海賊を率いて反乱を起こしたのは，藤
ふじ

原
わらの

純
すみ

友
とも

(?-941) である（藤原純友の乱）。これを平定

した人物が 源
みなもとの

経
つね

基
もと

(?-961) であり，経基は清
せい

和
わ

源
げん

氏
じ

の祖となった。

③ 	 	正　室町時代は，依然として寺社勢力が強く，幕府とならんで津
つ

料
りょう

の徴収を行った。

④ 	 	誤　堤を築いて溝を掘り，潮の干満の差を利用して海水を導き入れるこの手法は，入
いり

浜
はま

法
ほう

と呼ばれる。

　以上より，正解は③である。
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問 3　　　　　正解は①

難易度　★★★★☆

X	 	正　高
たか

向
むこの

玄
げん

理
り

(?-654)・南
みな

淵
ぶちの

請
しょう

安
あん

・旻
みん

(?-653) らは遣
けん

隋
ずい

使
し

に同行した。帰国後，大化の改新の際に高向

玄理と旻が国博士に任じられた。

Y	 	正　17 世紀半ばに，明の僧である隠
いん

元
げん

隆
りゅう

琦
き

(1592-1673) が日本に黄
おう

檗
ばく

宗
しゅう

を伝えた。

　以上より，X- 正，Y- 正の組み合わせとなる①が正解である。

Ｂ

問 4　　　　　正解は①

難易度　★★☆☆☆

ウ	 石
いわ

見
み

が入る。地図上では a。16世紀～ 17世紀前半にかけて多量の銀を産出した石見銀山は，2007 年に世

界遺産に登録された。bは但
た

馬
じま

生
いく

野
の

銀
ぎん

山
ざん

で，こちらも主要な銀山であるが，世界遺産には登録されていない。

エ	 	新潟が入る。地図上では c。1858 年に締結された日米修好通商条約により，神奈川（のちに横浜に変更）・

新潟・長崎・兵庫・箱館の開港が決まった。

　以上より，ウ -a，エ -c の組み合わせとなる①が正解である。

問 5　　　　　正解は⑥

難易度　★★★★☆

Ⅰ	 復
ふく

員
いん

は太平洋戦争終結後に行われたので，1945 年以降であると判断できる。

Ⅱ	 	満
まん

蒙
もう

開
かい

拓
たく

青
せい

少
しょう

年
ねん

義
ぎ

勇
ゆう

軍
ぐん

は 1937 年に発足する。年号を知らない人も多いと思うが，満州事変以後かつ大戦終

了前，という見切りはつけられる。

Ⅲ	 	ロシア軍艦・宣戦布告後とあり，日本とロシアが戦争していた時期を考えると，日露戦争の時期しか該当し

ない。ゆえに 1904 ～ 05 年のうちに出されたものと考えられる。太平洋戦争末期だと判断した人もいるか

もしれないが，当時はロシアではなくてソ連であることに加え，写真上部に 2月 11日と書かれていること

から，ソ連の対日参戦の日付である 8月 8日から終戦までの期間には該当しないということに留意。

　以上より，古い順からⅢ（日露戦争期）→Ⅱ（満州事変以後・第二次世界大戦終戦前）→Ⅰ（戦後）となる⑥

が正解である。

問 6　　　　　正解は④
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難易度　★★☆☆☆

①	 正　古代律令国家では，駅制が敷かれ，駅
うま

家
や

が置かれた。

②	 正　中世には，貨幣経済が発達して馬
ば

借
しゃく

や車
しゃ

借
しゃく

といった運送業者が登場した。

③	 	正　江戸時代には，飛
ひ

脚
きゃく

が活躍した。幕府公用のものを継
つぎ

飛
び

脚
きゃく

，大名の公用のものを大名飛脚，民間営業の

ものを町飛脚という。

④ 	 誤　日本で最初の鉄道は 1872 年に新橋・横浜間に敷設された。

　以上より，正解は④である。

（釈迦戸	雅史，瀧	拓也）
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第2問　古代の思想・信仰と政治・社会

出 題 範 囲 	古代の政治・文化史

難 易 度 ★★★☆☆

所 要 時 間 8 分

傾向と対策

　本問は，仏教に関する本文から古代の歴史理解について問う問題であった。センター試験にお
ける標準的な難易度であり，出題形式の変化もなく，古代における基本知識が幅広くおさえられ
ているかが問われた。問 3，問 6のように，正誤判断において何世紀の出来事かを問う問題が近
年では頻出であるので，基本的な歴史理解に加え歴史を総合的に把握する力もつけていくと，他
の受験生に差をつけることができる。

Ａ

問 1　　　　　正解は④

難易度　★★☆☆☆

ア	 	蘇我が入る。飛
あす

鳥
か

寺
でら

（法
ほう

興
こう

寺
じ

）は蘇
そが

我
の

馬
うま

子
こ

(?-626）によって建立された蘇
そ

我
が

氏の氏寺である。平城京遷都後

は，元
がん

興
ごう

寺
じ

と称した。大
おお

伴
とも

氏は，古代の豪族でありヤマト政権の軍事を担う大
おお

連
むらじ

であった。

イ  郡司が入る。郡司は，国
くにの

造
みやつこ

など伝統的な地方の豪族が任じられる終身官であった。国司は中央の貴族が任じ

られ，国府を拠点に国内を統治した。

　以上より，ア - 蘇我，イ - 郡司の組み合わせとなる④が正解である。

問 2 　　　　　正解は②

難易度　★★☆☆☆

①	 	誤　大
だい

官
かん

大
だい

寺
じ

は 7世紀後半の白鳳文化の時代に建立されている。西大寺は南都七大寺の一つであり，8世紀

後半に称徳天皇 ( 位 764-770) によって建立された寺院であるので 7世紀後半の諸政策を問うこの問題の答

えとしては誤りである。

②	 	正　670 年，最初の全国的戸籍である庚
こう

午
ご

年
ねん

籍
じゃく

が天智天皇 ( 位 668-671) によって作成された。

③	 	誤　冠位十二階が制定されたのは 603 年である。推古朝において，厩
うまや

戸
との

王
おう

( 聖徳太子，574-622) と蘇我馬

子 (?-626) らによって定められた。

④	 	誤　『旧
きゅう

辞
じ

』は 6世紀中頃にまとめられた歴史書である。『帝
てい

紀
き

』とともに，『古事記』・『日本書紀』のもと

になった。
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　以上より，正解は②である。

問 3　　　　　正解は③

難易度　★★★☆☆

ａ	 	誤　ヤマト政権は進んだ技術をもつ渡来人を品
しな

部
べ

に組織した。陵
りょう

戸
こ

は，官有の賤
せん

民
みん

（最下層の身分）である。

五
ご

色
しき

の賤
せん

の１つで，ほかには官
かん

戸
こ

・公
く

奴
ぬ

婢
ひ

・家
け

人
にん

・私
し

奴
ぬ

婢
ひ

があるので，しっかりと覚えておこう。

ｂ	 	正　6世紀，百
く

済
だら

から渡来した五
ご

経
きょう

博
はか

士
せ

により儒教が伝えられたほか，暦
れき

博
は

士
かせ

・易
えき

博
は

士
かせ

なども渡来し，暦法

などが伝えられた。

ｃ  正　7世紀，朝鮮半島における勢力争いの中で百済から亡命してきた貴族の影響などから，漢詩文が作られ

るようになった。

ｄ	 	誤　8世紀には，遣唐使は新
し ら ぎ

羅との関係悪化に伴い朝鮮半島沿岸を通る北路を利用するのをやめ，東シナ海

を通過する南路の航路をとったが，東シナ海を横断するため，海上での遭難も多かった。また，渤
ぼっ

海
かい

を経由

する航路も利用された。

　以上より，ｂ・ｃの組み合わせとなる③が正解である。

Ｂ

問 4　　　　　正解は⑤

難易度　★★★★☆

Ⅰ	 	785 年，長岡京造都を主導していた藤
ふじ

原
わら

種
たね

継
つぐ

(737-785) が暗殺され，首謀者とされた皇太子の早
さわ

良
ら

親
しん

王
のう

(750-

785) は淡路に配
はい

流
る

となった。

Ⅱ	 	842 年，承
じょう

和
わ

の変を企てたとして， 橘
たちばなの

逸
はや

勢
なり

(?-842) や伴
ともの

健
こわ

岑
みね

が流罪になった。

Ⅲ	 	740 年，藤
ふじ

原
わらの

広
ひろ

嗣
つぐ

(?-740) は玄
げん

昉
ぼう

・吉
き

備
びの

真
まき

備
び

の排斥を求め九州で反乱を起こした。

　以上より，古い順からⅢ（740 年）→Ⅰ（785 年）→Ⅱ（842 年）となる⑤が正解である。

問 5　　　　　正解は③

難易度　★★★☆☆

①	 	正　仏法が衰えて乱世を迎えるという末法思想が広がった 11世紀半ば，藤原頼
より

通
みち

(992-1074) により平
びょう

等
どう

院
いん

鳳
ほう

凰
おう

堂
どう

が建てられた。

②	 	正　空
くう

也
や

(903-972) は，民間にも阿
あ

弥
み

陀
だ

信
しん

仰
こう

を広め，市
いちの

聖
ひじり

と呼ばれた。

③	 	誤　定
じょう

朝
ちょう

(?-1057) は寄木造の技法を考案して，浄土信仰の普及に伴う仏像の大量需要にこたえた。一
いち

木
ぼく

造
づくり
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は，密教が盛んであった平安時代前半に用いられた手法である。

④	 	正　院政期には，富
ふ

貴
き

寺
じ

大
おお

堂
どう

のほか，中
ちゅう

尊
そん

寺
じ

金
こん

色
じき

堂
どう

や白
しら

水
みず

阿
あ

弥
み

陀
だ

堂
どう

など，阿弥陀堂が地方でも建立された。

　以上より，正解は③である。

問 6　　　　　正解は②

難易度　★★★★☆

Ｘ	 	正　9世紀前半 (823 年 ) に，大宰府において政府の直営田である公
く

営
えい

田
でん

が設置された。中央・地方の財政

改善の政策の一種である。879 年には畿内に官田を設け，そこから得られる利益が中央の各官庁の財源と

なった。

Ｙ	 	誤　902 年に醍醐天皇 ( 位 897-930) によって延喜の荘園整理令が出されている。記
き

録
ろく

荘
しょう

園
えん

券
けん

契
けい

所
しょ

が設置

されたのは 1069 年の後三条天皇 (位	1068-72) 期である。

　以上より，X- 正，Y- 誤の組み合わせとなる②が正解である。

（久米	光仁，下谷	佳楠）
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第3問　中世武家政権の政治

出 題 範 囲 	中世の政治・社会・文化史

難 易 度 ★★★☆☆

所 要 時 間 8 分

傾向と対策

　2017 年度の第 3問は，中世の幕府政治の変
へん

遷
せん

・商工業の発達・幕府と禅宗の関わりなどの観
点から出題された。基本的な知識を問う問題が多く出されたものの，選択肢文を注意深く読むこ
とを要求する問題もあった。流し読みすることなく冷静に判断し，確実に点を取りたい大問で
ある。

Ａ

問 1　　　　　正解は②

難易度　★★★★☆

Ｘ	 	正　鎌倉幕府のおもな経済基盤としては，関東御領や関東知行国（関東御
ご

分
ぶん

国
こく

）が挙げられる。そのうち関

東御領は，平
へい

家
け

没
もっ

官
かん

領
りょう

や承久の乱後，上皇に味方した勢力から没収した荘園などにより構成されていた。ま

た，関東知行国 (関東御分国 )は，将軍に与えられた知行国のことである。

Ｙ	 	誤　守護の職務として，天皇や院の御所を警備する京都大
おお

番
ばん

役
やく

を諸国の御家人に催促する大番催促がある。

鎌倉番役は，鎌倉にある将軍の御所の警備を行う役職である。

	 以上より，X- 正，Y- 誤の組み合わせとなる②が正解である。

問 2　　　　　正解は③

難易度　★★☆☆☆

a	 	誤　史料の 1行目より，京方，つまり後鳥羽上皇 ( 院政 1198-1221) 側についたのは次郎ではなく太郎であ

ることがわかる。

b	 	正　史料の 2行目より，次郎は御方，つまり鎌倉幕府側について忠義を尽くしたことが読み取れる。

c	 	正　史料の２・3行目，「重俊の地頭職相違なく安堵せしむべき」の記述により，重俊は従来通り地頭職を安

堵されたことがわかる。

d	 	誤　史料には，太郎は後鳥羽上皇側についたものの，次郎が鎌倉幕府に味方したため地頭職が安堵されたと

書かれている。

　以上より，ｂ・ｃの組み合わせとなる①が正解である。
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問 3　　　　　正解は①

難易度　★★★★☆

Ⅰ	 	鎌倉時代（1325 年）に 14代執権北条高
たか

時
とき

(1303-33) のもとで，建
けん

長
ちょう

寺
じ

の再建費の獲得を目的とした貿易

船として，元に建長寺船が派遣された。

Ⅱ	 	鎌倉幕府滅亡後の建武の新政期，後
ご

醍
だい

醐
ご

天皇 ( 位 1318-39) のもとで所領問題などの訴訟を裁決する雑
ざっ

訴
そ

決
けつ

断
だん

所
しょ

が設置された。

Ⅲ	 	北
きた

畠
ばたけ

親
ちか

房
ふさ

(1293-1354) による『神
じん

皇
のう

正
しょう

統
とう

記
き

』は，南北朝の内乱の中で 1339 年に成立した。後醍醐天皇

に継いで即位した後村上天皇 ( 位 1339-68) までの皇位継承の経緯について書かれている。

　以上より，古い順からⅠ（鎌倉時代）→Ⅱ（建武の新政期）→Ⅲ（南北朝）となる①が正解である。

Ｂ

問 4　　　　　正解は④

難易度　★★☆☆☆

ア	 	管
かん

領
れい

が入る。有力守護であった細
ほそ

川
かわ

・畠
はたけ

山
やま

・斯
し

波
ば

氏は三管領と呼ばれ，交代で将軍を補佐した。

イ	 	奉
ほう

公
こう

衆
しゅう

が入る。奉公衆は，平時は在京して将軍の護衛や諸国に散在する将軍の直轄領である御
ご

料
りょう

所
しょ

の管理な

ど，守護の動向をけん制する役割を果たした。評
ひょう

定
じょう

衆
しゅう

は鎌倉幕府の 3代執権北条泰
やす

時
とき

(1183-1242) により

設置され，重要政務や裁判に携わった役職である。

　以上より，ア - 菅領，イ - 奉公衆の組み合わせとなる④が正解である。

問 5　　　　　正解は③

難易度　★☆☆☆☆

Ｘ	 	b　商工業者の同業組合である座は，本所に座役を納める代わりに関銭免除・販売独占権などの特権を与えら

れた。室町時代の代表的な座の中には，石清水八幡宮を本所とする荏
え

胡
ご

麻
ま

油の座である大
おお

山
やま

崎
ざきの

油
あぶら

座
ざ

がある。

Ｙ	  c　室町時代には，日明貿易によりもたらされた良質な明銭とともに粗悪な私
し

鋳
ちゅう

銭
せん

なども流通していたため，

これらの粗悪な貨幣を避け良質な銭を選ぶ撰
えり

銭
ぜに

が行われた。分
ぶ

一
いち

銭
せん

は徳政令の際に，債権の保護もしくは債

務の破
は

棄
き

を認める見返りとして，幕府が債権者もしくは債務者に納入させた手数料のことである。

　以上より，X- ｂ，Y- ｃの組み合わせとなる③が正解である。

問 6　　　　　正解は①

難易度　★★★☆☆

15

解説

16

解説

17

解説

18

解説



3

©Foresight Inc.
本サービス・コンテンツの知的財産権その他一切の権利は
株式会社フォーサイトに帰属し、無断転載・引用を禁止します。

2017 年度	センター試験	本試験	日本史 B

①	 	正　朝鮮は倭
わ

寇
こう

の禁止を日本に求め，3代将軍足利義
よし

満
みつ

( 任 1368-94) もこれに応じたので，両国の間に国

交が開かれ，日朝貿易が開始された。朝鮮側は対
つし

馬
ま

の宗
そう

氏を通して通交についての制度を定め，貿易を統制

した。

②	 	誤　4代将軍足利義
よし

持
もち

( 任 1394-1423) が朝貢形式に不満をもち中断したのは明との朝貢貿易である。日明

貿易は 6代将軍足利義
よし

教
のり

( 任 1429-41) により再開された。

③	 	誤　日明貿易における日本のおもな輸出品は刀剣などの武器類，屏
びょう

風
ぶ

などの工芸品，銅・硫
い

黄
おう

などの鉱産物

で，おもな輸入品は銅銭，陶磁器，書籍などである。

④	 	誤　藤
ふじ

原
わらの

隆
たか

信
のぶ

(1142-1205) は鎌倉時代初期の個人の肖像を描く写実的な似
にせ

絵
え

の名手である。室町時代に活

躍した水
すい

墨
ぼく

画
が

の名手は，如
じょ

拙
せつ

のほかに明
みん

兆
ちょう

（1352-1431）・雪
せっ

舟
しゅう

（1420-1502?）などが挙げられる。よっ

てこの記述は誤り。

　以上より，正解は①である。

（浦地	智暉，下谷	佳楠）
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第4問　近松門左衛門と上方の文化・18 世紀後半の幕府の動揺

出 題 範 囲 	近世の政治・社会・文化史

難 易 度 ★★★☆☆

所 要 時 間 8 分

傾向と対策

　2017 年度の第 4問は，江戸時代の知識を文化・政治・社会の広い分野にわたって問う問題で
あった。基本的な知識を要求する問題がほとんどであったが，一部，年代のやや細かい知識が必
要な問題もみられた。予想外に細かい知識を問われたとしても，教科書の記述が頭に入っていれ
ば正解を導き出せる場合が多いため，普段から教科書をよく読み込んでおくことが大切である。

Ａ

問 1　　　　　正解は③

難易度　★★☆☆☆

ア	 	近松門左衛門が入る。近松門左衛門 (1653-1724) は元禄時代に活躍した人形浄瑠璃・歌舞伎の作者であり，

代表作には『曽
そ

根
ね

崎
ざき

心
しん

中
じゅう

』などの世話物（当時の世相に題材をとった物語）や『国
こく

姓
せん

爺
や

合
かっ

戦
せん

』などの時代物

（歴史上の出来事に題材をとった物語）がある。井原西鶴（1642-93）も元禄時代に活躍した作家であり，

『好
こう

色
しょく

一
いち

代
だい

男
おとこ

』『日
にっ

本
ぽん

永
えい

代
たい

蔵
ぐら

』などの浮世草子で有名である。

イ	 	明が入る。『国姓爺合戦』は，明の遺臣鄭
てい

芝
し

竜
りゅう

を父に，日本人を母にもつ鄭
てい

成
せい

功
こう

が中国に渡り，滅亡した明の

再興を目指す物語であり，史実をもとにした時代物である。もう１つの選択肢である清が滅亡するのは 1912

年のことであり，近松が生きた元禄時代にはまだ滅亡していないことからも，正解は明だと判断できる。

　以上より，ア - 近松門左衛門，イ - 明の組み合わせとなる③が正解である。

問 2　　　　　正解は④

難易度　★★★☆☆

① 	 	誤　末
すえ

次
つぐ

平
へい

蔵
ぞう

(?-1630) は江戸初期の長崎の豪商・朱印船貿易家である。江戸初期に富士川・鴨川の整備や

高瀬川の開削を行ったのは，京都の豪商の角
すみの

倉
くら

了
りょう

以
い

(1554-1614) である。

② 誤　十
と

組
くみ

問
とい

屋
や

は元禄期に江戸で成立した荷受問屋の仲間である。これと同時期に大阪で成立した荷積問屋は

二
に

十
じゅう

四
し

組
くみ

問
とい

屋
や

である。また，これらの問屋仲間が株仲間として幕府に公認されるのは享保期以降のことで

ある。

③	 	誤　醤
しょう

油
ゆ

は上方でつくられ始めたが，江戸時代後期には関東の野
の

田
だ

・銚
ちょう

子
し

でも盛んに生産されるようになり，

19
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江戸の市場の多くを占めるようになった。

④	 正　北前船は，蝦夷地や日本海側の物資を西廻り航路を使って大坂などの上方に運んだ船である。

　以上より，正解は④である。

問 3　　　　　正解は③

難易度　★★★☆☆

Ⅹ	 	ｂ　作品は『見返り美人図』であり，作者は元禄期に浮世絵を確立した菱
ひし

川
かわ

師
もろ

宣
のぶ

(?-1694) である。住
すみ

吉
よし

如
じょ

慶
けい

(1599-1670) は江戸時代の大和絵の一派，住吉派の祖である。住吉派は代々幕府の御用絵師を務めた。

Ｙ	 	ｃ　作品は『八
やつ

橋
はし

蒔
まき

絵
え

螺
ら

鈿
でん

硯
すずり

箱
ばこ

』であり，作者は尾
お

形
がた

光
こう

琳
りん

(1658-1716) である。光琳はほかにも『紅白梅

図屏風』『燕
かき

子
つ

花
ばた

図屏風』などの名作を遺しており，光琳が大成した大和絵を基本とする装飾的な画風は琳
りん

派
ぱ

と呼ばれる。野
の

々
の

村
むら

仁
にん

清
せい

は 17世紀後半に活躍した陶工で，京
きょう

焼
やき

を大成した。代表作には『色
いろ

絵
え

藤
とう

花
か

文
もん

茶
ちゃ

壷
つぼ

』

などがある。

　以上より，X-b，Y-c の組み合わせとなる③が正解である。

Ｂ

問 4　　　　　正解は①

難易度　★★☆☆☆

ウ	 	松平定信が入る。松平定信 (1758-1829) は 1787 年に老中に就任し，1793 年に失脚するまで農村再興，都

市秩序安定，幕府権威回復などを目的として諸政策を実行した。これを寛
かん

政
せい

の改革という。水野忠
ただ

邦
くに

(1794-

1851) は，1841 年から 1843 年にかけて天保の改革を行った老中である。

エ	 	尊号一件（事件）が入る。尊号一件は 1789 年，光
こう

格
かく

天皇 ( 位	1779-1817) が実父の閑
かん

院
いん

宮
のみや

典
すけ

仁
ひと

親王 (1733-

94) に「太
だい

上
じょう

天皇」の尊
そん

号
ごう

を贈りたいと幕府に承認を求めたが，松平定信の反対で実現しなかった事件であ

る。定信は，太上天皇は本来天皇退位者に贈られる称号であるのに，天皇に即位したことのない典仁親王に

贈ることはできないと主張して強硬に反対し，光格天皇側に立った武
ぶ

家
け

伝
てん

奏
そう

らの公家を処罰した。しかし，

同時期に実父の一橋治
はる

済
さだ

に対して「大御所」の尊号を贈ろうとしていた将軍徳川家
いえ

斉
なり

( 任	1787-1837) は定

信の対応を快く思わず，これを一因として定信は失脚した。

  紫
し

衣
え

事件は，後
ご

水
みず

尾
のお

天皇 ( 位	1611-29) が幕府の許可なく与えた紫衣（高僧に与えられる法衣）を幕府が取

り上げた事件であり，これをきっかけに 1629 年，後水尾天皇は明
めい

正
しょう

天皇 ( 位	1629-43) に譲位した。

　以上より，ウ - 松平定信，エ - 尊号一件（事件）の組み合わせとなる①が正解である。

問 5　　　　　正解は①
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難易度　★★☆☆☆

Ｘ	 	正　史料中の「組のもの召し連れ，今日より相廻り」という部分から，先手組は江戸市中の見回りを指示さ

れたことがわかる。

Ｙ	 	正　史料中の「暴れ候ものども召し捕え，町奉行へ相渡さるべく候」という部分から，逮捕した者を町奉行

に引き渡すよう命じていることがわかる。

　以上より，X- 正，Y- 正の組み合わせとなる①が正解である。

問 6　　　　　正解は②

難易度　★★★★☆

Ⅰ	 	宝暦事件が起こったのは 1758 年。神道家の竹
たけの

内
うち

式
しき

部
ぶ

(1712-67) が京都で復古派の公家に尊王論を説き，朝

廷統制の責任を負う摂家によって追放された。

Ⅱ	 	藤田東
とう

湖
こ

(1806-55)・会
あい

沢
ざわ

安
やすし

(1782-1863) らが尊王攘夷論を説いたのは 19世紀前半である。水戸藩の『大
だい

日
に

本
ほん

史
し

』編
へん

纂
さん

事業を中心におこった水
み

戸
と

学
がく

は，19世紀前半になると藩主徳川斉
なり

昭
あき

(1800-60) を中心に尊王

攘夷論を説き，藤田東湖・会沢安らの学者が活躍した。

Ⅲ	 	明
めい

和
わ

事件は 1767 年に起こった。兵学者の山
やま

県
がた

大
だい

弐
に

(1725-67) は江戸で幕政を批判し尊王斥
せき

覇
は

を説いたた

め，謀反の疑いで死刑に処せられた。代表作に『柳
りゅう

子
し

新
しん

論
ろん

』がある。なお，宝暦事件で追放されていた竹内

式部は，この明和事件に連座して八丈島に流罪となった。

　ⅠとⅢの年代はやや細かい知識であるが，教科書の記述などから 2つの前後関係を覚えておき，Ⅱが幕末に近

い出来事であることを頭に入れておけば，正解は導き出せるはずである。

　以上より，古い順からⅠ（1758 年）→Ⅲ（1767 年）→Ⅱ（19世紀前半）であり，正解は②である。

（金子	智実，下谷	佳楠）
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第5問　幕末から明治にかけての大阪

出 題 範 囲 	近代の政治・社会史

難 易 度 ★★☆☆☆

所 要 時 間 6 分

傾向と対策

　2017 年度の第 5問は，幕末から明治初期にかけての政治・社会を中心に出題された。この時
期は江戸幕府から明治政府へと政治体制が移行したことに伴い，政治や社会を取り巻く状況が大
きく変化する時期である。受験生が苦手とする範囲であるものの，複雑な判断を要求する出題は
少なく，基本的な知識で解ける問題がほとんどであったといえよう。

問 1　　　　　正解は④

難易度　★☆☆☆☆

ア	 	徳川家
いえ

茂
もち

( 任 1858-66) が入る。本文の	　　　	の人物は 15代将軍徳川慶
よし

喜
のぶ

( 在 1866-67) の前の将軍であ

ることがわかり，14代将軍である徳川家茂 (任 1858-66) が入ると判断できる。徳川家
いえ

定
さだ

( 任 1853-58) は

13 代将軍。生来病弱で子息がいなかったため，彼の死後将軍継
けい

嗣
し

問題が発生した。

イ	 	明治天皇 (位 1867-1912) が入る。新政府の成立直後に即位したのは明治天皇である。孝
こう

明
めい

天皇 ( 位 1846-

66) は幕末期の天皇であり，公
こう

武
ぶ

合
がっ

体
たい

の立場をとった。さらに妹 和
かずの

宮
みや

（1846-77）の降嫁を認め，尊王攘

夷派を抑制したが，幕府による第 2 次長州征討の最中に急死した。

　以上より，ア -徳川家茂，イ -明治天皇の組み合わせとなる④が正解である。

問 2　　　　　正解は①

難易度　★☆☆☆☆

Ｘ	 	正　幕末・維新期，国学の尊
そん

王
のう

思想は農村にも広まり，全国各地で世直しの実行を求める世直し一揆が起こっ

た。特に長州征討の最中は，米価の高騰もあって大坂や江戸を中心に打ちこわしが頻発した。

Ｙ	 	正　開国後の物価上昇や政治的混乱などで社会不安が広まる中，1867 年に東海・畿内・四国地方で「ええ

じゃないか」の集団乱舞が発生した。

　以上より，X- 正，Y- 正の組み合わせとなる①が正解である。

問 3　　　　　正解は③
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難易度　★★★☆☆

①	 	誤　大
おお

久
く

保
ぼ

利
とし

通
みち

(1830-78) は薩摩藩の人物である。幕末期に長州藩の中で実権を握った人物は，木
き

戸
ど

孝
たか

允
よし

(1833-77)・高
たか

杉
すぎ

晋
しん

作
さく

(1839-67) らである。

②	 	誤　大久保利通は岩倉使節団に同行した。その間の留守政府の中心となった人物は西
さい

郷
ごう

隆
たか

盛
もり

(1827-77)・板
いた

垣
がき

退
たい

助
すけ

(1837-1919) らである。

③	 	正　大久保利通は，殖産興業や地方行政に当たったほか，全国の警察組織の統轄する内務省を 1873 年に新

設し，自身は初代内務卿に就任した。

④	 	誤　大阪会議は 1875 年 1月から 2月にかけて大久保利通・木戸孝允・板垣退助らによって開かれた会議

である。ここでは，時間をかけて立憲制に移行するべきと決められ，同年 4月に政府は漸
ぜん

次
じ

立
りっ

憲
けん

政
せい

体
たい

樹
じゅ

立
りつ

の

詔
みことのり

を出した。また，立法諮問機関にあたる元
げん

老
ろう

院
いん

，最高裁判所にあたる大
たい

審
しん

院
いん

，府知事・県
けん

令
れい

からなる地

方官会議を設置した。

　以上より，正解は③である。

問 4　　　　　正解は①

難易度　★★☆☆☆

①	 	誤　三
み

池
いけ

炭鉱の払い下げをうけたのは，住友ではなく三井である。戦後に三井鉱山三池炭鉱で大量解雇に反

対する激しい争議（三池争議）が起きたことを覚えておけば，ヒントになるだろう。

②	 	正　1881 年，開拓使長官の黒田清
きよ

隆
たか

(1840-1900) が，政商五
ご

代
だい

友
とも

厚
あつ

(1835-85) らが関係する関西貿易社

に，不当に安い価格で開拓使官有物を払い下げようとして問題化した開
かい

拓
たく

使
し

官
かん

有
ゆう

物
ぶつ

払
はらい

下
さ

げ事件が起こった。

③	 	正　岩
いわ

崎
さき

弥
や

太
た

郎
ろう

(1834-85) は海運業を中心とする三
みつ

菱
びし

をおこし，のちに三菱会社として諸部門に進出して三

菱財閥の基礎を確立した。

④	 	正　足尾銅山は 1871 年，民間に払い下げられたのちに，1877 年に古
ふる

川
かわ

市
いち

兵
べ

衛
え

(1832-1903) によって買収

された。

　以上より，正解は①である。

（浦地	智暉，下谷	佳楠）
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第６問　公園から見る日本の近現代

出 題 範 囲 	近現代の政治史

難 易 度 ★★★★☆

所 要 時 間 12 分

傾向と対策

　2017 年度の第 6問は，歴史的出来事に関わる公園をテーマにした本文に沿って，政治・社会に
関係する出来事が問われた。参政権の拡大に伴い，政府にとって世論が無視できないものとなっ
ていく時代において，政治と社会を関連させて問う問題は頻出のテーマであるといえよう。政府
の方針が社会にどのような影響を与えたのか，逆に社会の動きが政府の方針にどのような影響を
与えたのか，双方向的に考えることも知識の整理に役立つだろう。

Ａ

問 1　　　　　正解は②

難易度　★★★☆☆

ア	 	血のメーデー事件（メーデー事件）が入る。血のメーデー事件は，1952 年に起きた独立回復後初のメーデー

で，デモ隊と警察官とが皇居前広場で衝突し，流血の大乱闘になった事件である。三・一五事件は，1928

年に田中義
ぎ

一
いち

内閣 (1927-29) によって共産党員が一斉に検挙された事件である。

イ	 	憲法が入る。1909 年の 20年前にあたる 1889 年に大日本帝国憲法が発布された。普通選挙法は，1925 年

に加藤高明内閣 (1924-26) が改正した衆議院議員選挙法の通称で，納税資格制限を撤廃し，満 25歳以上の

男性に選挙権，満 30歳以上の男性に被選挙権を認めた。

　以上より，ア -血のメーデー事件（メーデー事件），イ -憲法の組み合わせとなる②が正解である。

問 2　　　　　正解は①

難易度　★★☆☆☆

Ⅰ	 	満州事変が起こったのは 1931 年であるので，写真に載っている二周年記念大会は 1933 年に開催されたも

のだとわかる。

Ⅱ	 	サイパン島がアメリカ軍に占領されたのは 1944 年 7月のことである。よってサイパン奪回国民有志大会は

1944 年 7月から終戦までの間に開催されたと考えられる。

Ⅲ	 	社会党が左右に分裂していることから，戦後の 1951 年 10 月から 1955 年 10 月までの出来事であるとわか

る。1951 年，社会党は，サンフランシスコ平和条約賛成・日米安全保障条約反対の右派と両条約反対の左
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派に分裂した。

　以上より，古い順からⅠ (1930 年代 )→Ⅱ (1940 年代 )→Ⅲ (1950 年代 )となる①が正解である。

問 3　　　　　正解は④

難易度　★☆☆☆☆

Ｘ	 	b　統
とう

監
かん

府
ふ

は第二次日韓協約（乙
いっ

巳
し

条約）にもとづいて設置され，韓国政府の外交権を接収し，内政にも関

与した。初代統監に就任した伊藤博文 (1841-1909) は，1909 年ハルビン駅にて韓国の義兵運動・独立運動

家の安
あん

重
じゅう

根
こん

（1879-1910）に暗殺された。

Ｙ	 	d　前蔵相井上 準
じゅん

之
の

助
すけ

(1869-1932) や三井合名会社理事長の団
だん

琢
たく

磨
ま

(1858-1932) らが暗殺された事件を血
けつ

盟
めい

団
だん

事件という。血盟団とは井上日
にっ

召
しょう

(1886-1967) を中心とする右翼団体である。虎
とら

の門
もん

事件は 1923 年，

無政府主義者の一青年難
なん

波
ば

大
だい

助
すけ

が，摂政の裕
ひろ

仁
ひと

親王（のちの昭和天皇）(1901-89) を虎の門付近で狙撃した

事件である。

　以上より，X-b，Y-d の組み合わせとなる④が正解である。

Ｂ

問 4　　　　　正解は③

難易度　★★★☆☆

Ｘ	 	b　1887 年，三菱に払い下げられた造船所は長崎造船所である。長崎造船所は，旧幕府の長崎製鉄所を引き

継いだ造船所である。

Ｙ	 	c　八
や

幡
はた

製鉄所は官営製鉄所として 1901 年に操業を開始した。清の大
だい

冶
や

鉄山の鉄鉱石と，筑
ちく

豊
ほう

炭田の石炭，

のちに満州の撫
ぶ

順
じゅん

炭田の石炭を使用した。

　以上より，X-b，Y-c の組み合わせとなる③が正解である。

問 5　　　　　正解は③

難易度　★★★☆☆

①	 	誤　民
みん

撰
せん

議
ぎ

員
いん

設
せつ

立
りつ

建
けん

白
ぱく

書
しょ

が掲載されたのは，イギリス人ブラックが創刊した『日新真事誌』である。『中央公

論』は，大正デモクラシーを論じる場の中心ともなった総合雑誌である。

②	 	誤　新聞紙条例は自由民権運動の高揚に対処するため，政府を攻撃する新聞・雑誌の弾圧を目的として 1875

年に公布された。『横浜毎日新聞』は，1870 年に創刊された日本初の日刊紙である。

③	 	正　北村透
とう

谷
こく

(1868-94) は，『文学界』を創刊し，感情や個性の躍動を重んじるロマン主義を説いた。

④	 	誤　大衆娯楽雑誌である『キング』は，1925 年に創刊され，多くの読者を獲得した。選択肢の内容は正し
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いが，明治期ではなく大正・昭和期の出版や文化である。

　以上より，正解は③である。

問 6　　　　　正解は②

難易度　★☆☆☆☆

Ｘ  正　表より，1ha 当たり米生産量の増加率と田耕地面積の増加率を比べると，前者の増加率の方が高いのは

明らかである。

Ｙ	 	誤　農地改革によって生まれた多数の自作農を保護するため，農業協同組合法が 1947 年に制定された。こ

れにもとづき，農業協同組合が農業経営を支援する組織として各地に設置された。よって，農業協同組合は

1901 年以降の米生産量の上昇には関与していない。

　以上より，X- 正，Y- 誤の組み合わせとなる②が正解である。。

Ｃ

問 7　　　　　正解は③

難易度　★★☆☆☆

①	 	誤　『国体の本
ほん

義
ぎ

』は，日中戦争開始直前に文部省により発行され，全国の官庁・学校に配られ，戦時下の国

民思想教化の根本テキストとして普及した。

②	 	誤　1925 年に制定された治安維持法は，国体の変革，私有財産制度の否認を目的とする結社を禁じた法で

あり，共産主義否認を目的とする結社を禁じた法ではない。

③	 	正　1928 年に行なわれた普通選挙制による最初の総選挙で，無産政党勢力が 8名の当選者を出した。また，

非合法の日本共産党が公然と活動を始めたことに衝撃を受けた田中義一内閣 (1927-29) は，緊
きん

急
きゅう

勅
ちょく

令
れい

に

よって治安維持法を改正し，最高刑を死刑とし，また結社の協力者も処罰可能にした。

④	 	誤　日本政府は，国体護持のみを条件としてポツダム宣言を受諾したが，ポツダム宣言には国体護持を保証

する条件は含まれていなかった。

　以上より，正解は③である。

問 8　　　　　正解は⑥

難易度　★★☆☆☆

Ⅰ	 	1918 年，寺
てら

内
うち

正
まさ

毅
たけ

内閣 (1916-18) は，軍隊を出動させて米騒動を鎮圧した。この騒動の責任をとって，同

内閣は総辞職した。

Ⅱ	 	1910 年，第 2 次 桂
かつら

太
た

郎
ろう

内閣 (1908-11) の時期に，明治天皇暗殺を企てたとして社会主義者幸
こう

徳
とく

秋
しゅう

水
すい
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(1871-1911) ら 26 人が起訴された。翌年全員が有罪となり，そのうち 12人が死刑となった（大
たい

逆
ぎゃく

事件）。

Ⅲ	 	1900 年，第 2 次山
やま

県
がた

有
あり

朋
とも

内閣 (1898-1900) のもとで，陸軍・海軍大臣を現役の大将・中将から任用する軍
ぐん

部
ぶ

大
だい

臣
じん

現
げん

役
えき

武
ぶ

官
かん

制
せい

が定められた。

　以上より，古い順からⅢ (1900 年：第 2次山形有朋内閣期 )→Ⅱ (1910 年：第 2次桂太郎内閣期 )→Ⅰ

(1918 年：寺内正毅内閣期 )の配列となる⑥が正解である。

（浦地	智暉，下谷	佳楠）


