
1．監督者の指示があるまでは、問題を見ないこと。

2．問題は声を出して読まないこと。

3．問題は19ページ、1 、2 、3 、4 、5 の5題から成っている。

4．問題や解答用紙に落丁、乱丁、汚損あるいは印刷不鮮明の箇所などがあれば、手

をあげて監督者に申し出ること。内容に関する質問は受けつけない。

5．解答は必ず鉛筆を使用し、解答用紙に記入すること。

6．すべての解答は、それぞれの解答欄の記号（㋐ ㋑ ㋒ …）にマークすること。

7．訂正箇所は、消しゴムで完全に消すこと。

8．解答に関係のない符号（？ など）や文字は記入しないこと。

9．解答用紙を折ったり汚したりしないこと。

10．人名・地名などについては、新字体に改めているところがある。

2021（令和3）年度

2日［＊＊］

地理歴史（日本史）
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1 次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。

律令制度は、文武天皇の701年に大宝律令が制定されたことにより、ほぼ完成

した。民衆は戸籍・計帳に登録されるとともに、6歳以上の男女には、一定の口

分田が班給され、民衆には、
⒜
租・調・庸・雑徭などの税負担が義務づけられた。

さらに、
⒝
兵役の義務もあった。

8世紀には、鉄製の農具がさらに普及したことなどによって、農業にも進歩が

みられた。農民は、班給された口分田を耕作したほか、口分田以外の公の田であ

る乗田や寺社・貴族の土地を借りて耕作した。また、
⒞
政府は、民間の開墾による

耕地の拡大をはかろうとした。

710年、元明天皇は、都を
⒟
平城京に移した。この時期に政権を握っていた藤原

不比等は、娘を天皇や皇太子に嫁がせることで、天皇家との密接な関係を築いて

いった。不比等の死後、壬申の乱で活躍した 1 の子である長屋王が、皇

族勢力の代表として権勢をふるい、左大臣に就任した。729年、妹の光明子の立

后をめざした藤原武智麻呂ら藤原四子の策謀によって、長屋王は自害に追い込ま

れた。しかし、四子が737年に流行した天然痘によって相ついで亡くなると、か

わって皇族出身の橘諸兄が政権を握り、入唐経験のある 2 や吉備真備を

重用した。これに反発した
⒠
藤原広嗣が九州で反乱をおこし、政情不安が高まった。

そこで、聖武天皇は、都を転々と移し、さらに
⒡
仏教の力により政治や社会の不安

を鎮めようとした。

孝謙天皇の時代には、藤原仲麻呂が台頭し、反乱をおこそうとした橘奈良麻呂

を滅ぼした。しかし、光明皇太后が亡くなった後、僧の道鏡が孝謙太上天皇にと

り立てられて台頭したため、764年、仲麻呂は道鏡の排除をはかって挙兵したが、

敗れた。そして、孝謙太上天皇がふたたび即位して称徳天皇となると、道鏡が権

力をにぎり、仏教政治をおこなった。
⒢
宇佐八幡神託事件を経て、称徳天皇が亡く

なると、道鏡は追放され、政治の実権は再び藤原氏へうつり、天智系の

3 天皇が擁立された。
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問1 下線部⒜に関連して、律令制度下の税に関する記述として、適当なものを

選びなさい。

ア．雑徭は、絹・布・海産物をはじめ政府の指定する地方の産物を地方の倉

におさめる税であった。

イ．庸は、中央での労役である歳役10日のかわりに布をおさめる税であった。

ウ．調は、田地にかけられ、規定の収穫量の約3％の稲をおさめる税であっ

た。

エ．官吏であっても、調や庸などの負担を免除されることはなかった。

問2 下線部⒝に関する記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．兵士となった者は、みな平城京に設置された軍団で訓練を受けた。

イ．兵士は、正丁3～4人に1人の割合で徴発された。

ウ．兵士として持参する武器や食料は、自弁が原則だった。

エ．兵士のなかには、衛士として宮城の警備にあたった者もいた。

問3 下線部⒞に関連する記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．新たな土地の開墾を奨励したことの理由の1つに、人口増加があった。

イ．政府は、農民に食料・道具を支給するなどして新たに百万町歩の開墾を

する計画を立てた。

ウ．三世一身法では、旧来の灌漑施設を利用して開墾した場合は、本人一代

の保有を認めた。

エ．墾田永年私財法では、墾田の面積は身分に応じて制限されなかった。
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問4 下線部⒟に関する記述として、適当なものを選びなさい。

ア．東側の張り出し部分は外京と呼ばれ、唐招提寺や薬師寺などの寺院が多

かった。

イ．北部中央の平城宮には、天皇の生活の場である内裏がおかれていた。

ウ．唐の都・洛陽にならい、碁盤の目状に道路で区画される条里制をもつ都

市であった。

エ．左京には西市、右京には東市がそれぞれ設けられた。

問5 空欄1について、適当なものを選びなさい。

ア．高市皇子 イ．刑部親王 ウ．草壁皇子 エ．舎人親王

問6 空欄2について、適当なものを選びなさい。

ア．阿倍仲麻呂 イ．旻 ウ．南淵請安 エ．玄昉

問7 下線部⒠は、藤原四家のうち何家の出身か。適当なものを選びなさい。

ア．南家 イ．北家 ウ．式家 エ．京家

問8 下線部⒡に関連して、国分寺建立の詔を出した都として、適当なものを選

びなさい。

ア．恭仁京 イ．飛鳥浄御原宮

ウ．藤原京 エ．大津宮

問9 下線部⒢に関連して、この事件で道鏡の即位を挫折させた人物として、適

当なものを選びなさい。

ア．淡海三船 イ．藤原緒嗣 ウ．行基 エ．和気清麻呂

問10 空欄3について、適当なものを選びなさい。

ア．光仁 イ．光孝 ウ．孝徳 エ．孝明
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2 次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。

鎌倉時代後期、近畿地方やその周辺では、荘園や公領のなかに自治的な惣村が

発生した。室町時代にはこうした惣村の農民が土一揆をおこすこともあった。正
かいびゃく こ

長の徳政一揆は、尋尊が 1 に、「日本開 白以来、土民蜂起是れ初めな

り。」と記しており、
⒜
大和国柳生の郷民たちがこの時に勝ち取った成果は、疱瘡

地蔵とよばれる石仏の右下の部分に刻まれている。

室町時代の農村では、土地の生産性を向上させる集約化・多角化が進められた

ことで、
⒝
農業が発展し、各地の特色をいかした特産品が生産されるようになった。

また
⒞
貨幣経済の発達により、富裕な商工業者には高利貸業を兼ねるものが増えた。

室町幕府の6代将軍足利義教は、幕府における将軍権力の強化をねらい、「万

人恐怖」とよばれる専制的な政治をおこなった。1438年、義教は、鎌倉公方の足

利持氏に対して討伐軍を送り、翌年持氏を滅ぼした。しかし、義教の政策に危機

感を抱いた 2 は、義教を自邸に招いて謀殺した。これを受け、

3 の将軍就任にあたり、「代始めの徳政」を要求する嘉吉の徳政一揆がお

こった。

関東では、足利持氏の遺児である成氏が、自らの権力強化をはかって関東管領

上杉憲忠を謀殺し、これを発端に1454年に 4 がおこった。その結果、
⒟
鎌

倉公方が分裂し、さらに鎌倉公方の補佐役であった関東管領家も分裂した。

8代将軍足利義政のときには、全国的な大乱である
⒠
応仁の乱が勃発し、この戦

乱の後、幕府の権威は衰えることになった。応仁の乱後の
⒡
山城の国一揆や加賀の

一向一揆のように、守護を追放したり、守護を倒したりして、自治的支配を実現

する地域もあり、下剋上の時代が到来した。

問1 空欄1について、適当なものを選びなさい。

ア．『神皇正統記』 イ．『大乗院日記目録』

ウ．『蔭凉軒日録』 エ．『難太平記』
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問2 下線部⒜に関連して、鎌倉時代後期から室町時代にかけての惣村のあり方

や、惣村で行われたことなどに関する記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びな

さい。

ア．村民が守るべき規約である惣掟が定められることもあった。

イ．村内での犯罪などには、村民自らが警察権を行使することもあった。

ウ．佃・門田などとよぶ村の入会地の管理を行うこともあった。

エ．領主へ納める年貢などをひとまとめにして請け負うことも行われた。

問3 下線部⒝に関連して、室町時代の農業に関する記述として、最
�

も
�

適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．畿内で始まった三毛作が、全国で一般的にみられるようになった。

イ．稲作では、早稲・中稲・晩稲の作付けが普及した。

ウ．肥料では、刈敷・草木灰とともに下肥の利用が広がった。

エ．苧・楮・漆など商品作物の栽培がさかんになった。

問4 下線部⒞に関連して、室町時代の貨幣経済に関する記述として、適当なも

のを選びなさい。

ア．応仁の乱後は六斎市が普及して、行商人の数も増加した。

イ．永楽通宝をはじめとする宋銭が、貿易で流入した。

ウ．幕府は、新しい通貨を発行して、商取引の円滑化をはかった。

エ．戦国大名は、国人や地侍の収入額を、銭に換算した石高という基準で統

一的に把握した。

問5 空欄2について、適当なものを選びなさい。

ア．山名氏清 イ．大内義弘 ウ．赤松満祐 エ．土岐康行
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問6 空欄3について、適当なものを選びなさい。

ア．足利義量 イ．足利義詮 ウ．足利義稙 エ．足利義勝

問7 空欄4について、適当なものを選びなさい。

ア．享徳の乱 イ．応永の乱 ウ．明応の政変 エ．観応の擾乱

問8 下線部⒟に関連して、鎌倉公方または関東管領に関する記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．鎌倉公方は、足利尊氏の子基氏を初代とした。

イ．鎌倉公方は、古河公方と堀越公方に分裂した。

ウ．北条氏康は、堀越公方を滅ぼして伊豆を奪った。

エ．関東管領の上杉氏は、扇谷と山内の両上杉家に分かれて抗争した。

問9 下線部⒠に関する記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．足利義視と、足利義尚を推す日野富子との間におきた将軍継嗣問題が関

係していた。

イ．畠山氏・斯波氏の両管領家の家督相続争いが関係していた。

ウ．山名持豊（宗全）と細川勝元との勢力争いが関係していた。

エ．京都の町政をめぐる法華一揆と一向一揆の対立が関係していた。

問10 下線部⒡に関連して、山城の国一揆または加賀の一向一揆に関する記述と

して、適当なものを選びなさい。

ア．山城の国一揆は、南山城地方の国人・土民らが両斯波氏の軍を国外に退

去させた。

イ．山城の国一揆では、国人・土民らが8年間、南山城を支配した。

ウ．加賀の一向一揆は、加賀の門徒が国人と組んで、守護富樫泰家を倒した。

エ．加賀の一向一揆は、徳川家康に制圧されるまで、1世紀にわたって続い

た。
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3 次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。

18世紀半ば、寺子屋による識字率の上昇、全国的な出版物の制作・流通などを

背景に新しい文化の傾向が現れた。

徳川吉宗が漢訳洋書の輸入制限を緩和したことで、西洋の知識への関心が高ま

り、
⒜
洋学は飛躍的に発展した。その一方で、元禄期に始まった古典の実証的研究

は、日本古来の道を説く国学へと発展していった。荷田春満や門人の 1

らは、儒教や仏教などの外来思想の影響を受ける以前の日本固有の精神を究明し

ようとして国学の重要性を説き、本居宣長によって国学は大成された。

また、幕藩体制の動揺を背景として、封建的な身分制を否定する
⒝
安藤昌益が唱

えた新たな社会思想や、合理的立場から儒教・仏教などを批判する思想がおこっ

てきた。さらに、経世済民を説く
⒞
経世論や、儒学的な大義名分論に基づく尊王論

も台頭していった。

民間においては、五同志によって設立された大坂の 2 など、数多くの

私塾や郷校が開かれ、私塾では儒学やそれ以外の学術も講義されていた。
⒟
松平定

信は、寛政異学の禁により、湯島聖堂の学問所で朱子学以外の講義や研究を禁じ、

朱子学の官学化をはかった。また、
⒠
出版統制令を出して、政治への風刺や批判を

抑えた。

19世紀になると、一部の地主や問屋商人は作業場を設けて奉公人を集め、分業

と協業による手工業生産を行うようになった。農村の荒廃に対しては、下総香取

郡長部村で行われた 3 の性学などのように、荒廃した田畑を回復させ農

村を復興させようとする試みがあった。

文化・文政期頃には、下層の民衆も基盤となった町人文化が開花した。
⒡
浮世絵

をはじめとする美術の発展も著しく、日本の近代美術のみならずヨーロッパの近

代絵画にも影響を与えた。経済の発展と文化の繁栄は庶民の生活にも反映され、

⒢
人々は、従来の信仰を目的とした旅に、湯治や物見遊山の要素を取り入れた。そ

の影響で、寺社のあり方にも変化がみられた。
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問1 下線部⒜に関する記述として、適当なものを選びなさい。

ア．志筑忠雄は、蘭日辞書『ハルマ和解』をつくった。

イ．オランダ商館医のシーボルトは、長崎郊外に鳴滝塾を開いた。

ウ．前野良沢と杉田玄白らは、イギリスの解剖書を翻訳して『解体新書』と

名付けた。

エ．高橋景保の建議により、幕府は蕃書調所を設置した。

問2 空欄1について、適当なものを選びなさい。

ア．賀茂真淵 イ．塙保己一 ウ．平田篤胤 エ．北村季吟

問3 下線部⒝の著書として、適当なものを選びなさい。

ア．『夢の代』 イ．『出定後語』

ウ．『柳子新論』 エ．『統道真伝』

問4 下線部⒞に関する記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．太宰春台は『政談』を著して、藩による専売制度など武士も商業活動を

すべきだと主張した。

イ．海保青陵は『稽古談』を著して、商工業による藩財政の再建を主張し、

藩による専売制度を説いた。

ウ．佐藤信淵は『経済要録』などを著して、産業の振興や貿易の重視を説い

た。

エ．本多利明は『西域物語』などを著して、西洋諸国との交易や富国策を説

いた。

問5 空欄2について、適当なものを選びなさい。

ア．洗心洞 イ．適々斎塾 ウ．懐徳堂 エ．芝蘭堂
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問6 下線部⒟が寛政の改革で行った施策に関する記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．飢饉に備えて、各地に社倉・義倉をつくらせ米を貯蔵させた。

イ．江戸石川島に人足寄場を設けて、無宿人に技術訓練を行った。

ウ．棄捐令を出して、札差に貸金を放棄させた。

エ．宝暦事件で、武家伝奏らを幕府側に立つべきとして処分した。

問7 下線部⒠に関連して、寛政期における文学や出版統制に関する記述として、

適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．山東京伝は、洒落本『仕懸文庫』を咎められ処罰された。

イ．黄表紙の作者である恋川春町が、弾圧を受けた。

ウ．林子平は、『海国兵談』で海防論を説いたことを幕政批判とみなされて

弾圧された。

エ．恋愛ものを扱った人情本作家の為永春水が処罰された。

問8 空欄3について、適当なものを選びなさい。

ア．田中丘隅 イ．大原幽学 ウ．二宮尊徳 エ．大蔵永常

問9 下線部⒡に関連して、文化・文政期頃の絵画に関する記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．谷文晁などの登場で、文人画が発展した。

イ．呉春がはじめた四条派が、温雅な筆致で風景を描いた。

ウ．喜多川歌麿が描いた『富嶽三十六景』は、庶民の旅への関心と結びつい

て歓迎された。

エ．歌川国芳は、世相を批判する錦絵を制作した。
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問10 下線部⒢に関連して、江戸時代の庶民の信仰や旅、寺社のあり方などに関

する記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．寺社は修繕費などを調達するために、縁日や開帳を催した。

イ．大勢の民衆が伊勢神宮に参詣する御蔭参りという現象が、数十年ごとに

おこった。

ウ．鈴木牧之は『北越雪譜』を著し、雪国の実情を伝えた。

エ．『菅江真澄遊覧記』は、四国八十八カ所を巡礼した記録である。
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4 次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。

第一次世界大戦は連合国側の勝利に終わり、1919年、パリで講和会議が開かれ

た。講和条約として、
⒜
ヴェルサイユ条約が調印され、この条約にもとづいてヨー

ロッパの新しい国際秩序が生まれた。また、国際紛争の平和的解決と国際協力の

ための機関として
⒝
国際連盟の設立が決定された。

東アジアの新しい国際秩序をつくり、併せて日本やイギリスとの海軍拡張競争

を抑制するために、1921年、 1 は各国によびかけ、ワシントン会議を開

いた。会議ではまず四カ国条約が締結され、これによって、日本外交の機軸とな

っていた
⒞
日英同盟協約が廃棄された。また、翌年九カ国条約が結ばれ、中国の領

土と主権の尊重、中国における各国の経済上の機会均等などが約束された。この

結果、日米間の 2 は廃棄された。同年には海軍軍縮条約も結ばれ、これ

ら一連の協定によってつくりだされた新しい国際秩序は、ワシントン体制とよば

れた。

ワシントン体制のもと、日本は協調外交を展開して、
⒟
ソ連との関係を改善し、

中国情勢に対しては経済的懸案以外では不干渉主義を掲げた。1927年に成立した

立憲政友会の田中義一内閣は、欧米諸国に対しては協調外交方針を継続し、パリ

で不戦条約に調印した。しかし、対中国政策の面では強硬姿勢に転換し、北伐を

再開した国民革命軍が華北に近づくと、日本人居留民の保護を名目として3次に

わたる
⒠
山東出兵を行った。1928年、関東軍によって、満州軍閥の張作霖が

3 郊外で爆殺される事件がおこると、田中内閣は、この事件の処理をめ

ぐって天皇の不興を買い総辞職した。かわって浜口雄幸が組閣し、協調外交を復

活させ、1930年に
⒡
ロンドン海軍軍縮条約に調印した。

張作霖の後継者である張学良は、国民政府への協力を表明し、中国では日本の

持つ権益の返還を求める民族運動が展開された。こうした動きに危機感を強めた

関東軍は、1931年9月18日、柳条湖で南満州鉄道の線路を爆破し、これを中国軍

の仕業であるとして軍事行動を開始し、翌年には、
⒢
満州国の建国が宣言された。
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問1 下線部⒜に関する記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．ドイツに対して巨額の賠償金を課し、軍備を制限した。

イ．日本は、赤道以北の旧ドイツ領南洋諸島の委任統治権を得た。

ウ．日本が山東省における旧ドイツ権益を継承することが認められ、これに

反対する三・一事件が起こった。

エ．中国は条約の調印を拒否した。

問2 下線部⒝に加盟し
�

な
�

か
�

っ
�

た
�

国として、適当なものを選びなさい。

ア．アメリカ イ．イギリス ウ．フランス エ．イタリア

問3 空欄1について、適当なものを選びなさい。

ア．ウィルソン イ．フランクリン�ローズヴェルト

ウ．セオドア�ローズヴェルト エ．ハーディング

問4 下線部⒞に関する記述として、適当なものを選びなさい。

ア．日英両国がともに、韓国におけるイギリスの政治・経済・産業上の利益

を承認することが定められた。

イ．日英同盟協約の締結により、領事裁判権の撤廃に成功した。

ウ．日本のシベリア出兵は、シベリアに残されたイギリス軍の救出のため、

日英同盟協約を名目として行われた。

エ．この協約は1911年の改定で、アメリカを適用外とした。

問5 空欄2について、適当なものを選びなさい。

ア．桂・タフト協定 イ．石井・ランシング協定

ウ．日米通商航海条約 エ．日米地位協定

＊＊14



問6 下線部⒟に関連して、ソ連との国交樹立のために締結されたものとして、

適当なものを選びなさい。

ア．山県・ロバノフ協定 イ．西・ローゼン協定

ウ．日ソ基本条約 エ．日ソ共同宣言

問7 下線部⒠に関連して、1928年の第2次山東出兵において日本軍と国民革命

軍との間におこった武力衝突として、適当なものを選びなさい。

ア．済南事件 イ．張鼓峰事件

ウ．五・三〇事件 エ．西安事件

問8 空欄3について、適当なものを選びなさい。

ア．北京 イ．奉天 ウ．旅順 エ．上海

問9 下線部⒡に関する記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．日本の大型巡洋艦保有量を対米7割とすることを決定した。

イ．巡洋艦・駆逐艦・潜水艦など補助艦の保有量が取り決められた。

ウ．海軍軍令部長の反対を押し切って政府が兵力量を決定したのは、統帥権

の干犯であると攻撃された。

エ．政府は枢密院の同意を取り付けて、批准に成功した。

問10 下線部⒢に関連する記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．関東軍の石原莞爾は、将来日米の間に起きる「世界最終戦争」に備えて

満州の占領を主張していた。

イ．犬養内閣は、日満議定書を取りかわして満州国を承認した。

ウ．建国にあたって、溥儀が執政とされた。

エ．国際連盟は、臨時総会で、満州国を傀儡国家であると認定した。
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5 次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。

1945年8月14日、日本はポツダム宣言を受諾し、連合国軍最高司令官総司令部

（ＧＨＱ／ＳＣＡＰ）の指令・勧告に基づいて日本政府が統治を行う、間接統治

の方法により戦後の占領政策が推し進められた。

マッカーサーは、幣原喜重郎首相に対して、婦人参政権の付与、
⒜
労働組合の結

成奨励、
⒝
教育制度の自由主義的改革、秘密警察などの廃止、

⒞
経済機構の民主化を

内容とする五大改革を口頭で指示した。

1945年10月、幣原内閣はＧＨＱ側から憲法改正を指示されたことを受けて、

1 を長とする憲法問題調査委員会を設置した。しかし、ＧＨＱは、委員

会の改正試案は保守的すぎるとして、マッカーサー草案を急遽作成するに至った。

この草案にもとづき発表された憲法改正案が、衆議院と貴族院で修正可決された

のち、日本国憲法として1946年11月3日に公布された。この審議の過程で、

2 の発案により、戦力不保持を定める第9条第2項の冒頭に「前項の目

的を達するため」の文言が加えられるなどの修正がなされた。この新憲法の精神

にもとづいて、
⒟
多くの法律の制定あるいは大幅な改正が行われた。こうして民主

化政策が次々と実施されるとともに、
⒠
各政党の結成・復活があいつぎ、政党活動

が盛んとなった。

産業復興をはかって第1次吉田茂内閣は 3 を設置する一方、傾斜生産

方式を採用して、鉄鋼・石炭などの基幹産業に資金・資材を集中投下した。

1948年以降、アメリカは対日占領政策を転換して、日本の経済復興を推進する

政策をすすめた。ＧＨＱは
⒡
経済安定九原則の実行を指令し、ドッジ�ラインやシ

ャウプ勧告による改革が実施された。

1950年に始まった朝鮮戦争は、日本にも様々な影響を与えた。アメリカ軍の特

需によって、日本経済は好況をむかえ、1951年に鉱工業生産は戦前の水準を回復

した。1952年に
⒢
サンフランシスコ平和条約が発効して独立国としての主権を回復

すると、日本は国際通貨基金と世界銀行に加盟した。
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問1 下線部⒜に関連して、労働者の基本的な権利の確立をめざした一連の改革

に関する記述として、適当なものを選びなさい。

ア．新憲法公布を待って労働組合法を制定し、新憲法と同時に施行した。

イ．労働争議の予防・解決をはかるために、労働関係調整法が制定された。

ウ．労働基準法が制定され、従来禁止されていた女子の深夜就業が認められ

た。

エ．戦前の日本労働総同盟の系譜を引く日本労働組合総同盟が、唯一の組合

として組織された。

問2 下線部⒝に関する記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．教育基本法により、男女共学が原則とされた。

イ．学校教育法により、六・三・三・四の新たな学制が発足した。

ウ．戦後初めての非国定教科書である『くにのあゆみ』は、考古学的記述か

ら始められていた。

エ．教育行政の地方分権化がはかられ、公選制による教育委員会が設けられ

た。

問3 下線部⒞に関する記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．15財閥の資産凍結と解体が命じられた。

イ．持株会社整理委員会は、持株会社・財閥家族の所有する株式を譲り受け

て、一般に売り出した。

ウ．独占禁止法によって、持株会社やカルテル・トラストなどが禁止された。

エ．過度経済力集中排除法によって、巨大独占企業の指定を受けた325社が

分割された。

問4 空欄1について、適当なものを選びなさい。

ア．松本烝治 イ．森戸辰男 ウ．美濃部達吉 エ．高野岩三郎
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問5 空欄2について、適当なものを選びなさい。

ア．芦田均 イ．片山哲 ウ．池田勇人 エ．鳩山一郎

問6 下線部⒟に関連して、新憲法制定にともない制定・改正された法律に関す

る記述として、適当なものを選びなさい。

ア．刑事訴訟法が改正されたことで、大逆罪や不敬罪は廃止された。

イ．都道府県知事の公選制を規定する地方自治法が制定された。

ウ．民法が改正されて、戸主制度や家督相続制度などが定められた。

エ．新警察法が制定されて、国家地方警察が廃止された。

問7 下線部⒠に関連して、旧立憲民政党系で翼賛体制期には大日本政治会に属

していた議員を中心に結成された政党として、適当なものを選びなさい。

ア．日本社会党 イ．日本自由党 ウ．日本進歩党 エ．日本新党

問8 空欄3について、適当なものを選びなさい。

ア．経済企画庁 イ．企画院

ウ．経済安定本部 エ．日本生産性本部

問9 下線部⒡に関連して、これらの指令や改革などに関する記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．経済安定九原則には、総予算の均衡が含まれていた。

イ．1ドル�360円の単一為替レートが設定された。

ウ．第3次吉田内閣では、財政支出が大幅に削減された。

エ．財政学者シャウプらの勧告に基づき、間接税中心主義が採用された。

問10 下線部⒢に関連して、サンフランシスコ講和会議に出席したが、平和条約

には調印し
�

な
�

か
�

っ
�

た
�

国として、適当なものを選びなさい。

ア．中華民国 イ．インド ウ．ソ連 エ．ビルマ
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