
 
 
 
 

日 本 史 B 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

注意事項 

１ 試験開始の指示があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。 

２ 問題冊子は 4 ページあります。 

３ 試験中に印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁及び解答用紙の汚れ等に 

気付いた場合は、手を挙げて試験監督者に知らせてください。 
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【問題Ⅰ】 次の文章を読み、後の問いに答えなさい。  

 
 紀元前 6500～5500 年頃、中国の（ ① ）中流域でアワやキビなどの農耕がおこり、長江（揚

子江）下流域でも稲作が始まり、農耕社会が成立した。さらに紀元前 6 世紀頃から鉄器の使用が

始まった。 
 日本では(a)縄文時代の終わり頃、九州北部で水田による米づくりが開始された。紀元前 4 世紀

頃には、水稲農耕を基礎とする(b)弥生文化が西日本に成立し、やがて東日本にも広まった。(c)こ
の文化は、金属器、(d)朝鮮半島とも共通する大陸系の磨製石器、機織り技術などをともなう新し

い文化である。土器も赤焼きの弥生土器に変化した。 
 
 
問 1 （ ① ）に入る適切な語句をそれぞれ答えなさい。 
 
 
問 2 下線部(a)に関して、縄文晩期の水田が発見された遺跡を、次の①～④のうちから一つ選び

なさい。 
 

① 山木遺跡  ② 板付遺跡  ③ 垂柳遺跡  ④ 紫雲出山遺跡 
 
 
問 3 下線部(b)に関して、ⅰ)、ⅱ)を読み答えなさい。 
    ⅰ) 弥生文化は北海道や南西諸島にはおよばず、それぞれ独自の食料採集文化が続いた。こ

の時期の北海道と南西諸島の食料採集文化をそれぞれ何というか、答えなさい。 
 
       ⅱ) 北海道では、7 世紀以降においても漁猟・狩猟に基礎をおく文化が存在した。その文化

を何というか、答えなさい。 
 
 
問 4 下線部(c)に関して、A・B の記述の正誤の組み合わせとして正しいものを、次の①～④のう

ちから一つ選びなさい。 
 
   A 水稲農耕や金属器の生産など、新しい技術の伝来により、土器や打製石器・竪穴住居な

どの製作技術も新しくなり、縄文文化の伝統を受け継ぐものはみられなくなった。 
    
   B 西日本で発見されている弥生人骨のなかには、縄文人骨にくらべて背が高く、顔は面長

で起伏が少ないものがみられる。 
 
   ① A＝正 B＝正 ② A＝正 B＝誤 ③ A＝誤  B＝正  ④ A＝誤 B＝誤   
 
 
問 5 下線部(d)に関して、稲の穂摘み用具の名称を答えなさい。 
 
 
問 6 農耕社会の成立によって人びとの生活様式はどのように変化したか。簡潔に答えなさい。 
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【問題Ⅱ】 次の文章を読み、後の問いに答えなさい。  
 
 江戸幕府は、1613 年に家職や禁裏小番を公家のつとめとする（ ① ）を出し、1615 年、 
(e)下の【史料】にある法令によって朝廷統制の基準を明示した。さらに京都に朝廷監視機関をも

うけるとともに、二名の公家を武家（ ② ）に任じて幕府の意向を朝廷に示した。また、天皇

や公家の政治力を抑制し、彼らが他大名に利用されないよう、(f)天皇や公家の行動・財源や朝廷

の権能に規制を加えた。 
 朝廷や公家の統制は、幕府の宗教政策にも関連した。皇子や摂家の子弟が入寺し仏教諸派の本

山ともなる門跡寺院を幕府は朝廷の一員として統制した。また仏教諸宗派ごとに（ ③ ）を発

布して本山・本寺の地位を保障し、末寺を組織化する本末制度を整えた。さらに 1665 年には、宗

派を超えた仏教寺院の僧侶を統制する法令として（ ④ ）を出した。 
 一方、キリスト教の布教を通じたスペイン・ポルトガルの侵略や信徒の結束を警戒した幕府は、

1612 年に直轄領に禁教令を発令し、翌年、全国におよぼした。また 1614 年にはかつて明石城主で

あった（ ⑤ ）もスペイン領マニラに追放された。このような状況のなかで、1637 年におきた

（ ⑥ ）は、苛酷な年貢とキリスト教徒への弾圧に抵抗した百姓の一揆で、（ ⑦ ）を首領と

して原城跡に立てこもった一揆勢を、幕府は九州の諸大名を動員して弾圧にあたった。さらに民

衆に対しては、檀那寺の（ ⑧ ）となることで(g)寺院がその身元を保障し、幕府の禁じる信仰

を持つものではないことが証明された。 
 
【史料】一 天子諸芸能の事、第一御（  ）也。… 
    一 武家の官位は、公家当官の外為るべき事。 
    一 関白・伝奏幷びに奉行・職事等申し渡す儀、堂上地下の輩相背くにおいては流罪た

るべき事。 
    一 (h)紫衣の寺、住持職、先規稀有の事也。近年猥りに勅許の事、且は臈次を乱し、且

は官寺を汚し、甚だ然るべからず。… 
 
問 1 （ ① ）～（ ⑧ ）に入る適切な語句をそれぞれ答えなさい。 
 
 
問 2 下線部(e)に関して、1615 年に発布されたこの法令を何というか、答えなさい。 
 
 
問 3 下線部(f)に関して、【史料】中の（  ）に入る適切な語句を、次の①～④の中から一つ選

びなさい。 
 

① 学問   ② 管弦   ③ 仏事   ④ 儀礼  
 
 
問 4 【史料】中の下線部(h)に関して、1627 年に幕府は規制を強化したが、これに抗議して処罰

された大徳寺の僧は誰か、答えなさい。 
 
 
問 5 問 4 の事件後、幕府の同意を求めずに 1629 年に突然譲位した（ ア ）天皇、かわって即

位した（ イ ）天皇、それぞれの天皇名を答えなさい。 
 
 
問 6 下線部(g)に関して、ⅰ)、ⅱ)を読み答えなさい。 

ⅰ) このような制度を何というか、答えなさい。 
ⅱ) 幕府権力よりも宗教を優先させる信仰をもち、幕府から信仰を禁じられた日蓮宗の一

派を何というか、答えなさい。 
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【問題Ⅲ】 次の文章を読み、後の問いに答えなさい。  
 
 18 世紀後半、イギリスで産業革命が始まったが、その進行に伴う資本主義の確立が、世界を変

えていった。日本は、ペリーの来航以後、欧米諸国の植民地とならないためにはどうしたらよい

かを模索していた。1868 年に成立した明治政府が資本主義化への道を選んだことで、日本社会は

大きく変わっていった。 
 (i)松方財政によって兌換制度が成立したことや、官営事業の民間払下げなどを背景として、1880
年代後半に企業勃興期を迎え、日本でも産業革命が始まった。その後、(j)日清戦争の頃には軽工

業を、(k)日露戦争の頃には重工業を中心に産業革命が進行し、日本の資本主義が確立した。 
 産業革命の進行とともに、(l)工場労働者の数が急増した。彼らの労働条件は厳しかったため、

待遇改善などを求める労働争議がおこるようになった。また、資本家と労働者の間で生じた貧富

の差、恐慌など、資本主義の矛盾を解決するため、日本でも 1901 年に社会主義政党であった 
(m)社会民主党が結成された。この政党は結成直後に解散を命じられたが、結成メンバーであった

(n)孝徳秋水らを中心に日露戦争に対する非戦論が展開された。さらに 1911 年には、労働者の保護

立法である(o)工場法が成立した。 
 産業革命の進行は、近代社会の発展をもたらしたが、その一方で、いわゆる公害問題も生み出

した。(p)足尾鉱毒事件はその代表的なもので、大きな社会問題となった。 
 
 
問 1 下線部(i)に関する記述として適切でないものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。 
 

① 松方財政は、秩父事件に代表される自由民権運動の激化事件を招いた。 
   ② 日本銀行が銀兌換の銀行券を発行したため、貨幣の信用度が増した。 
   ③ 富岡製糸場や長崎造船所は三菱に払い下げられた。 
   ④ 鉄道会社の設立が相次ぎ、官営の東海道線も東京・神戸間が全線開通した。 
 
 
問 2 下線部(j)を境に、思想界においても対外膨張を支持する国家主義が主流となった。雑誌『国

民の友』を創刊して平民的欧化主義（平民主義）を唱えたが、日清戦争後、国家主義に転

向した人物を、次の①～④のうちから一人選びなさい。 
    
   ① 陸羯南 ② 徳富蘇峰 ③ 三宅雪嶺 ④ 高山樗牛 
  
 
問 3 下線部(k)の前後の時期に主流となった文芸潮流とその代表作との組み合わせとして正しい

ものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。  
 

① 写実主義  ―  『小説神髄』     ② 写実主義 ― 『舞姫』 
③ 自然主義 ― 『たけくらべ』   ④ 自然主義 ― 『破戒』 

 
 
問 4 下線部(l)に関する次の A・B の記述の正誤の組み合わせとして正しいものを、次の①～ 

④のうちから一つ選びなさい。 
 
      A  初期の工場労働者の多くは女性で、寄生地主制度下の零細な小作農家の出身が中心で 

あった。 
 
   B 工場労働者の悲惨な状況については、横山源之助の『日本之下層社会』に記されている。 

 
   ① A＝正 B＝正 ② A＝正 B＝誤 ③ A＝誤 B＝正 ④ A＝誤 B＝誤 
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問 5 下線部(m)に関する記述として最も適切なものを、次の中から一つ選びなさい。 
 

① この政党は、労働組合期成会を直接の母体として誕生した。 
② この政党は、貴族院の廃止や普通選挙の実施などを主張した。 
③ この政党の結成メンバーは、片山潜・阿部磯雄・高野房太郎らであった。 
④ この政党は、第 2 次山形有朋内閣の時、治安維持法により解散を命じられた。 

 
 
問 6 下線部(n)に関する記述として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。 
 
   ① この人物は、憲政党の結成に際して、「自由党を祭る文」を書いた。 
   ② この人物は、日本社会党において議会政策派に属し、片山潜らの直接行動派と激しく対

立した。 
   ③ この人物は、韓国併合に対して、「地図の上朝鮮国に黒々と墨をぬりつつ秋風を聴く」

と詠んだ。 
   ④ この人物は、明治天皇の暗殺を企てたという理由で起訴され、死刑となった。 
 
 
問 7 下線部(o)に関する記述として最も適切でないものを、次の①～④のうちから一つ選びなさ

い。 
 

① この法律は、労資対立を緩和し、労働争議の未然防止を目的として公布された。 
② この法律は、12 歳未満の就労禁止、女子・年少者の深夜業の禁止を規定していた。 
③ この法律が適用される対象は、15 人以上を使用する工場に限られていた。 
④ この法律は、紡績業界・製糸業界の反対を押し切って、公布と同時に施工された。 

 
 
問 8 下線部(p)に関して、足尾銅山を買い取り、院内銀山や阿仁銅山の払下げを受けて、鉱山王

と呼ばれた人物を、次の①～④のうちから一人選びなさい。 
 
   ① 古川市兵衛 ② 岩崎弥太郎 ③ 渋沢栄一 ④ 田中正造 


