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Ⅰ　次の文章を読んで、下記の設問（問１～問 13）に答えなさい。

後嵯峨法皇が亡くなると、天皇家は持明院統と大覚寺統にわかれて争い、ともに鎌倉幕府に働きか

けて有利な地位を得ようとしていた。このような中で大覚寺統から即位した 1 天皇は、皇位の安

定をはかるために積極的に天皇の権限強化と討幕の計画を進めた。計画は失敗に終わったが、天皇の

呼びかけに応じて討幕に立ち上がるものがしだいに増え、ついに 1333 年、鎌倉幕府は滅亡した。

　1334 年、 1 天皇は年号を建武と改め、A新しい政治を始めた。しかし、天皇中心の新政策は、

それまで武士の社会につくられていた慣習を無視していたため、多くの武士の不満と抵抗を引き起こ

した。このような形勢をみて、中先代の乱の討伐のため関東にくだっていた 2 は、新政権に反旗

を翻した。1336 年、京都を制圧した 2 は、持明院統の 3 天皇を立てた。 1 天皇は京都か

ら吉野に逃れて正統の皇位にあることを主張した。ここから吉野の南朝と京都の北朝が対立して、約

60 年にわたる南北朝の動乱が始まった。

　 4 が３代将軍になる頃には、動乱もしだいにおさまり、幕府はようやく安定の時を迎えた。

B幕府の機構もこの時代にはほぼ整った。幕府がその権力を確立していく 14 世紀後半から 15 世紀

にかけて、東アジアの情勢は大きくかわりつつあった。1368 年、中国では朱元璋が元の支配を排して、

7 を建国した。 7 は近隣の諸国に通交を求め、その呼びかけに応じて日本も使者を派遣し 

C国交を開いた。 

　 4 のあとも将軍と有力守護の勢力均衡が保たれていたが、6代将軍 5 は、将軍権力の強

化をねらって専制的な政治をおこなった。1438 年、 5 は関東へ討伐軍を送り、翌年、幕府に反抗

的な鎌倉公方足利持氏を討ち滅ぼした。 5 はその後も有力守護を弾圧したため、1441 年、有力守

護の一人 8 が 5 を殺害した。これ以降、将軍の権威は大きくゆらいでいった。

室町時代には、時代の変遷とともに様々な文化が生まれた。南北朝時代には、時代の転換期に高

まった緊張感を背景に、歴史書やD軍記物語などがつくられた。 4 の時代には、伝統的な寝殿造

風と禅宗寺院の禅宗様を折衷した建築様式の 9 が京都の北山に建てられた。また、臨済宗は幕府

の保護のもとでおおいに栄え、南宋の官寺の制にならったE五山・十刹の制がこの時代にほぼ完成

した。

その後、 6 が 4 にならって京都の東山に山荘を建てた。水墨画では、中国で作画技術を学

んだF雪舟が、帰国後、禅画の制約を乗りこえた日本的な水墨画様式を創造した。この時期の文化

は、禅の精神にもとづく簡素さと、伝統文化の幽玄・侘を精神的な基調としていた。

問１　文中の空欄 1 に入る天皇名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　後醍醐　　　　　②　亀山 ③　後深草 ④　後伏見

SG- 日本史 -B-G91_ 三校 _1 SG- 日本史 -B-G91_ 三校 _1



－日本史　－2

問２　文中の空欄 2 に入る人物名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　楠木正成 ②　新田義貞 ③　足利尊氏 ④　護良親王

問３　文中の空欄 3 に入る天皇名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　花園 ②　崇光 ③　後宇多 ④　光明

問４　文中の空欄 4 ～ 6 に入る人物名を次の①～⑫の中から一つずつ選び、その番号をマー

クしなさい。

①　足利義持 ②　足利義昭 ③　足利義政 ④　足利義量

⑤　足利義晴 ⑥　足利義尚 ⑦　足利義勝 ⑧　足利義満

⑨　足利義教 ⑩　足利義詮 ⑪　足利義輝 ⑫　足利義栄

問５　文中の空欄 7 に入る国名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　宋 ②　明 ③　清 ④　隋

問6　文中の空欄 8 に入る人物名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　赤松満祐 ②　土岐康行 ③　大内義弘 ④　山名氏清

問７　文中の空欄 9 に入る建物名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　中尊寺金色堂 ②　慈照寺銀閣 ③　鹿苑寺金閣 ④　平等院鳳凰堂

問８　下線部Aの政治体制に関する記述として誤っているものを次の①～④の中から一つ選び、その

番号を 10 にマークしなさい。

①　すべての土地所有権の確認は天皇の綸旨を必要とする法令が打ち出された。

②　中央には重要政務を司る政所を設置した。

③　諸国には国司と守護を併置した。

④　幕府も院政も摂政・関白も否定した。

問９　下線部Bに関する記述として誤っているものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を

11 にマークしなさい。

①　将軍権力を支える軍事力として奉公衆と呼ばれる直轄軍を編成した。

②　将軍を補佐する中心的な職として管領をおいた。

③　侍所は京都内外の警備や刑事裁判を司った。

④　守護は領国を統治し、幕府への出仕は守護代におこなわせた。
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Ⅰ　次の文章を読んで、下記の設問（問１～問 13）に答えなさい。

後嵯峨法皇が亡くなると、天皇家は持明院統と大覚寺統にわかれて争い、ともに鎌倉幕府に働きか

けて有利な地位を得ようとしていた。このような中で大覚寺統から即位した 1 天皇は、皇位の安

定をはかるために積極的に天皇の権限強化と討幕の計画を進めた。計画は失敗に終わったが、天皇の

呼びかけに応じて討幕に立ち上がるものがしだいに増え、ついに 1333 年、鎌倉幕府は滅亡した。

　1334 年、 1 天皇は年号を建武と改め、A新しい政治を始めた。しかし、天皇中心の新政策は、

それまで武士の社会につくられていた慣習を無視していたため、多くの武士の不満と抵抗を引き起こ

した。このような形勢をみて、中先代の乱の討伐のため関東にくだっていた 2 は、新政権に反旗

を翻した。1336 年、京都を制圧した 2 は、持明院統の 3 天皇を立てた。 1 天皇は京都か

ら吉野に逃れて正統の皇位にあることを主張した。ここから吉野の南朝と京都の北朝が対立して、約

60 年にわたる南北朝の動乱が始まった。

　 4 が３代将軍になる頃には、動乱もしだいにおさまり、幕府はようやく安定の時を迎えた。
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にかけて、東アジアの情勢は大きくかわりつつあった。1368 年、中国では朱元璋が元の支配を排して、

7 を建国した。 7 は近隣の諸国に通交を求め、その呼びかけに応じて日本も使者を派遣し 
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　 4 のあとも将軍と有力守護の勢力均衡が保たれていたが、6代将軍 5 は、将軍権力の強

化をねらって専制的な政治をおこなった。1438 年、 5 は関東へ討伐軍を送り、翌年、幕府に反抗

的な鎌倉公方足利持氏を討ち滅ぼした。 5 はその後も有力守護を弾圧したため、1441 年、有力守

護の一人 8 が 5 を殺害した。これ以降、将軍の権威は大きくゆらいでいった。

室町時代には、時代の変遷とともに様々な文化が生まれた。南北朝時代には、時代の転換期に高

まった緊張感を背景に、歴史書やD軍記物語などがつくられた。 4 の時代には、伝統的な寝殿造

風と禅宗寺院の禅宗様を折衷した建築様式の 9 が京都の北山に建てられた。また、臨済宗は幕府

の保護のもとでおおいに栄え、南宋の官寺の制にならったE五山・十刹の制がこの時代にほぼ完成

した。

その後、 6 が 4 にならって京都の東山に山荘を建てた。水墨画では、中国で作画技術を学

んだF雪舟が、帰国後、禅画の制約を乗りこえた日本的な水墨画様式を創造した。この時期の文化

は、禅の精神にもとづく簡素さと、伝統文化の幽玄・侘を精神的な基調としていた。

問１　文中の空欄 1 に入る天皇名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。
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問 10　下線部Cに関する記述として誤っているものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を

12 にマークしなさい。

①　滞在費・運搬費などはすべて日本側が負担したため、不利益が大きかった。

②　蒙古襲来の後も日本と中国との間に正式な外交関係はなかった。

③　勘合と呼ばれる証票を持参することを義務づけられた。

④　日本が朝貢し、その返礼として品物を受けとるという形式をとらなければならなかった。

問 11　下線部Dについて、南北朝の動乱の全体を描いた作品を次の①～④の中から一つ選び、その

番号を 13 にマークしなさい。

①　『増鏡』 ②　『吾妻鏡』 ③　『太平記』 ④　『神皇正統記』

問 12　下線部Eについて、五山の上におかれた寺を次の①～④の中から一つ選び、その番号を

14 にマークしなさい。

①　相国寺 ②　南禅寺 ③　円覚寺 ④　建仁寺

問 13　下線部Fによる作品を次の①～④の中から一つ選び、その番号を 15 にマークしなさい。

①　瓢鮎図 ②　大徳寺大仙院花鳥図

③　観世能図 ④　秋冬山水図
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Ⅱ　次の文章を読んで、下記の設問（問１～問 14）に答えなさい。

18 世紀になると、学問・思想の分野において、幕藩体制の動揺という現実を直視してこれを批判

し、古い体制から脱しようとする動きが見られた。鎖国下であったことから西洋の学術・知識の吸収

は困難であったが、A新井白石が世界の地理・物産・民俗などを説いて先駆けとなった。江戸幕府　

８代将軍B徳川吉宗が漢訳洋書の輸入制限をゆるめ、救荒用の甘藷の普及にも取り組んだ 16 らに

オランダ語を学ばせたこともあって、洋学は蘭学として発達し始めた。

洋学をいち早く取り入れたのは、実用の学問としての医学である。 17 や杉田玄白らが西洋医学

の解剖書を訳述した『解体新書』はその画期的な成果であった。一方、寛政の改革において老中 

C松平定信が 18 を正学とするとともに出版統制に取り組むなどして、政治への風刺や批判を抑え

ようとした。文化・文政期には、政治や社会における古い体制を改革する方法を模索する動きが見ら

れ、封建制度の維持や改良を説くD経世家の活動が活発になった。

教育においては、蘭学者 19 が大坂で始めた適々斎塾、吉田松陰の叔父が長門萩に設立した松下

村塾など、化政期から天保期に新たな私塾が各地でつくられた。また蘭学研究への関心が高まる中で、

ドイツ人Eシーボルトなども活躍した。

化政文化では、滑稽さや笑いをもとに、庶民の生活をいきいきと描いた滑稽本や、恋愛ものを扱っ

た人情本がさかんになった。歴史や伝説を題材にした読本においては『南総里見八犬伝』を執筆した

20 などが評判を得た。俳諧では、信濃の百姓 21 が村々に生きる民衆の生活をよんで、庶民の

主体性を強く打ち出した。絵画においては、18 世紀半ばに 22 が完成させた多色刷浮世絵版画（錦

絵）が発展し、民衆の旅が一般化する中で錦絵の風景画が流行した。特に、「 23 」を描いた葛飾

北斎や、「 24 」を描いた歌川広重らの絵は安価で広く普及し、開国後、海外に多く紹介され、モ

ネやゴッホらヨーロッパの印象派画家たちに大きな影響を与えた。歌舞伎では、『 25 』を書いた

鶴屋南北などすぐれた狂言作者が出て人気を得た。これらは、錦絵や出版物、地方興行などによって、

全国各地に伝えられた。

問１　文中の空欄 16 に入る人物名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　神尾春央 ②　青木昆陽 ③　西川如見 ④　大岡忠相

問２　文中の空欄 17 に入る人物名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　前野良沢 ②　稲村三伯 ③　山脇東洋 ④　安藤昌益

問３　文中の空欄 18 に入る語句を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　国学 ②　水戸学 ③　心学 ④　朱子学
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問 10　下線部Cに関する記述として誤っているものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を

12 にマークしなさい。

①　滞在費・運搬費などはすべて日本側が負担したため、不利益が大きかった。

②　蒙古襲来の後も日本と中国との間に正式な外交関係はなかった。

③　勘合と呼ばれる証票を持参することを義務づけられた。

④　日本が朝貢し、その返礼として品物を受けとるという形式をとらなければならなかった。

問 11　下線部Dについて、南北朝の動乱の全体を描いた作品を次の①～④の中から一つ選び、その

番号を 13 にマークしなさい。

①　『増鏡』 ②　『吾妻鏡』 ③　『太平記』 ④　『神皇正統記』

問 12　下線部Eについて、五山の上におかれた寺を次の①～④の中から一つ選び、その番号を

14 にマークしなさい。

①　相国寺 ②　南禅寺 ③　円覚寺 ④　建仁寺

問 13　下線部Fによる作品を次の①～④の中から一つ選び、その番号を 15 にマークしなさい。

①　瓢鮎図 ②　大徳寺大仙院花鳥図

③　観世能図 ④　秋冬山水図
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問４　文中の空欄 19 に入る人物名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　高橋景保 ②　佐久間象山 ③　緒方洪庵 ④　広瀬淡窓

問５　文中の空欄 20 に入る人物名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　曲亭馬琴 ②　柳亭種彦 ③　上田秋成 ④　式亭三馬

問6　文中の空欄 21 に入る人物名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　菅江真澄 ②　香川景樹 ③　為永春水 ④　小林一茶

問７　文中の空欄 22 に入る人物名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　鈴木春信 ②　司馬江漢 ③　円山応挙 ④　亜欧堂田善

問８　文中の空欄 23  24 に入る語句を次の①～⑧の中から一つずつ選び、その番号をマークし

なさい。

①　鷹見泉石像 ②　十便十宜図 ③　浅間山図屏風 ④　朝比奈小人嶋遊

⑤　富嶽三十六景 ⑥　雪松図屏風 ⑦　不忍池図 ⑧　東海道五十三次

問９　文中の空欄 25 に入る語句を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　国性爺合戦 ②　東海道四谷怪談 

③　曽根崎心中 ④　好色一代男

問 10　下線部Aに関する記述として誤っているものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を

26 にマークしなさい。

①　将軍職の地位と権威を高めるため、閑院宮家を創設した。

②　正徳の政治とよばれる一連の政治をおこなった。

③　海舶互市新例を発し、貿易額を制限した。

④　金の含有率の低い小判の鋳造を指示した。
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問 11　下線部Bに関する記述として誤っているものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を

27 にマークしなさい。

①　米価の平準化をめざすために大坂の堂島米市場を公認した。

②　享保の改革とよばれる一連の改革をおこなった。

③　旧里帰農令を発し、正業を持たないものに農村に帰ることを奨励した。

④　定免法を広く取り入れて年貢率の引上げをはかった。

問 12　下線部Cに関する記述として誤っているものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を

28 にマークしなさい。

①　町費節約を命じ、節約分の７割を積み立てさせる七分積金を実施した。

②　飢饉に備えて米穀を蓄えさせる囲米を実施した。

③　江戸・大坂周辺の土地を直轄地とする上知令を実施した。

④　札差に貸金を放棄させる棄捐令を実施した。

問 13　下線部Dに該当しない人物を次の①～④の中から一つ選び、その番号を 29 にマークしな

さい。

①　平田篤胤 ②　海保青陵 ③　本多利明 ④　佐藤信淵

問 14　下線部Eに関する記述として誤っているものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を

30 にマークしなさい。

①　オランダ商館医であり、医学を講義して高野長英らの人材を育てた。

②　長崎郊外に鳴滝塾という私塾を開いた。

③　帰国の際、持ち出し禁止の日本地図をもっていたために処分された。

④　『大日本史』などを著し、ヨーロッパにおける日本研究の第一人者となった。
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問４　文中の空欄 19 に入る人物名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　高橋景保 ②　佐久間象山 ③　緒方洪庵 ④　広瀬淡窓

問５　文中の空欄 20 に入る人物名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　曲亭馬琴 ②　柳亭種彦 ③　上田秋成 ④　式亭三馬

問6　文中の空欄 21 に入る人物名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　菅江真澄 ②　香川景樹 ③　為永春水 ④　小林一茶

問７　文中の空欄 22 に入る人物名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　鈴木春信 ②　司馬江漢 ③　円山応挙 ④　亜欧堂田善

問８　文中の空欄 23  24 に入る語句を次の①～⑧の中から一つずつ選び、その番号をマークし

なさい。

①　鷹見泉石像 ②　十便十宜図 ③　浅間山図屏風 ④　朝比奈小人嶋遊

⑤　富嶽三十六景 ⑥　雪松図屏風 ⑦　不忍池図 ⑧　東海道五十三次

問９　文中の空欄 25 に入る語句を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　国性爺合戦 ②　東海道四谷怪談 

③　曽根崎心中 ④　好色一代男

問 10　下線部Aに関する記述として誤っているものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を

26 にマークしなさい。

①　将軍職の地位と権威を高めるため、閑院宮家を創設した。

②　正徳の政治とよばれる一連の政治をおこなった。

③　海舶互市新例を発し、貿易額を制限した。

④　金の含有率の低い小判の鋳造を指示した。
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Ⅲ  次の文章を読んで下記の設問（問１～問 14）に答えなさい。

太平洋戦争でやぶれてポツダム宣言を受諾した日本は、連合国に占領されることになり、マッカー

サー元帥を最高司令官とする連合国軍最高司令官総司令部（GHQ）がおかれた。また、ワシントン

には対日占領政策決定の最高機関として極東委員会がおかれ、東京には最高司令官の諮問機関である

A対日理事会が設けられた。

GHQ は、当初、次々に指令を発して、日本の非軍事化と民主化をおしすすめた。非軍事化政策に

は武装解除・戦犯裁判・賠償・軍事施設解体・戦時法令廃止などがあった。民主化政策としては、

1945（昭和 20）年 10 月、 31 内閣にB人権指令を発した。続いて 32 内閣にC五大改革指令を

発した。経済面においても、戦後改革の一環として、民主化政策を推進させた。その主要なものは財

閥解体・D農地改革・E労働改革の３つである。

こうして民主化政策が推進された時期の日本は、経済危機が集中してあらわれた時期でもあった。

とりわけ食糧難とインフレーションの進行は深刻であった。これらは日本経済の再建にとって重大な

障害となるものであり、政府は 1946（昭和 21）年にF金融緊急措置令を発してインフレーションの

抑制につとめた。また、政府は経済の復興をはかるために経済安定本部を設置し、傾斜生産方式を採

用して、 33 など重要産業の育成をはかった。

その後、国際情勢の推移にともないアメリカの対日政策にも変化が生じ、1948（昭和 23）年にア

メリカはG経済安定九原則を指令し、翌年には銀行家の 34 が特別公使として派遣された。また、

H単一為替レートが設定され、日本経済が国際経済に直結された。

こうして敗戦後の混乱期をきりぬけた日本経済は、朝鮮戦争をへて 1955（昭和 30）年以降、

35 を起点に、高度経済成長期を迎えることになるのである。

一連の占領改革によって、思想や言論に対する国家の抑圧が取り除かれ、従来の価値観・権威は大

きく否定された。出版界は活気づき、数多くの新聞やI雑誌が誕生し、民主化を推進した。そして

日本人としてはじめて 36 がノーベル賞を受賞した。

問１　文中の空欄 31  32 に入る人物名を次の①～⑧の中から一つずつ選び、その番号をマーク

しなさい。

①　片山哲 ②　吉田茂 ③　幣原喜重郎 ④　東久邇宮稔彦

⑤　鈴木貫太郎 ⑥　小磯国昭 ⑦　芦田均 ⑧　鳩山一郎

問２　文中の空欄 33 に入る語句を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　陶磁器 ②　半導体 ③　鉄鋼 ④　製糸
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問３  文中の空欄 34 に入る人物名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　マーシャル ②　シャウプ ③　ドッジ ④　ダレス

問４　文中の空欄 35 に入る語句を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　岩戸景気 ②　神武景気 ③　特需景気 ④　いざなぎ景気

問５　文中の空欄 36 に入る人物名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　川島武宜 ②　大塚久雄 ③　丸山真男 ④　湯川秀樹

問6　下線部Aの構成国ではない国を次の①～④の中から一つ選び、その番号を 37 にマークしな

さい。

①　イギリス ②　カナダ ③　ソ連 ④　中国

問７ 下線部Bに関する記述として誤っているものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を

38 にマークしなさい。

①　治安維持法の廃止 ②　特別高等警察の廃止

③　政治犯の即時釈放 ④　封建的身分制度の廃止

問８　下線部Cに含まれないものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を 39 にマークしなさ

い。

①　婦人（女性）参政権の付与 ②　労働組合の結成奨励　

③　国家と神道の分離 ④　教育制度の自由主義的改革

問９　下線部Dについて、第二次農地改革における農地委員会の構成として正しいものを次の①～④
の中から一つ選び、その番号を 40 にマークしなさい。

①　地主が半数を占めた。　  

②　小作農が半数を占めた。

③　自作農が半数を占めた。　  

④　地主・自作農・小作農それぞれ同数であった。
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Ⅲ  次の文章を読んで下記の設問（問１～問 14）に答えなさい。

太平洋戦争でやぶれてポツダム宣言を受諾した日本は、連合国に占領されることになり、マッカー

サー元帥を最高司令官とする連合国軍最高司令官総司令部（GHQ）がおかれた。また、ワシントン

には対日占領政策決定の最高機関として極東委員会がおかれ、東京には最高司令官の諮問機関である

A対日理事会が設けられた。

GHQ は、当初、次々に指令を発して、日本の非軍事化と民主化をおしすすめた。非軍事化政策に

は武装解除・戦犯裁判・賠償・軍事施設解体・戦時法令廃止などがあった。民主化政策としては、

1945（昭和 20）年 10 月、 31 内閣にB人権指令を発した。続いて 32 内閣にC五大改革指令を

発した。経済面においても、戦後改革の一環として、民主化政策を推進させた。その主要なものは財

閥解体・D農地改革・E労働改革の３つである。

こうして民主化政策が推進された時期の日本は、経済危機が集中してあらわれた時期でもあった。

とりわけ食糧難とインフレーションの進行は深刻であった。これらは日本経済の再建にとって重大な

障害となるものであり、政府は 1946（昭和 21）年にF金融緊急措置令を発してインフレーションの

抑制につとめた。また、政府は経済の復興をはかるために経済安定本部を設置し、傾斜生産方式を採

用して、 33 など重要産業の育成をはかった。

その後、国際情勢の推移にともないアメリカの対日政策にも変化が生じ、1948（昭和 23）年にア

メリカはG経済安定九原則を指令し、翌年には銀行家の 34 が特別公使として派遣された。また、

H単一為替レートが設定され、日本経済が国際経済に直結された。

こうして敗戦後の混乱期をきりぬけた日本経済は、朝鮮戦争をへて 1955（昭和 30）年以降、

35 を起点に、高度経済成長期を迎えることになるのである。

一連の占領改革によって、思想や言論に対する国家の抑圧が取り除かれ、従来の価値観・権威は大

きく否定された。出版界は活気づき、数多くの新聞やI雑誌が誕生し、民主化を推進した。そして

日本人としてはじめて 36 がノーベル賞を受賞した。

問１　文中の空欄 31  32 に入る人物名を次の①～⑧の中から一つずつ選び、その番号をマーク

しなさい。

①　片山哲 ②　吉田茂 ③　幣原喜重郎 ④　東久邇宮稔彦

⑤　鈴木貫太郎 ⑥　小磯国昭 ⑦　芦田均 ⑧　鳩山一郎

問２　文中の空欄 33 に入る語句を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。

①　陶磁器 ②　半導体 ③　鉄鋼 ④　製糸
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問 10  下線部Eに関する記述として正しいものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を 41 に

マークしなさい。

①　労働組合法が制定され、労働者の団結権・団体交渉権・争議権が保障された。

②　日本労働組合総評議会が結成されて、敗戦後の労働運動に指導的役割を果たした。

③　労働関係調整法が制定され、８時間労働、有給休暇、週休制などが導入された。

④　いわゆる二・一ゼネストが決行された。

問 11  下線部Fの内容として正しいものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を 42 にマーク

しなさい。

①　モラトリアム ②　預金封鎖　   

③　銀行券の金兌換停止 ④　通貨の切り下げ

問 12  下線部Gに該当しないものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を 43 にマークしなさ

い。

①　徴税の強化 ②　賃金の安定 ③　物価の統制 ④　消費の抑制

問 13  下線部Hによって１ドルは何円に設定されたか、次の①～④の中から一つ選び、その番号を

44 にマークしなさい。

①　160 円 ②　260 円 ③　360 円 ④　460 円

問 14 下線部Iについて、創刊がこの時期ではない雑誌を、次の①～④の中から一つ選び、その番号

を 45 にマークしなさい。

①　『世界』 ②　『思想の科学』 ③　『国民之友』 ④　『改造』
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