
Ⅰ 次の文章を読んで，空欄 Ａ ～ Ｃ に適当な語句を漢字で入れ，下の問いに答え

よ。（25点）

前近代の日本における学術や技術，思想の多くは，中国大陸や朝鮮半島からもたらされたもの

である。古代中国の Ａ を始祖とする儒教は6世紀ごろ ア から渡来した五経博士

によって日本に伝えられ，ほかにも医・易・暦などの知識も伝えられた。その後，
①
律令制にも

とづく国家建設の中で儒学は大学寮という機関で扱われるようになる。大学寮には儒教を扱う明

経道，儒教以外の漢文学を扱う紀伝道，法を扱う明法道，算を扱う算道などを抱えていたが，藤

原氏が イ を設置するなど，貴族の間で大学別曹が創設されると，大学寮は次第に衰退し

てゆく。さらに官司の請負にともない，特定の氏族によって博士などの官職が独占されるように

なると，明経道は中原氏と清原氏の2家によって世襲されるようになった。

中世になると日本の儒学は新たな展開を迎えることになる。12世紀，中国で儒教の体系化を図

る儒者が登場し，それは Ｂ と称されて東アジアに広がってゆく。日本には12世紀末から

13世紀にかけて入宋僧によってもたらされ，その後も元の侵攻から逃れた南宋の禅僧らによって

広められた。鎌倉幕府は渡来した禅僧を手厚く保護したが，
②
建長寺や円覚寺の住持を務めた一

山一寧もその一人である。こうして広まっていった Ｂ の中の考えの一つである大義名分

論は『 ウ 』を著した北畠親房などによる討幕運動の理論的な拠り所となったともいわれ，

日本の知識階層に大きな影響を与えた。

問題・解答
用紙番号 41 の解答用紙に解答しなさい。

日 本 史

〈受験学部・学科〉

3科目型 受験者
法学部，国際学部，経済学部，経営学部，現代社会学部，
農学部【文系科目型】（食農ビジネス学科）

問題は100点満点で作成しています。
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室町時代に入ると儒学は臨済宗の僧によって研究される。その一人である
③
桂庵玄樹は京の南

禅寺などで学んだ後，明に渡って Ｂ を究め，帰国後は応仁の乱によって荒廃した京から

離れて，菊池氏，島津氏に招かれて各地で Ｂ を講じた。

また，関東では関東管領
④
上杉憲実が Ｃ を再興した。ここでは儒学だけでなく易学や

兵学，医学なども教えたため，全国から禅僧や武士たちが集まった。 Ｃ について，
⑤
宣

教師のフランシスコ・ザビエルは「日本国中もっとも大にしてもっとも有名な坂東のアカデ

ミー」と評している。

問1 空欄 ア ～ ウ に入るもっとも適当な語句を，下の⒜～⒟から一つ選べ。

ア ⒜ 新羅 ⒝ 百済 ⒞ 高句麗 ⒟ 伽耶

イ ⒜ 弘文院 ⒝ 勧学院 ⒞ 学館院 ⒟ 奨学院

ウ ⒜ 太平記 ⒝ 神皇正統記 ⒞ 梅松論 ⒟ 愚管抄

問2 下線部①「律令制に基づく国家建設」に関わる説明として，もっとも適当なものを，下の

⒜～⒟から一つ選べ。

⒜ 天武天皇は官僚制を進めるために，官人の位階や昇進の制度を整え，八色の姓を定めた。

⒝ 天智天皇は飛鳥浄御原宮に都を移し，庚午年籍を作成して人民の把握を行おうとした。

⒞ 律令制の律は今日の行政法，令は刑法にあたる。

⒟ 持統天皇は中国の都城にならった長岡京を建設し，飛鳥の地から遷都した。

問3 下線部②「建長寺」の開山（初代住職）は誰か。下の⒜～⒟から一つ選べ。

⒜ 兀庵普寧 ⒝ 無学祖元 ⒞ 夢窓疎石 ⒟ 蘭溪道隆

問4 下線部③「桂庵玄樹」に深く関わる書として，もっとも適当なものはどれか。下の⒜～⒟

から一つ選べ。

⒜ 『万里集九』 ⒝ 『大学章句』 ⒞ 『庭訓往来』 ⒟ 『節用集』

問5 下線部④「上杉憲実」が深く関わった事件はどれか。下の⒜～⒟から一つ選べ。

⒜ 永享の乱 ⒝ 嘉吉の乱 ⒞ 応永の乱 ⒟ 明徳の乱

―11―



問6 下線部⑤「宣教師」に関わる説明として，もっとも適当なものを，下の⒜～⒟から一つ選

べ。

⒜ イエズス会の宣教師として来日したヴァリニャーニ（ヴァリニャーノ）は伊東マン

ショ・千々石ミゲルらを率いて長崎を出航し，使節の帰国とともに再び来日した。

⒝ ルイス＝フロイスはフランシスコ会の宣教師として来日し，織田信長や豊臣秀吉に謁見

した。また，10年以上の年月をかけて『日本史』を執筆した。

⒞ ガスパル＝ヴィレラはイエズス会の宣教師として来日し，将軍足利義昭の許可を得て，

主に畿内で伝道した。

⒟ フランシスコ会の宣教師ヤン＝ヨーステンは伊達政宗の家臣支倉常長とともにスペイン

やイタリアに赴き，常長をローマ教皇に謁見させた。
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Ⅱ 次の文章を読んで，空欄 Ａ ～ Ｃ に適当な語句を漢字で入れ，下の問いに答え

よ。（25点）

（1）江戸時代の中で天保期はいくつもの厳しい現実に直面した時代であった。1832（天保3）

年から1836（天保7）年にかけて冷害・洪水・大風雨などの天候不順により，全国的な飢饉

に見舞われた結果，各地で困窮した民衆たちによる一揆が頻発した。その規模は1836年の甲

斐国 ア では約80カ村で1万人，同年の三河国加茂一揆では約240カ村で1万数千人

におよんだ。こうした騒動は地方だけでなく都市部でも起こり，大坂町奉行所の元与力で

あった Ａ は貧民救済のため蜂起したが一日も経たないうちに鎮圧された。しかし，

Ａ による蜂起は各地に大きな衝撃を与え， イ では生田万が Ａ の門

弟と称して陣屋を襲撃した。

これら国内の騒動に加えて対外的な問題も頻発した。1837（天保8）年には商船の

ウ が，浦賀沖に接近したため，異国船打払令に基づいてこれを砲撃したが，実は

ウ は日本人漂流民の送還と交易の交渉のために来航していたことがわかり，

Ｂ は『戊戌夢物語』を著してこの事件に対する幕府の姿勢を痛烈に批判した。

Ｂ らは捕らえられ厳しい処罰を受けたが，江戸幕府には内外に大きな課題を抱えて

いることが浮き彫りにされた。

こうした状況の中で，将軍徳川 エ のもとで改革に乗り出したのが老中首座の水野

忠邦であった。忠邦はこれまでの改革と同様に倹約令を出し，ぜいたくや華美な衣服，高価

な菓子等を禁じた。商業政策においては，物価の引き下げを期待して1841（天保12）年に十

組問屋などの Ｃ を解散させたが，かえって江戸へ商品が入らなくなり，物価の高騰

を招いてしまった。
①
こうした忠邦が主導する厳しい統制や経済政策の失敗に対して人々の

不満は高まっていった。

（2）将軍徳川家宣は側用人の間部詮房と
②
新井白石を重用して政治改革を進めた。しかし，家宣

がわずか3年5ヶ月で死去し，跡を継いだ子息家継は幼少だったため詮房と白石らが実質的

に政治を担うこととなった。白石らは将軍職の地位と権威を高めるため オ 宮家を新

たに創設するなど，天皇家との結びつきを強めた。また，金の含有率を下げた粗悪な小判を

鋳造した前政権の失政を改めようと，良質な小判を鋳造させて物価の騰貴を抑えようとした。

また，長崎貿易についても見直しを進め，海舶互市新例を出して海外への金銀の流出を防ご

うとした。これは金が4分の1，銀が4分の3，海外に流出しているという白石の推計に基

づいたものであり，清船，オランダ船に制限をかけることにした。具体的には清船は年間30

隻，銀高にして6000貫，オランダ船は年間2隻，銀高にして カ 貫に制限した。
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問1 空欄 ア ～ カ に入るもっとも適当な語句を，下の⒜～⒟から一つ選べ。

ア ⒜ 郡内騒動 ⒝ 武左衛門一揆 ⒞ 伝馬騒動 ⒟ 佐倉惣五郎一揆

イ ⒜ 信濃国上田 ⒝ 越後国柏崎 ⒞ 下野国宇都宮 ⒟ 播磨国赤穂

ウ ⒜ ノルマントン号 ⒝ モリソン号

⒞ フェートン号 ⒟ サン・フェリペ号

エ ⒜ 家斉 ⒝ 家重 ⒞ 家慶 ⒟ 家治

オ ⒜ 閑院 ⒝ 伏見 ⒞ 桂 ⒟ 有栖川

カ ⒜ 1000 ⒝ 2000 ⒞ 3000 ⒟ 4000

問2 下線部①の状況を風刺した落首として，もっとも適当なものを，下の⒜～⒟から一つ選べ。

⒜ 白川の 清きながれに 魚すまず にごる田沼の 水ぞ恋しき
べい あげまい （ 始 終 苦 労 ）

⒝ 上げ米と いへ上米は 気に入らず 金納ならば しじうくろふぞ

⒞ 世の中に 蚊ほどうるさき ものはなし ぶんぶといふて 夜るもねられず
うつ ひきかえ はげ

⒟ 白河の 岸打波に 引換て 浜松風の 音の烈しさ

問3 下線部②「新井白石」が執筆していないものはどれか。下の⒜～⒟から一つ選べ。

⒜ 『読史余論』 ⒝ 『藩翰譜』 ⒞ 『本朝通鑑』 ⒟ 『古史通』
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Ⅲ 次の文章を読んで，空欄 Ａ ～ Ｃ に適当な語句を漢字で入れ，下の問いに答え

よ。（25点）

以下はゼミで摂南大学の沿革を報告するために下準備をしている留学生と教員との間で交わさ

れた対話である。

留学生：前身校を経て
①
1975（昭和50）年に創立された摂南大学は2025年に創立50周年を迎えま

す。ゼミで報告するにあたって摂南大学の成り立ちを掘り下げていくと，その源流とし

て1922（大正11）年に創設された「関西工学専修学校」（現在の大阪工業大学）にたど

り着きました。

教 員：日本に来て間もないのによく調べられていますね。「関西工学専修学校」の初代学校長

である片岡安は， ア 駅を設計したことでも知られる辰野金吾とともに，中之島

にある大阪市中央公会堂を設計するなど近代建築に大きな功績を残したことでも著名で

す。

留学生：日本の近世史からは，三都の一つである大坂は水運が発達していたため，江戸時代に全

国の藩から年貢米や特産品が集積し，これらを貨幣に交換する市場が栄えたことを学び

ました。このことから大坂は江戸時代に「天下の台所」として機能し，諸大名は貨幣を

獲得するため， Ａ を設けました。 Ａ は中之島にとくに集中していまし

た。そのため，私にとって大阪は商業都市であるという印象が強いのですが，この当時

の商都大阪に工学系の高等教育機関が新設された理由について調べてみようと思ってい

ます。

教 員：日本の地理を学んだことはありますか。地理で耳にする阪神工業地帯の名称からもわか

るように，大阪には工業都市という側面もあります。
②
明治時代に生じたわが国におけ

る産業革命以降，大阪の工業都市化が徐々に進行します。大正末期にはそれが大阪市域

の拡大とともに急速に進展したのです。こうして商工都市として栄えた大阪の人口は急

増し，東京市を抑えて日本最大の人口を有する世界でも指折りの大都市になりました。

それに伴い，近代的な土木や建設技術を用いた社会的インフラを急ピッチで整備する必

要が生じてきます。

留学生：急速に都市のエリアを広げ，かつ近代化していくと，都市インフラを整備するための土

木や建設に携わる人材が不足しますね。

教 員：その通りです。この当時，商都として栄えた大阪には，理論に裏打ちされた高度な工学

教育を展開する教育機関がほとんどありませんでした。大規模に開発され発展していく

大阪の歩みを後押しするため，近畿の財界人や在阪官公庁の有志らが一致協力して，工

―15―



学を修得した高度専門職業人を養成する目的で設立されたのが，摂南大学の源流に当た

る「関西工学専修学校」なのです。

留学生：
③
大正時代末期に急速に都市化が進んだ背景には何があったのですか。

教 員：背景の一つに イ 景気の影響があります。明治時代末期から，日本経済は

ウ 戦争の影響で深刻な不況に陥り，国際収支も赤字に転落したため，政府の財

政も危機に瀕していました。ところが，この難局を一気に吹き飛ばして日本の好景気化

ひいては都市化を促す契機となったのが イ 景気です。

留学生：都市化までのプロセスをもう少し具体的に教えてください。

教 員：1914（大正3）年に第一次世界大戦が勃発しました。この戦争は，欧州を主たる戦地と

したため，戦地から遠く離れた日本には，欧州諸国はもとより世界各国から戦争により

需給バランスの崩れた様々な工業製品の輸出需要が殺到したのです。とりわけ，戦争の

影響で船舶が不足したこともあり，日本には造船や海運のオーダーが各国から集まり，

造船や海運業が空前の好況となりました。船で大金を得た Ｂ （または船

Ｂ ）が登場したのもこの頃です。また，明治時代から力を入れていた鉄鋼業も

さらに進展し，国内では北九州の エ が拡充されました。中国東北部には，日本

企業の Ｃ が鞍山製鉄所を設立しました。これは，
④
第二次大隈重信内閣が欧州

列強のアジア経営が手薄になったことに乗じて中国に二十一か条の要求を突きつけて得

た果実とも言えます。さらに，ドイツが大戦に深くかかわることでドイツからの化学薬

品の輸入が減少したことも，日本の化学工業の勃興を促したのです。こうして日本で重

化学工業が躍進しました。その影響は阪神地域にもおよび，阪神工業地帯がより高度化

したのもこの頃です。

留学生：第一次世界大戦も影響して大阪の都市化と工業化がより進展したのですね。よく理解で

きました。

問1 空欄 ア ～ エ に入るもっとも適当な語句を，下の⒜～⒟から一つ選べ。

ア ⒜ 東京 ⒝ 横浜 ⒞ 大阪 ⒟ 神戸

イ ⒜ 神武 ⒝ 特需 ⒞ 大戦 ⒟ 岩戸

ウ ⒜ 戊辰 ⒝ 下関 ⒞ 日清 ⒟ 日露

エ ⒜ 芝浦製作所 ⒝ 池貝鉄工所 ⒞ 日本製鋼所 ⒟ 八幡製鉄所
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問2 下線部①「1975（昭和50）年」に関連し，1970年代にわが国で起きた出来事に関する記述

として，もっとも適当なものを，下の⒜～⒟から一つ選べ。

⒜ 東海道新幹線や名神高速道路が開通し，高速交通網の整備が一段と進展した。

⒝ 米国企業の航空機売り込みをめぐる収賄容疑で総理大臣経験者が逮捕された。

⒞ 経済成長で生じた所得向上により，テレビ，電気洗濯機および電気冷蔵庫が「三種の神

器」として各家庭に普及した。

⒟ 文化財の保護や宗教に関する行政事務を取り扱う文化庁が設置された。

問3 下線部②「明治時代に生じたわが国における産業革命」に関する記述として，もっとも適

当なものを，下の⒜～⒟から一つ選べ。

⒜ 政府は産業革命を支えるために金融の安定と貿易振興をめざして，日清戦争の賠償金を

準備金として，欧米諸国にならい銀本位制を確立した。

⒝ 国産力織機と国産自動車を発明した豊田佐吉はトヨタ自動車を創設した。

⒞ 紡績業では，渋沢栄一らにより日本最大の機械式紡績工場を運営する大阪紡績会社が設

立された。

⒟ 製糸業では，1894年になると座繰製糸による生産が器械製糸の生産を上回るようになっ

た。

問4 下線部③「大正時代」に関する記述として，もっとも適当なものを，下の⒜～⒟から一つ

選べ。

⒜ 被差別民の社会的差別をなくそうとする運動が強まり，全国水平社が結成された。

⒝ 輪転印刷機を導入した「大阪朝日新聞」や「大阪毎日新聞」などが創刊され，現在の新

聞の原型となった。

⒞ 歌舞伎が全国的に流行し，名優として名を馳せた9代目市川団十郎が初舞台を踏んだ。

⒟ 大衆文化が隆盛し，より低価格で教養や学術的内容を大衆に届ける目的で岩波文庫が創

刊された。
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問5 下線部④「第二次大隈重信内閣」に関する記述として，もっとも適当なものを，下の⒜～

⒟から一つ選べ。

⒜ 第二次大隈内閣は，第一次世界大戦を終結させるためのヴェルサイユ条約に戦勝国とし

て調印した。

⒝ 第二次大隈内閣は，陸軍が求める朝鮮半島への2個師団増設を拒否した。

⒞ 第二次大隈内閣は，ロシア革命に干渉するため，アメリカ合衆国の提案に応じて軍隊を

シベリアに出兵した。

⒟ 元老から支持された第二次大隈内閣は，立憲政友会との対抗上，桂太郎が創立を宣言し

た立憲同志会を政権与党とした。
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Ⅳ 次の文章を読んで，空欄 Ａ ～ Ｃ に適当な語句を漢字で入れ，下の問いに答え

よ。（25点）

8世紀初頭に元明天皇に献上された『 Ａ 』に記されている「国生み」神話では，
い ざ な ぎ い ざ な み

伊邪那岐と伊邪那美が初めにオノゴロ島という島をつくり，続いて，淡路島，四国， （ⅰ） ，

九州， （ⅱ） ， （ⅲ） ， Ｂ ，最後に本州を生み出したとの記載がある。これら

は「大八島国」という神話上の国土の起源として扱われている。

このように日本の国土は大小の島々から構成されている。とりわけ，本州は教科書における歴

史記述の大半を占めている。他方で，小規模な島々は，本州からみて国土の周縁に位置し，教科

書における記述は断片的なものになりがちである。しかし，これらの島々は交易，軍事など様々

な側面で歴史上重要な位置を占めてきたばかりでなく，独自の文化やアイデンティティを有して

いる。

離島には古来交易や物流の拠点となって繁栄した地域も多い。とくに （ⅰ） や Ｂ

は，島内に豊富な鉱産資源を有していたこともあって，さまざまな地域との交易が盛んに行われ

てきた。まず，古代において石器の材料となる ア の貴重な産地であったのが （ⅰ）

である。 ア はマグマが急激に冷えて固まってできるガラス質の岩石であり，打製石器の

素材に適している。本州では長野県や熊本県などに産地があるが，この島の周囲では産出しない

ため，重宝されたと考えられる。

一方， Ｂ に眠っていたのが金の鉱脈である。近世に入り，江戸幕府はこの島を直轄地

として金山の開発を進めた。鉱山開発によって島の経済が成長するにつれ，商人などが移住して

きたため，人口が増加し，島内で新田の開発も進められるようになった。

（ⅱ） ， （ⅲ） は，何度となく戦いにおける前線となり，軍備が強化されたり大きな

被害を受けることもあった。まず，7世紀の半ば過ぎに，朝鮮半島の南部で起きた戦いに倭の軍

が参戦することになったが，このとき倭は新羅と結んだ イ との戦いで大敗を喫すること

になった。これを受けて， （ⅱ） ， （ⅲ） には，新羅軍の襲来に備えて防人を置くこと

にした。なお，防人とは律令国家のもとで民衆に課される兵役であり，大宰府に3年間属して九

州北部を守る軍団である。故郷を遠く離れて九州に赴いた防人たちの和歌が『 ウ 』に多

数収められている。

鎌倉時代には，大陸と朝鮮半島から元の軍が （ⅱ） ， （ⅲ） を二度にわたり襲った。

両島は，元軍との激闘の末に敗北し，甚大な被害を受けた。この戦いの後，人々の窮乏などが発

端となり， （ⅱ） ， （ⅲ） などから倭寇とよばれる海賊が形成され，中国や朝鮮半島の

沿岸部を襲撃し，大きな被害を与えた。倭寇討伐で成果をあげた エ は朝鮮を建国し，

①
宗氏を中心とする （ⅲ） を襲撃するが苦戦し，最終的には宗氏に貿易の権限を与えて和解し
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た。

（ｉ） と Ｂ は，奈良時代に流刑地に定められた。配流地には辺境のイメージがつ

きまとうが，実際に流罪とされる人々には皇族や文化人などが多く，彼らの生命の安全や生活水

準をある程度保障しうる条件を持つ場所が選ばれたといえるだろう。 （ⅰ） に流された人物

としては Ｃ がいる。 Ｃ は倒幕を企てたが失敗し， （ⅰ） に流された。しか

し，その後，島を脱し，最終的に幕府を滅亡させることに成功した。このほか， （ⅰ） には

『令義解』の編者の一人である小野篁や，『新古今和歌集』の編纂を命じたことで有名な

オ などの文化人・皇族が流された。現在も行われている「牛突き」と呼ばれる闘牛の祭

りは，流罪にされた オ を慰めるために考案されたのが起源であるともいわれる。

Ｂ に流された人物としては カ がいる。 カ は他の宗派を批判したことに

よって流罪にされたが，その後赦免され自らの教えの普及に勤しみ，関東の商人や職人などの間

で広く受け入れられた。

問1 空欄 ア ～ カ に入るもっとも適当な語句を，下の⒜～⒟から選べ。

ア ⒜ サヌカイト ⒝ 黒曜石 ⒞ ひすい ⒟ 硬質頁岩

イ ⒜ 唐 ⒝ 隋 ⒞ 宋 ⒟ 漢

ウ ⒜ 古今和歌集 ⒝ 風土記 ⒞ 万葉集 ⒟ 古今著聞集

エ ⒜ 李成桂 ⒝ 李鴻章 ⒞ 李舜臣 ⒟ 李承晩

オ ⒜ 後白河上皇 ⒝ 後鳥羽上皇 ⒞ 後堀河天皇 ⒟ 後陽成天皇

カ ⒜ 法然 ⒝ 一遍 ⒞ 栄西 ⒟ 日蓮
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問2 文中（ⅰ）～（ⅲ）に入る島々の位置として適当な組み合わせはどれか。下の⒜～⒟から

一つ選べ。

⒜ （ⅰ）―（い）（ⅱ）―（ろ）（ⅲ）―（は）

⒝ （ⅰ）―（は）（ⅱ）―（い）（ⅲ）―（ろ）

⒞ （ⅰ）―（ろ）（ⅱ）―（い）（ⅲ）―（は）

⒟ （ⅰ）―（い）（ⅱ）―（は）（ⅲ）―（ろ）

（い）

（ろ）

（は）

問3 下線部①「宗氏」に関する記述として，もっとも適当なものを，下の⒜～⒟から一つ選べ。

⒜ 室町時代に地頭代となり勢力を強めた。

⒝ 弘安の役では宗資国が元軍を迎え撃ったが戦死した。

⒞ 豊臣秀吉は宗氏を通じて朝鮮に対して入貢を要求した。

⒟ 江戸時代には朝鮮通信使との間で外交文書の管理を独占し続けた。
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