
2018（平成30）年度　沖縄国際大学入学試験問題 （前期）

地域行政学科・地域環境政策学科・産業情報学科・日本文化学科・人間福祉学科（福祉）
【選択科目：日本史 B】

注 意 事 項

1．試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけない。

2．入学志願票及び受験票に記入された科目を解答すること。

3．入学志願票及び受験票に記入された以外の選択科目を解答した場合は、無効とする。

4．筆記用具は、鉛筆（HB）または、0.5 ミリのシャープペンシル（HB）に限る。

5．問題の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせること。

6．問題冊子の余白等は適宜利用してもよい。

7．試験終了後、解答した解答用紙のみを提出すること。問題冊子は持ち帰ること。
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Ⅰ．次の史料を読んで、各問に答えなさい。

定
さだむ

　今
いま

堀
ぼり

地
じ

下
げ

掟
おきて

の事
合
あわせて

　延
えん

徳
とく

元年（一四八九）己酉十一月四日
　　　　　　　　　　　　　　　　　  

一、惣より屋敷請
うけ

候
そうろう

て、村人にて無
なき

物
（者）

置くべからざる事。

一、惣の地と私
わたくし

の地と、さいめ相
そう

論
ろん

は、金
かね

にてすますべし。
　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 

一、惣
そうの

森
もり

にて青
あお

木
ぎ

は
（とカ）

葉かきたる物
（者）

は、村人は村を落とすべし。村人にて無
なき

物
（者）

は地下をはらうべし。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　  

一、家売りたる人の方
かた

より、百文
もん

には三文ずつ、壱
（一）

貫文には卅
（三十）

文ずつ、惣へ出すべき者なり。
この旨

むね

を背く村人は、座
ざ

をぬくべきなり。
　（今堀日吉神社文書　全二十ヵ条）　

問１　史料の「今堀地下掟」の今堀は近
おう

江
みの

国
くに

に位置した。現在の県ではどこに当たるか、下記
から選んで記号で答えなさい。（２点）

ア．福井県　　　　　　　　イ．静岡県　　　　　　　　ウ．滋賀県

問２　史料の「今堀地下掟」の地下掟は一般になんと称されるか、書きなさい。（２点）

問３　史料の惣とはどのような性格の村か、書きなさい。（２点）

問４　惣は中世日本の土地制度では荘園とともにどこに形成されたか、下記から選んで記号で
答えなさい。（２点）

ア．条
じょう

里
り

　　　　　　　　　イ．公
こう

領
りょう

　　　　　　　　　ウ．幕
ばく

領
りょう

2018（平成30）年度　沖縄国際大学入学試験問題 （前期）

地域行政学科・地域環境政策学科・産業情報学科・日本文化学科・人間福祉学科（福祉）
【日本史Ｂ】

※　解答はすべて解答用紙に記入すること。解答は漢字を基本とします。誤字やかな書きは
減点することがあります。
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問５　史料に見える村人は、古くからの有力農民（名
みょう

主
しゅ

層）と新しく成長した小農民から構成
されたと思われる。両者を合わせなんと称されたか書きなさい。（２点）

問６　史料の下線部の「さいめ」とはどのような意味か書きなさい。（２点）

問７　史料の「惣森」とはどのような性格の土地か、下記から選んで記号で答えなさい。（２点）

ア．入
いり

会
あい

地
ち

　　　　　　　　イ．私有地　　　　　　　　ウ．寺社領

問８　史料によれば、村人であれば「村を落とす」、村人でなければ「地下をはらう」とある。
このうち「村を落とす」とはどのような意味か、書きなさい。（２点）

問９　史料によると、家を売却すると惣に納める額が規定されていた。これに違反した村人は
「座をぬく」、すなわち「座」の構成員から除名するとあるが、ここでいう「座」とはなにか、
下記から選んで記号で答えなさい。（２点）

ア．楽
らく

座
ざ

　　　　　　　　　イ．銭
ぜに

座
ざ

　　　　　　　　　ウ．宮
みや

座
ざ

問 10　惣は村人の会議の決定に従って運営されていた。「地下掟」もこの会議で決定したと思
われる。会議のことをなんというか書きなさい。（２点）
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Ⅱ．次の文の１～ 15 の空欄に入る語句を、語群の中から選び記号で答えなさい。（各１点）

　室町幕府と中国のあいだには、当初、正式な外交関係はなかったが、日中間には民間貿易船
が往来していた。これを背景として、1342（康

こう

永
えい

元）年、後
ご

醍
だい

醐
ご

天皇の冥福を祈る寺院の造営
料を調達する（　１　）を元

げん

に派遣した。1368 年、（　２　）は、漢民族の王朝である明
みん

を中
国に建国する。（　３　）を実現させた３代将軍（　４　）は、中国を中心とする国際秩序の回
復をめざす明の求めに応じ、1401（応

おう

永
えい

８）年、明に使者を派遣して国交を開いた。
　日明貿易は、明の（　５　）政策とも関係し、日本国王が明の皇帝へ（　６　）する形式をとった。
遣
けん

明
みん

船
せん

は、明から交付された（　７　）を持参することを義務づけられた。そのため、日明貿
易は（　７　）貿易ともいう。15 世紀前半には、４代将軍（　８　）が（　６　）形式に反対
して中断し、６代将軍足

あし

利
かが

義
よし

教
のり

の時に再開された。日本からの輸出品は武具類、工芸品、鉱産物、
輸入品では（　９　）が大量にもたらされた。陶磁器や書画などは（　10　）と呼ばれ珍重された。
　15 世紀後半にかけて、義教が殺害された（　11　）のあと将軍権力は弱体化し、（　12　）によっ
て、有力守護大名が幕政に参加する幕府の体制は崩壊した。これに伴い、貿易の実権は細川氏
や大内氏の手に移った。両者は激しく争い、1523（大

たい

永
えい

３）年には（　13　）を引きおこした。
しかし、貿易を独占した大内氏の滅亡によって（　７　）貿易も断絶した。これに前後して、
中国人を中心とする（　14　）の活動が活発化し、中国産の生糸と日本産の（　15　）との交
易の担い手となった。

【語群】
ア．天

てん

龍
りゅう

寺
じ

船
せん

 イ．建
けん

長
ちょう

寺
じ

船
せん

 ウ．李
り

成
せい

桂
けい

 エ．朱
しゅ

元
げん

璋
しょう

 オ．前期倭寇
カ．後期倭寇 キ．鎌倉幕府の滅亡 ク．南北朝の合体 ケ．足

あし

利
かが

尊
たか

氏
うじ

 コ．足
あし

利
かが

義
よし

持
もち

サ．足
あし

利
かが

義
よし

満
みつ

 シ．朝
ちょう

貢
こう

 ス．勘
かん

合
ごう

 セ．海
かい

禁
きん

 ソ．唐
から

物
もの

タ．銀 チ．銅銭 ツ．応
おう

仁
にん

の乱 テ．享
きょう

徳
とく

の乱 ト．嘉
か

吉
きつ

の変
ナ．三

さん

浦
ぽ

の乱 ニ．寧
ニン

波
ポー

の乱
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Ⅲ．１～５の文学の執筆者とされる「人物」と書かれた「時代」をそれぞれ記号で書きなさい。
（各１点）

１．浮
うき

雲
ぐも

　　  ２．徒
つれ

然
づれ

草
ぐさ

　　  ３．源
げん

氏
じ

物
もの

語
がたり

　　  ４．神
じん

皇
のう

正
しょう

統
とう

記
き

　　  ５．南
なん

総
そう

里
さと

見
み

八
はっ

犬
けん

伝
でん

【人物】　ａ．二
ふた

葉
ば

亭
てい

四
し

迷
めい

 ｂ．吉田兼
けん

好
こう

 ｃ．曲
きょく

亭
てい

（滝沢）馬
ば

琴
きん

　
　　　　ｄ．北

きた

畠
ばたけ

親
ちか

房
ふさ

 ｅ．紫式部

【時代】　ア．平安 イ．鎌倉 ウ．室町
　　　　エ．江戸 オ．明治
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Ⅳ．次の史料を読んで、各問に答えなさい。

第一条　国体ヲ変革シ、又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ、又ハ情
ヲ知リテ之

これ

ニ加入シタル者ハ、十年以下ノ懲
ちょう

役
えき

又ハ禁
きん

錮
こ

ニ処ス。
前項ノ未

み

遂
すい

罪ハ之ヲ罰ス。
『官報』　

問１　この史料はなんと呼ばれる法律の条文か、書きなさい。（２点）

問２　この法律が制定された時の首相は誰（Ａ）か、またその所属政党（Ｂ）はなんというか、下
記から選んで記号で答えなさい。（各２点）

人名（Ａ）：ア．加藤高明 イ．田中義一 ウ．岸信介
政党（Ｂ）：ア．自由民主党 イ．立憲政友会 ウ．憲政会

問３　史料の「国体」はなにを指すか、下記から選んで記号で答えなさい。（２点）

ア．共和制 イ．天皇制　 ウ．民主制

問４　この法律と同時に制定された普通選挙法は、選挙資格として必要な何を撤廃（Ａ）し、何
歳（Ｂ）以上の男子に選挙権を与えたものか、それぞれ書きなさい。（各２点）

問５　この法律が制定された年として正しいものを選び、下記から選んで記号で答えなさい。
（２点）

ア．1910 年 イ．1923 年 ウ．1925 年

問６　この法律制定には、日本がある国と国交を樹立するという国際的動向が背景にあったと
指摘されている。日本が国交を樹立した相手国はどこか、書きなさい。（２点）

問７　この法律改正後におこった共産党員大量検挙は一般になんと呼ばれているか、下記から
選んで記号で答えなさい。（２点）

ア．四・一六事件 イ．二・二六事件 ウ．五・一五事件

問８　この法律改正後、思想・言論・政治活動を取り締まるために全県におかれた警察をなん
とういか、書きなさい。（２点）
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Ⅴ．次の文の１～ 15 の空欄に当てはまる語句を、語群の中から選び記号で答えなさい。（各１点）

　1853（嘉
か

永
えい

６）年６月、アメリカ（　１　）艦隊司令長官ペリーが、（　２　）を経て、浦
うら

賀
が

に来航し、国書を提出して開国をせまった。幕府の老中首席（　３　）は、慣例を破って、朝
廷に来航を報告するとともに諸大名らに意見を求めた。
　1854（安

あん

政
せい

元）年、ペリーは再度来航し、幕府と（　４　）を結んだ。この条約によって、
下
しも

田
だ

・（　５　）の開港、領事の駐在が認められた。下田に着任したアメリカ総領事ハリスは、
通商条約を結ぶよう幕府にせまった。そこで、幕府は、老中（　６　）を京都に派遣し、朝廷
に条約の（　７　）を求めたが、（　８　）を唱える公

く

卿
ぎょう

たちの反対にあって失敗した。
　1858（安政５）年、大老に就任した（　９　）は、（　７　）が得られないまま（　10　）に
調印した。条約は、外国の（　11　）を認め、日本が（　12　）をもたない不平等条約であった。
　この時期、（　９　）の強硬的な条約調印や将軍跡継ぎ問題をめぐって、大名・公家・諸藩士
のなかから、幕府を非難する動きが起こった。これに対して、（　９　）は、（　13　）・橋

はし

本
もと

左
さ

内
ない

ら多くの志士を処刑した。これを（　14　）という。この弾圧は志士たちの憤激をかい、
（　９　）は 1860（万

まん

延
えん

元）年、水
み

戸
と

浪士らによって（　15  ）で暗殺された。

【語群】
ア．吉

よし

田
だ

松
しょう

陰
いん

 　　　 イ．井
い

伊
い

直
なお

弼
すけ

 　　　　　　 ウ．桜田門外 　　　　 エ．箱
はこ

館
だて

オ．坂下門外 　　　 カ．安政の大
たい

獄
ごく

 　　　　　 キ．攘
じょうい

夷 　　　　　　 ク．西インド
ケ．勅

ちょっきょ

許 　　　　　 コ．日米修好通商条約 　　 サ．日米和親条約 　　 シ．琉球
ス．領事裁判権 　　 セ．東インド 　　　　　　 ソ．関税自主権 　　　 タ．阿

あ

部
べ

正
まさ

弘
ひろ

チ．堀
ほっ

田
た

正
まさ

睦
よし

 　　　 ツ．坂
さか

本
もと

龍
りょう

馬
ま

 　　　　　　 テ．長崎
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Ⅳ．次の文中の下線部分が正しければ○をつけ、間違っていたら正しい語句を書きなさい。
（各２点）

１．江戸時代の三都とは、江戸・大坂・名古屋である。

２．明治政府は 1871（明治４）年、新貨条例を制定し、貨幣の単位を円・銭・厘に統一した。

３．長
ちょうしゅう

州藩では、調
ず

所
しょ

広
ひろ

郷
さと

が商人から借りたばく大な借財をたなあげにし、奄美の黒砂糖の専
売を強化して、藩財政をたてなおした。

４．主権在民・基本的人権の尊重・平和主義を根本精神とした日本国憲法は、1947（昭和 22）
年５月３日に公布された。

５．歌川（安藤）広
ひろ

重
しげ

は、個性的な役者絵を描いた。

６．慈
じ

照
しょう

寺
じ

銀閣の下層は、東山文化のなかで生まれた寝
しん

殿
でん

造
づくり

を代表する建物である。

７．1874（明治７）年ころの銀
ぎん

座
ざ

通りでは、洋風建築の商店、人力車や馬車などの新しい乗り
物が見られた。

８．朝鮮とは、朝鮮侵略後、松前藩を通じて国交回復の交渉をすすめ、将軍の代替りのたびに、
修好を目的とした朝鮮使節（通信使）が来日するようになった。 

９．1933（昭和８）年、日本は国際連合を脱退して、国際協調路線から方向転換して、孤立化
への道を歩むことになった。

10．1995（平成７）年、敵・味方・軍人・民間人・国籍の区別なく全戦没者の名前を刻銘した
慰霊の塔が糸満市摩文仁の平和祈念公園内に建立された。










