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Ⅰ	 次のＡ群の写真は、日本の原始・古代の遺跡・出土品に関するものである。この遺跡・出土品を
Ｂ群から該当する番号で選べ。また、Ｃ群から該当する説明文を番号で選べ。

（完全正答）

A群

日本史B（ 1期）
（解答は解答用紙に記入すること）

2021年度　茨城キリスト教大学一般選抜入学試験 1期

（1）

（3）

（2）

 著作権の都合により

 掲載しておりません。

（写真）荒神谷遺跡

著作権の都合により

掲載しておりません。

　（写真）金印

　　　著作権の都合により

　　　掲載しておりません。

　（写真）吉野ケ里遺跡（復元）
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B群

①　荒
こう

神
じん

谷
だに

遺跡　　　　②　高床倉庫　　　　　　　　　③　百
も ず

舌鳥古墳群

④　三内丸山遺跡　　　⑤　吉野ケ里遺跡（復元）　　　⑥　金印

⑦　岩宿遺跡

C群

1 　縄文前期から中期の集落遺跡で、広さ約40haと推定されるところに多数の竪穴住居や大型掘立

柱建物があり、大量の土器・土偶が出土している。最盛期には500人近い住民がいたと推定さ

れている。

2　黒色透明の火成岩で、打製石器の製作に適している。産地ごとに岩石の組成が異なるので、そ

の分布は当時交易があったことを示している。

3　1984 ～ 85年にかけて、丘陵上の遺跡から358本の中細型銅剣と銅矛16本・銅鐸 6個を出土した。

剣・矛・鐸の青銅製祭品がまとまって埋納されていた。

4　1784年に福岡県志賀島で発見された。後漢の光武帝が、奴国王に与えたものと推定されている。

5　古墳群の中心は古来から大仙陵古墳と呼ばれ、日本最大の前方後円墳で 5世紀の築造。二～三

重濠。全長486m、高さ35mで、円筒埴輪だけでも 2万本と推定されている。

6　内外二重の環濠をめぐらした日本屈指の大環濠集落。弥生前期に集落形成、中期に墳丘墓築造、

後期に物見櫓を設置している。

7　安倍川東岸の後背湿地にある弥生後期の遺跡で、 1943年に発見された。平地式の居住跡・高床

倉庫や多数の木製農具が出土し、畦畔・水路・水田跡が発掘された。

（4）

　　　著作権の都合により

　　　掲載しておりません。

　　（写真）百舌鳥古墳群
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Ⅱ	 次の史料A～Cに関して各問いに答えよ。

〔史料A〕

興死して弟a 武立つ。自ら使
し

持
じ

節
せつ

都
と

督
とく

倭・百済・新羅・任那・加羅・秦
しん

韓
かん

・慕
ぼ

韓
かん

七国諸軍事安

東大将軍   王と称す。

順帝のb 昇
しょう

明
めい

二年、使を遣して上表して曰
いわ

く、「封国は偏
へん

遠
えん

にして、藩を外に作す。昔より祖
そ

禰
でい

躬
みずか

ら甲
かっ

冑
ちゅう

を擐
つらぬ

き、山川を跋
ばっ

渉
しょう

して寧
ねい

処
しょ

に遑
いとま

あらず。東はc 毛
もう

人
じん

を征すること五十五国、西は衆
しゅう

夷
い

を服すること六十六国、渡りて海北を平ぐること九十五国……」と。

問 1　下線部aの武とは具体的にどの天皇に比定されているか。

問 2　下線部bの昇明二年は西暦何年か。次の①～④のうちから 1つ選べ。

①　57年　　　②　391年　　　③　478年　　　④　607年

問 3　下線部cの毛人とは具体的に何を指すか。

問 4　文中の   に当てはまる国名を漢字で記入せよ。

〔史料B〕

尾張国郡司百姓等解し申し請ふ官裁の事。

裁断せられむことを請ふ、当国の守藤原朝臣   、三箇年の内に責め取る非法の官物并
あわ

せ

て濫
らん

行
ぎょう

横
おう

法
ほう

三十一箇条の愁状

一、…例
れい

挙
こ

の外に三箇年の収納、暗に以て加
か

徴
ちょう

せる正
しょう

税
ぜい

四十三万千二百四十八束
そく

が息利の

十二万九千三百七十四束四把
わ

一分の事。

問 1　文中の   に当てはまる人名を漢字で記入せよ。

問 2　下線部の人物は、どの機関に訴えられたか。次の①～④のうちから 1つ選べ。

①　弾正台　　　②　検非違使　　　③　太政官　　　④　神祇官

問 3　この当時は、売官売位の風潮が高まり、私財を提供して寺社の造営などを請け負い官職を得る

者も出現した。これを何というか、漢字 2字で答えよ。
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〔史料C〕

一、日本ハ神国たる処
ところ

、きりしたん国より邪
じゃ

法
ほう

を授け候儀、太
はなはだ

以
もっ

て然るべからず候事。

一、其
その

国郡の者を近付け門徒になし、神社仏
ぶっ

閣
かく

を打破るの由
よし

、前代未聞に候。……

一、伴
ば

天
て

連
れん

、其知恵の法を以て、心ざし次第に檀
だん

那
な

を持ち候と思
おぼし

召され候へハ、右の如く日

域の仏法を相破る事曲
くせ

事
ごと

に候条、伴天連の儀、日本の地ニハおかせられ間
ま

敷
じく

候間、今日よ

り   日の間ニ用意仕
つかまつ

り帰国すべく候。……

問 1　この法令の名称を何というか。

問 2　下線部のきりしたん国とは具体的にどこの国を指しているか。

問 3　文中の   に当てはまる数字を、次の①～⑤のうちから 1つ選べ。

①　 5　　　②　10　　　③　15　　　④　20　　　⑤　25
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Ⅲ	 次の各文について、下線部a ～ dが正しい場合は○、誤りの場合は正しく訂正せよ。また、
（ア　　　）～（工　　　）に用語を記入し、問いにも答えよ。

A

豊臣秀吉の死後、その子秀頼が幼少であったことから、五大老の一人徳川家康が大きな力をもつよ

うになった。豊臣政権の将来を考えた石田三成は、1600（慶長 5）年、家康が会津の上杉景勝の謀反

を口実に大名を率いて関東に向かった機をとらえ、五大老の一人a 毛利輝元を盟主にして兵をあげた

（西軍）。それに対して家康は軍を引き返し、福島正則・黒田長政らの諸大名（東軍）を率いて、両者

は美濃の関ヶ原で激突した。

関ヶ原の戦いで勝利した家康は、西軍の大名を処罰し、没収した領地を直轄地にしたり、東軍の大

名に加増したり、家臣に与えて大名に取り立てて、政権の基盤を確立し、1603（慶長 8）年（ア　　　）

となって江戸幕府を開いた。

問 1　江戸幕府の大名統制の一つとして、参勤交代が制度化されたのは、次のどの武家諸法度のとき

か。次の①～③のうちから 1つ選べ。

①　元和令　　　②　寛永令　　　③　天和令

B

江戸時代初期の儒学の主流である朱子学は、自己の職分に忠実であることが説かれていたので、封

建秩序の維持に役立った。徳川家康は、朱子学者藤原惺窩の門人であったb 林羅山を登用した。幕藩

体制が安定すると共に幕府や藩に重んじられ、儒学のもつ意義は増大した。朱子学の一派で、その系

統からでた山崎闇斎は、神道を儒教流に解釈して（イ　　　）を説いた。朱子学に対して近江に私塾

を開いた中江藤樹や門人のc 熊沢蕃山は、明代におこった陽明学を学んだ。

問 2　直接「論語」などの古典に立ち返ろうとした古学派で、京都堀川に私塾古義堂を開いたのは誰か。

C

1716（享保元）年、紀州藩主から迎えられた、家康の曾孫の 8代将軍徳川吉宗は、『すべて権現様

のお定めの通り』を掲げ財政難に陥っていた幕政の改革に着手した。旗本・御家人に質素・倹約を命

じ、1722（享保 7）年には、諸大名の江戸滞在期間を半減する代わりに、（ウ　　　）を命じ財政を補っ

た。新田開発を推し進めるとともに、d 検見法を定めて年貢増徴を図った。

一方、法や行政制度の整備にも取り組み、金銭貸借は当事者間で解決させる相対済し令、財政難の

下での人材登用のために足高の制を定めた。また、（エ　　　）を定めて裁判や刑罰の基準を明確化

した。さらに、貧民に医療を行う小石川養生所を設置させた。

問 3　徳川吉宗は様々な政策を実施したが、吉宗の政策として正しいものを、次の①～③のうちから

1つ選べ。

①　生類憐れみの令　　　②　目安箱の設置　　　③　南鐐二朱銀の発行
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Ⅳ	 次の文は、近代の貨幣制度について述べたものである。以下の問いに答えよ。

日米修好通商条約の調印後、 1859年から諸外国との貿易が始まった。この貿易によってa 日本は大

幅な輸出超過になるとともに、金の海外流出も進んだ。その対策として、幕府は1860年に金の含有量

を下げた（ 1　　　）を鋳造したが、さらなる物価の高騰を招いた。

その後、新たに発足した明治政府は、財政難を補うために太政官札などの不換紙幣を次々と発行し

た。一方で、 1871年には金本位制を建前とする（ 2　　　）を制定し、近代的な貨幣制度を整えよう

としたが、開港場では銀貨が使用され、国内では不換紙幣が使われ続けた。この不換紙幣の回収と兌

換紙幣の発行のために、 1872年にb 国立銀行条例が定められ、翌年から国立銀行の設置が始まった。

1876年に設置基準が緩和され、正貨兌換の義務が取り除かれると、各国立銀行が発行する不換銀行券

により、c 激しいインフレーションが発生した。

1881年に（ 3　　　）が大蔵卿に就任すると、増税・緊縮財政とともに不換紙幣の回収を進めた。

1882年には中央銀行として  d  を設立し、翌年には国立銀行から銀行券発行権を取り上げ、 1885

年には銀兌換銀行券を発行した。その翌年には政府紙幣の銀兌換も開始し、これによって銀本位制の

貨幣制度が確立した。

1897年には（ 4　　　）を制定し、日清戦争の講和条約で得た賠償金の一部を準備金として、欧米

諸国にならった金本位制の貨幣制度に移行した。

問 1　（ 1　　　）～（ 4　　　）に適する語句を、次の①～⑩のうちから 1つずつ選べ。

①　伊藤博文　　　　　　②　大隈重信　　　③　貨幣法　　　　④　管理通貨制度

⑤　金融緊急措置令　　　⑥　元禄小判　　　⑦　正徳小判　　　⑧　新貨条例

⑨　松方正義　　　　　　⑩　万延小判

問 2　下線部aに関して、主要輸出品として正しいものはどれか、次の①～④のうちから 1つ選べ。

①　生糸　　　②　毛織物　　　③　綿織物　　　④　綿糸

問 3　下線部bに関して、この条例の公布に尽力した渋沢栄一は、第一国立銀行の設立にも携わった。

この人物が設立し、1883年に操業を開始したものを、次の①～④のうちから 1つ選べ。

①　大阪紡績会社　　　②　富岡製糸場　　　③長崎造船所　　　④　三池炭鉱

問 4　下線部cに関して、この時期のインフレーションの別の要因として、不平士族の反乱をあげる

ことができる。それは、 1877年に九州で発生した西郷隆盛を中心とする不平士族の反乱を受

けて、その戦費調達のために政府が不換紙幣を増発した、というものである。この不平士族の

反乱とは何か。

問 5　  d  に適する語句を答えよ。
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Ⅴ	 次の年表は、明治時代の日韓関係に関するものである。以下の問いに答えよ。

西暦 出　来　事

1873
1875
1876
1882
1884
1885
1894
1895
1897
1904
1905
1906
1907
1910

明治政府内でa 征韓論争
朝鮮で（ 1　　　）が発生
日朝修好条規の締結
 A  が発生、閔氏政権は清に接近
 B  が発生、独立党のクーデターは失敗
日清両国が（ 2　　　）を締結
朝鮮で C  が発生、日清戦争の発生
日清両国が（ 3　　　）を締結
朝鮮が国号を大韓帝国に改称
日露戦争の発生、日韓議定書の締結、第 1次日韓協約の締結
日米両国が（ 4　　　）を締結、ポーツマス条約の締結、b 第 2 次日韓協約の締結
統監府を設置
（ 5　　　）の発生、第 3次日韓協約の締結
韓国併合条約の締結、c 朝鮮総督府を設置

問 1　（ 1　　　）～（ 5　　　）に適する語句を、次の①～⑩のうちから 1つずつ選べ。

①　石井・ランシング協定　　　②　桂・タフト協定　　　③　樺太・千島交換条約

④　義和団事件　　　　　　　　⑤　江華島事件　　　　　⑥　下関条約

⑦　天津条約　　　　　　　　　⑧　日清修好条規　　　　⑨　ハーグ密使事件

⑩　日比谷焼打ち事件

問 2　  A  ～  C  に適する語句の組み合わせとして正しいものを、次の①～⑥のうちから 1つ

選べ。

①　A＝甲午農民戦争　　　B＝甲申事変　　　　　C＝壬午軍乱

②　A＝甲午農民戦争　　　B＝壬午軍乱　　　　　C＝甲申事変

③　A＝甲申事変　　　　　B＝甲午農民戦争　　　C＝壬午軍乱

④　A＝甲申事変　　　　　B＝壬午軍乱　　　　　C＝甲午農民戦争

⑤　A＝壬午軍乱　　　　　B＝甲午農民戦争　　　C＝甲申事変

⑥　A＝壬午軍乱　　　　　B＝甲申事変　　　　　C＝甲午農民戦争

問 3　下線部aに関して、論争に敗れた征韓派が一斉下野した出来事を何というか。
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問 4　下線部bに関して、この条約の内容として正しいものを、次の①～④のうちから 1つ選べ。

①　韓国の統治権を日本の天皇に譲らせた。

②　韓国から外交権を取り上げた。

③　韓国から内政権を取り上げた。

④　日本が推薦する財政・外交顧問を韓国政府内におかせた。

問 5　下線部cに関して、初代朝鮮総督は誰か、次の①～④のうちから 1つ選べ。

①　伊藤博文　　　②　樺山資紀　　　③　斎藤実　　　④　寺内正毅
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Ⅵ	 次の表は、大正・昭和時代の国際条約に関するものである。以下の問いに答えよ。

西　暦 条　約 内　容

1919 a ヴェルサイユ条約 第一次世界大戦の戦後処理、 b  の設置
日本は赤道以北の旧ドイツ領南洋諸島の委任統治権を獲
得
日本は c  省の旧ドイツ権益を継承

1921 四カ国条約 太平洋諸島の領土・権益の相互尊重
 d  は廃棄（1923年）

1922 九カ国条約 中国の主権尊重・門戸開放・機会均等を規定
 e  は廃棄（1923年）

1922 ワシントン海軍軍縮条約  f  の五大国間で主力艦の保有量を制限
10年間主力艦の建造を禁止

1928 g 不戦条約 戦争の放棄

1930 h ロンドン海軍軍縮条約 主力艦の建造禁止を1936年まで延長
米・英・日で補助艦の保有量を制限

問 1　下線部aに関して、中国ではこの条約への調印を拒否する反日国民運動が発生した。この出来

事を何というか、次の①～④のうちから 1つ選べ。

①　三・一独立運動　　　②　三・一五事件　　　③　五・四運動　　　④　五・三〇事件

問 2　  b  に適する国際平和機関の名称を漢字 4字で答えよ。なお、この国際平和機関は、アメ

リカ大統領ウィルソンの提唱によるもので、 1920年に設立された。

問 3　  c  に適する中国の地域名を漢字 2字で答えよ。

問 4　  d  に適する語句は何か、次の①～④のうちから 1つ選べ。

①　石井・ランシング協定　　　②　桂・タフト協定　　　③　日英同盟協約

④　日露協約

問 5　  e  に適する語句は何か、次の①～④のうちから 1つ選べ。

①　石井・ランシング協定　　　②　桂・タフト協定　　　③　日英同盟協約

④　日露協約
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問 6　  f  に適する五大国に含まれないものを、次の①～⑥のうちから 1つ選べ。

①　アメリカ　　　②　イギリス　　　③　イタリア　　　④　ドイツ

⑤　日本　　　　　⑥　フランス

問 7　下線部gに関して、この条約の調印時の内閣は何か、次の①～④のうちから 1つ選べ。

①　高橋是清　　　②　田中義一　　　③　浜口雄幸　　　④　原敬

問 8　下線部hに関して、この条約の内容が原因で、その調印直後に日本国内で発生したものは何か、

次の①～④のうちから 1つ選べ。

①　新体制運動　　　　　②　第 2次護憲運動　　　③　天皇機関説問題

④　統帥権干犯問題



Ⅰ

Ⅳ

Ⅱ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅲ

A群 (1) (2) (3) (4)

B群 ① ⑥ ⑤ ③

C群 3 4 6 5

問 1 問 2
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