
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。

2020（令和2）年度　沖縄国際大学入学試験問題 （前期）

地域行政学科・経済学科・企業システム学科・日本文化学科・人間福祉学科（福祉）
【選択科目：日本史 B】
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Ⅰ．次の史料を読んで、各問に答えなさい。

一、諸国守護人奉
ぶ

行
ぎょう

の事
右、右

う

大
だい

将
しょう

家
け

の御時定め置かるる所は、大
おお

番
ばん

催
さい

促
そく

・謀
む

叛
ほん

・殺
さつ

害
がい

人
にん

〈付たり夜討・強盗・山賊・
海賊〉等の事なり。

一、諸国地頭、年
ねん

貢
ぐ

所
しょ

当
とう

を抑
よく

留
りゅう

せしむる事
右、年貢を抑留するの由

よし

、本
ほん

所
じょ

の訴
そ

訟
しょう

有らば、即
すなわ

ち結
けち

解
げ

を遂
と

げ勘
かん

定
じょう

を請
う

くべし。
一、女

にょ

人
にん

養
よう

子
し

の事
右、法

ほう

意
い

の如
ごと

くばこれを許さずと雖
いえど

も、大将家御時以来当
とう

世
せい

に至るまで、其の子無
な

きの女人等、
所領を養子に譲り与ふる事、不

ふ

易
えき

の法勝
しょう

計
けい

すべからず。
（『御

ご

成
せい

敗
ばい

式
しき

目
もく

』）

問１　この史料は、1232（貞
じょう

永
えい

元）年、御
ご

家
け

人
にん

たちに示した武家最初の整った法典『御成敗式
目』（51 カ条）の一部であるが、その後、必要に応じて発布された個別の法令を何というか、
その名称を書きなさい。（２点）

問２　文中に見える「右大将家」「大将家」とは９代続く鎌倉幕府将軍のなかでも初代将軍源頼
より

朝
とも

を指すが、はじめての摂
せっ

家
け

将軍である４代将軍（Ａ）、はじめての皇族将軍である６代将
軍（Ｂ）は誰か、それぞれ下記から選んで記号で答えなさい。（各２点）

ア．宗
むね

尊
たか

親王　　　　　イ．藤原頼
より

嗣
つぐ

　　　　　ウ．藤原頼
より

経
つね

　　　　　エ．維
これ

康
やす

親王

問３　東国出身の有力御家人が任命された守
しゅ

護
ご

の任務と権限としてあげられている三つの事柄
を何というか（Ａ）、また、そのうちの「大番催促」の「大番」とは何か（Ｂ）、それぞれ
書きなさい。（各２点）

問４　地
じ

頭
とう

の任務には年貢の徴収や納入があったが、文中に見える「本所」とは何か（Ａ）、ま
た、当初の地頭の設置範囲はどこか（Ｂ）、それぞれ書きなさい。（各２点）

2020（令和2）年度　沖縄国際大学入学試験問題 （前期）

地域行政学科・経済学科・企業システム学科・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　「女人養子の事」の項目に見える「法意」とは何か、下記から選んで記号で答えなさい（Ａ）。
また、「不易の法」とは後世にかわらぬ法の意味であるが、それによって認められたのは何
か（Ｂ）、文中の語句を抜き出して書きなさい。（各２点）

ア．仏
ぶっ

法
ぽう

　　　　　　　　　　イ．律
りつ

令
りょう

　　　　　　　　　　ウ．本所法

問６　『御成敗式目』が制定された当時の執権は北条泰時であるが、在任中に設置された幕府の
機関はどれか、下記から選んで記号で答えなさい。（２点）

ア．六
ろく

波
は

羅
ら

探
たん

題
だい

　　　　　　　イ．引
ひき

付
つけ

衆
しゅう

　　　　　　　　　ウ．評
ひょう

定
じょう

衆
しゅう
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Ⅱ．次の文の１～ 15 の空欄に入る語句を、語群のなかから選び記号で答えなさい。（各１点）

　４世紀頃、中国東北部からおこった高
こう

句
く

麗
り

は、朝鮮半島北部に領土を広げた。一方、朝
鮮半島南部では三つの小国の連合が形成されていたが、そのなかの（　１　）から百

くだ ら

済が、
（　２　）から新

しらぎ

羅がおこり、国家を形成した。倭
わ

国
こく

（ヤマト政権）は、鉄資源を確保するため、
小国の連合のなかでもかつての（　３　）の地の加

か

耶
や

諸国と密接な関係を持っていた。４世紀
後半に高句麗が南下策を進めると、百済や加耶とともに争うことになった。中国吉林省集安市
に現存する（　４　）碑

ひ

には、倭国が高句麗と交戦したことが記されている。これをきっかけに、
５世紀になると日本列島の古

こ

墳
ふん

にも（　５　）が副
ふく

葬
そう

されるようになる。
　６世紀、高句麗の圧迫を受けた百済や新羅が勢力を南に広げたため、加耶諸国は 562 年まで
にその支配下に入った。これによりヤマト政権の朝鮮半島での影響力は後退した。それまで政
治を主導した（　６　）は勢力を失い、６世紀中頃には、（　７　）と新興の（　８　）が対立
するようになった。（　８　）は（　９　）と結んで朝廷の財政権を握るとともに、百済からの
技術者も参加して（　10　）を建

こん

立
りゅう

するなど仏教の受容を積極的に進めた。
　７世紀後半、（　11　）と新羅が結んで百済を、続いて高句麗を滅ぼした。（　12　）年、倭
国は百済復興を支援するため大軍を派遣したが、（　13　）で大敗した。この後、新羅が朝鮮半
島の支配権を確立し、半島を統一した。敗戦を受け、倭国では防衛政策が進められ、百済から
の亡

ぼう

命
めい

貴族の指導により、九州の要地を守る（　14　）などが築かれ、対
つし ま

馬から（　15　）に
かけて古代朝鮮式山

やま

城
じろ

が築かれた。

【語群】
　ア．好

こう

太
たい

王
おう

	 イ．辰
しん

韓
かん

	 ウ．弁
べん

韓
かん

	 エ．馬
ば

韓
かん

	 オ．銅
どう

鏡
きょう

　カ．馬具	 キ．蘇
そ

我
が

氏	 ク．大
おお

伴
とも

氏	 ケ．物
ものの

部
べ

氏	 コ．渡
と

来
らい

人
じん

　サ．水
みず

城
き

	 シ．四
し

天
てん

王
のう

寺
じ

	 ス．飛
あす か

鳥寺
でら

	 セ．隋
ずい

	 ソ．唐
とう

　タ．大
やまと

和	 チ．663	 ツ．676	 テ．朝鮮出兵	 ト．白
はく

村
そん

江
こう

の戦い

Ⅲ．１～５の城などの所在地（都府県）と、一般に構築年とされている年を、それぞれ記号で答
えなさい。（各１点）

１．元
げん

寇
こう

防
ぼう

塁
るい

　　	２．姫
ひめ

路
じ

城　　	３．聚
じゅ

楽
らく

第
てい

　　	４．品川台場（お台場）　　	５．多賀城

【所在地】　ａ．東京	 ｂ．宮城	 ｃ．兵庫	 ｄ．福岡	 ｅ．京都

【構築年】　ア．724	 イ．1276	 ウ．1587	 エ．1609	 オ．1853
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Ⅳ．次の史料を読んで、各問に答えなさい。

一、百姓の衣類、この以前より御
ご

法
はっ

度
と

の如
ごと

く、庄屋は妻子共に絹・紬
つむぎ

、布（麻）・木
も

綿
めん

、脇
わき

百姓
は布・木綿ばかり着すべし。

一、百姓の食物常々雑穀を用うべし。 ① 	はみだりに食さざる様に申し聞かすべき事。
一、市・町へ出て、むざと酒のむべからざる事。
一、壱人身の百姓煩い紛れ無く、耕作成りかね侯時は、五人組は申すに及ばず、その一村として、
相互に助けあい、田畑しつけ、収納せしめ候様ニ仕

つかまつ

るべき事。
一、五穀の費

つい

えに候あいだ、たばこの儀、当年より本田畑・新田畑とも、一
いっ

切
さい

作るまじき事。
一、田畑永代の売買仕

つかまつ

るまじき事。
（『御触書寛保集成』）

問１　空欄	 ① 	に当てはまる語句はなにか、書きなさい。（２点）

問２　年貢のうち、田畑と屋敷地を基準に賦課されるものをなんというか、書きなさい。（２点）

問３　村を単位として年貢を賦課・徴税する制度をなんというか、書きなさい。（２点）

問４　下線部にある「五人組」とは、農家を五戸ごとに編成する制度である。この五人組はど
のようなことに対して連帯責任を負うことになっているのか、二つ書きなさい。（各２点）

問５　下線部にある「五穀の費えに候あいだ、たばこの儀、当年より本田畑・新田畑とも、一
切作るまじき事」に関して、検地帳に記載されている本田で稲以外の作物の栽培を禁止し
た法令を何というか、書きなさい。（２点）

問６　この史料のような農民の心得が作成された背景として正しいものを、下記から２つ選ん
で記号で答えなさい。（各２点）

ア．村の代表者が百姓全体の要求をまとめて領主に直訴する一揆が増加した。
イ．年貢や夫

ぶ

役
やく

が重く、困窮して村をはなれる農民が多かった。
ウ．水車による灌漑や排水設備の整備により、二毛作が普及した。
エ．大飢饉によって本格的な農民対策を講ずる必要が生じた。
オ．荘園・公領の中心地や寺社の門前で定期市が開かれるようになった。
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問７　江戸時代の農村の生活の説明として正しいものを以下から２つ選びなさい。（各２点）

ア．村では肥料となる草や木を採取する入
いり

会
あい

地
ち

を共同利用し、村民は自治のために村入用
を負担した。

イ．幕府は年貢を取り立てるために、農民に対しては、河川の土木工事での夫役労働や街
道での人足や馬を差し出す伝

てん

馬
ま

役
やく

は課さなかった。
ウ．村の運営は幕府による法令に沿って行われ、村法（村掟）などは設けられなかった。
エ．村の自治に参加することを許されたのは、検地帳に記載された自営農民である水呑百

姓だった。
オ．村には、本百姓のなかから、名

な

主
ぬし

（庄屋）、組
くみ

頭
がしら

、百姓代などの村役人が置かれた。
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Ⅴ．次の分の１～ 15 の空欄に入る語句を、語群のなかから選び記号で答えなさい。（各１点）

　日本が（　１　）を受
じゅ

諾
だく

すると、それにもとづき、（　２　）を最高司令官とする、アメリカ
軍主体の連合国軍が日本に進

しん

駐
ちゅう

してきた。そして、1945（昭和 20）年９月２日に降伏文書の調
印が行われ、日本の主権のおよぶ範囲は本州・四国・九州・北海道、および連合国の定める諸
小島にかぎられた。
　マッカーサーは、（　３　）（GHQ／ SCAP）を東京に設置し、占領政策を日本政府に指令す
るという、間接統治の方法を取った。
　占領政策の基本方針は、（　４　）の排除と（　５　）に置かれた。まず（　６　）が解体さ
れて、内

ない

地
ち

・外
がい

地
ち

の将兵が復員し、民間人の引き揚げも進められた。戦争犯罪の疑いのある政
府や軍部の指導者は逮捕され、その責任を追及された。うち 28 名は（　７　）として起訴され、
（　８　）で審

しん

理
り

された。戦争に協力した者や超国家主義者ら約 21 万人も、（　９　）の対象と
なった。
　さらに、GHQは、（　10　）と（　11　）の廃止、共産党員など政治犯の釈

しゃく

放
ほう

を指令した（人
権指令）。ついで、（　12　）、労働者の団結権の保障、教育の民主化、秘密警察制度の廃止、経
済の民主化の、いわゆる五大改革を指令した。国家と（　13　）の分離が指令され、1946 年１月、
（　14　）は、いわゆる人間宣言を行って、天皇の（　15　）を否定した。

【語群】
　ア．幣

しで

原
はら

喜
きじゅうろう

重郎	 イ．女性の解放	 ウ．軍隊	 エ．神道
　オ．極

きょく

東
とう

国
こく

際
さい

軍
ぐん

事
じ

裁
さい

判
ばん

	 カ．治安維持法	 キ．ヤルタ宣言
　ク．連

れん

合
ごう

国
こく

軍
ぐん

最
さい

高
こう

司
し

令
れい

官
かん

総
そう

司
し

令
れい

部
ぶ

	 ケ．民主化	 コ．軍国主義
　サ．マッカーサー	 シ．仏教	 ス．特

とく

別
べつ

高
こう

等
とう

警
けい

察
さつ

　セ．アイゼンハウアー	 ソ．貴族院	 タ．Ａ級戦犯	 チ．神格性
　ツ．ポツダム宣言	 テ．公職追放	 ト．昭和天皇
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Ⅵ．次の各文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．明治政府は、西洋を範とする法典の編さんのため、イギリスの法学者ボアソナードを招き
1880（明治 13）年には憲法に先行し刑法と治罪法を公布した。

２．京都に窯を築いた酒
さか

井
い

田
だ

柿
かき

右
え

衛
も

門
ん

が上
うわ

絵
え

付
つけ

法をもとに色
いろ

絵
え

を完成し京焼の祖となった。

３．下
しも

総
うさ

佐
さ

原
わら

の商人で天
てん

文
もん

方
かた

に学んだ緒
お

方
がた

洪
こう

庵
あん

は、幕府の命を受けて全国の沿岸を測量し、大
だい

日
に

本
ほん

沿
えん

海
かい

輿
よ

地
ち

全
ぜん

図
ず

の完成に道を開いた。

４．雑誌『白
しら

樺
かば

』（1910 ～ 23 年）を中心に、都会的感覚と西欧的教養を身につけた芥
あくた

川
がわ

龍
りゅう

之
の

介
すけ

は『暗夜行路』などを著し人気を博した。

５．琉球では 12 世紀頃から農耕が始まり、各地で指導者である按
あ

司
じ

の成長とともに、立派な石
垣によるグスクが築かれた。

６．厩
うまや

戸
と

王
おう

（聖
しょう

徳
とく

太
たい

子
し

）の創建といわれる東大寺（斑
いかるが

鳩寺）は、中
ちゅう

門
もん

・金堂・五重塔・歩
ほ

廊
ろう

が
飛鳥時代の様式を伝えている。

７．有力守護の一人佐
さ

々
さ

木
き

導
どう

誉
よ

（高
たか

氏
うじ

）は、キリシタン大名として連歌・茶の湯・生花などの
諸芸能に奇才を発揮した。

８．明治政府は琉球王国を日本領とする方針をとって、1872（明治５）年に琉球藩をおいた。
琉球国王の尚

しょう

巴
は

志
し

は藩王とし、ついで 1879（明治 12）年に琉球藩を廃止し沖縄県を設置した。

９．大
だい

仙
せん

陵
りょう

古墳（仁
にん

徳
とく

天
てん

皇
のう

陵
りょう

古墳）は、大阪府堺市にある墳丘の長さが 486mの巨大な古墳で
ある。同市東部に展開する百

も ず

舌鳥古墳群の盟主的位置を占めると考えられている。大阪府羽
は

曳
びき

野
の

市・藤
ふじ

井
い

寺
でら

市にある古
ふる

市
いち

古墳群とともに 2019 年世界遺産に登録されている。

10．中
なか

曽
そ

根
ね

康
やす

弘
ひろ

内閣は戦後政治の総決算をとなえて行財政改革を推進し、電電公社、専売公社、
郵政公社の三公社を民営化し、大型間接税の導入をはかった。










