
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載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載された以外の選択科目を解答した場合は、得点とみなさない。

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．次の文章を読み、後の問いに答えなさい。　

　13 世紀における琉球では、各地に（　１　）というリーダーが出現し、（　２　）時代が形
成された。さらに、14 世紀になると（　１　）の中からより強力な世の主と称する統率者が
現れ、現在の今帰仁を中心とした（　３　）、浦添を中心とした（　４　）、大里を中心とした

（　５　）に大型グスクが築かれるようになった。これを（　６　）時代という。
　その後、1429 年、（　４　）の支配者であり第一尚氏王統をひらくことになる（　７　）が

（　６　）を統一し、琉球国が成立したとされる。（　８　）王の時代になると、海外交易に
より繁栄を謳

おう

歌
か

した琉球国の様子が刻まれた通称「（　９　）の鐘」が鋳
ちゅう

造
ぞう

され、琉球人は
（　10　）としてヨーロッパにおいても知られるようになった。
　 Ａ  年には、金丸が王位につき、（　11　）王と称し、第二尚氏王統をひらいた。第二尚
氏王統第三代の（　12　）王の時代には Ｂ  の編

へん

纂
さん

が始められた。

問１　空欄（　１　）～（　12　）に当てはまる語句を下記の選択肢ア～ノから選びなさい。
（各１点）

ア　貝塚 イ　戦国 ウ　グスク エ　大名 オ　武士
カ　按司 キ　豊見親 ク　東山 ケ　西山 コ　南山
サ　北山 シ　中山 ス　三国 セ　三山 ソ　三大
タ　尚真 チ　尚泰久 ツ　尚円 テ　尚巴志 ト　円覚寺
ナ　万国津梁 ニ　崇元寺 ヌ　ウチナー ネ　レキオ
ノ　リュウチュウ

問２　空欄 Ａ ・ Ｂ  に当てはまる西暦または語句を書きなさい。（各２点）

2022（令和4）年度　沖縄国際大学一般選抜試験問題

経済学部
【琉球・沖縄史】

※　解答はすべて解答用紙に記入すること。
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Ⅱ．次の各文の下線部分が正しければ〇をつけ、間違っていたら正しい語句を書きなさい。
（各２点）

１．1609 年３月、島津氏の軍勢が琉球国に侵攻した。敗北した琉球からは尚泰王と重臣らが
捕虜として薩摩に連行された。

２．薩摩侵攻の２年後に島津氏は琉球国王と重臣らを帰国させたが、三司官の一人謝名親方
（鄭迵）は島津氏に忠誠を誓う起請文への連判を拒否して処刑された。

３．島津氏は 1611 年には掟二十一カ条を発布し、琉球支配の枠組みを定めた。

４．薩摩の支配下の琉球で、摂政として様々な改革を主導したのが羽地朝秀（尚象賢）である。
彼がとなえた「日琉同祖論」の言説は、後に「琉球処分（併合）」を正当化する政治思想
として利用された。

５．羽地朝秀の改革をうけて、琉球国再建に努めた蔡鐸は、『御教条』を刊行、各村に配布し
て儒教思想による意識改革をはかった。

６．組踊は 1719 年の尚敬王冊封の時、踊奉行の平敷屋朝敏によって創作され、冊封使をもて
なす御冠船踊の演目の１つとして初演された。

７．琉歌はオモロを母体として成立した八・八・八・六音を主とする定型詩である。女流歌人
として恩納ナビーや吉屋チルーが有名である。

８．程順則（名護親方）が明から持ち帰った『六諭衍義』は、後に薩摩を通じて幕府に送られ
た。和訳された『六諭衍義大意』は寺小屋の教科書として使われた。



経済学部　琉球・沖縄史　8 − 3

Ⅲ．次の文章を読み、後の問いに答えなさい。

　1894 年に①日清戦争が勃発すると、明治政府による士族層への②懐柔策などで一時下火に
なっていた（　１　）（親清派）と（　２　）（親日派）の対立が再燃した。戦争の進展とともに、
憶測や流言が飛び交い、清国の（　３　）が沖縄を攻撃するとの情報が流れると県内は大いに
動揺した。中学や師範学校では、③熊本鎮台沖縄分遣隊を援護する（　４　）を組織し、有事
に備えた。鹿児島を主とした寄留商人や官吏は、自衛組織として（　５　）をつくって武装化し、
清国軍艦の来襲と（　６　）の反乱に備えた。
　しかし、清国の沖縄への来襲はなく、戦争も日本の勝利に終わった。その後、沖縄県民の意
識も大きく変化し、皇民化教育と日本への同化が次第に進み、標準語や和装・洋服の普及、男
性の（　７　）や女性の（　８　）を廃止するなど沖縄社会は近代化に向けて新たな展開を始
めた。

問１　空欄（　１　）～（　８　）に当てはまる語句を下記の選択肢ア～セから選びなさい。
（各１点）

ア　黒党（クルー） イ　頑固党 ウ　白党（シルー） エ　開化党
オ　南洋艦隊 カ　北洋艦隊 キ　義勇団 ク　同盟義会
ケ　隣組 コ　沖縄人 サ　清国人 シ　ハジチ
ス　カタカシラ セ　モーアシビ

問２　下線部①に関して、下関条約で遼東半島・澎湖列島と共に日本に割譲された地名を書き
なさい。（２点）

問３　収奪の手段としても用いられ、沖縄の近代化を遅らせた大きな要因といわれている
下線部②の総称を書きなさい。（２点）

問４　下線部③が、清国軍来襲の際に焼き払うよう計画を立てていた中国系渡来人の居住地名
を書きなさい。（２点）
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Ⅳ．次の文章を読み、後の問いに答えなさい。

　1945 年３月に始まった沖縄戦では、20 数万の尊い人命が奪い去られた。 Ａ  の暴風とも
いわれた激しい攻撃の下で、一般住民の戦死者は、軍人のそれをはるかに上回った。当時の県
民の Ｂ  人に一人が亡くなったともいわれる。沖縄戦は日本における唯一の県民を総動員
した地上戦であり、アジア・太平洋戦争で最大規模の戦闘であった。
　沖縄戦による犠牲者は、直接の戦闘によるものだけではない。①追い詰められて自ら命を
絶たされる者や、②敗走する自国軍隊の犠牲にされる者もいた。戦火を逃れるため③沖縄
から日本（本土）や台湾などに疎開する途中で攻撃され犠牲となる者もいた。屋我地島の沖縄  

Ｃ  に収容されていたハンセン病患者らは社会的に隔離され、防空壕堀りから戦後復興まで
自らの手で担わなければならなかった。宮古や八重山では、食料不足や④戦争マラリアによっ
て多くの住民が犠牲となった。
　戦争体験者の高齢化によって、直接体験談を聞く機会が減ってきている。昨今の新型コロナ
ウイルス感染症の拡大により、体験学習の機会が中止・延期される場合も少なくない。他方で、
2021 年 10 月現在、辺野古新基地建設に、沖縄戦戦没者の Ｄ  が混じった土砂が使われるこ
とが危惧されている。⑤戦争の記憶をどう継承していくのかは、今を生きる私たちに課せられ
た重大な課題である。

問１　空欄 Ａ  ～ Ｄ  に当てはまる語句または数字を書きなさい。（各２点）

問２　下線部①に関して、その著書『沖縄ノート』において、日本軍による強制や誘導につい
ての記述をめぐり訴訟を起こされた作家（2011 年に勝訴が確定）の名前を書きなさい。

（２点）

問３　下線部②に関して、1945 年６月 26 日にアメリカ軍が上陸したことを契機として日本軍
による住民虐殺事件が相次いで起こされた島の名前を、下記の選択肢ア～エから選びなさ
い。（２点）

ア　久米島　　　　　　　イ　瀬長島　　　　　　　ウ　津堅島　　　　　　　エ　硫黄島

問４　下線部③に関して、1944 年８月 21 日に那覇港を出港したものの、翌 22 日に撃沈され、
多くの犠牲者を出した船の名前を書きなさい。（２点）
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問５　下線部④に関する記述として、適切でないものを、下記の選択肢ア～エから選びなさい。
（２点）

ア　日本軍の円滑な戦闘遂行のため、住民がマラリア有病地へ強制移住させられた。
イ　沖縄戦が組織的に終了したとされる６月 23 日以降も、強制移住が続いていた。
ウ　戦争マラリアにより、八重山諸島の人口の約一割が亡くなった。
エ　日本政府は戦争マラリアによる住民被害を認め、犠牲者への補償を行っている。

問６　下線部⑤に関して、沖縄県営平和祈念公園にある、国籍や軍人・民間人の別なく、すべ
ての戦没者の氏名を刻んで残すことを掲げて建てられた碑の名称を書きなさい。（２点）

問７　戦争の記憶を継承していくために沖縄県内に建てられた資料館・慰霊碑・戦跡等として、
適切でないものを、下記の選択肢ア～エから選びなさい。（２点）

ア　遊就館 イ　八重山平和祈念館 ウ　ひめゆり平和祈念資料館
エ　旧海軍司令部壕
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Ⅴ．次の文章を読み、後の問いに答えなさい。

　日本への「復帰」を記念して、沖縄では、３大事業として、①復帰記念植樹祭、沖縄特別国
民体育大会（通称（　１　）国体）、 Ａ  博覧会が開催された。（　１　）国体では、一部種
目への自衛隊員の参加の是非をめぐり、県内で論争となった。その後 1987 年には「復帰」15
周年を記念して、通称（　２　）国体が開催されたが、日の丸掲揚や君が代演奏に対する反対
もあった。（　１　）国体や Ａ  博覧会に向けて、道路や空港・港湾整備をはじめとして
インフラ整備が進んだ一方で、日本（本土）企業による土地の買い占め、物価高、（　３　）な
どが問題となった。（　３　）は、（　４　）湾での CTS（石油備蓄基地）建設においても問題
となった。
　また、日本政府は、日本（本土）と沖縄の格差是正を図り、諸制度を円滑に移行させて沖縄
県経済を発展させるため、復帰特別措置と沖縄開発三法（沖縄振興開発特別措置法、 Ｂ  庁
設置法、沖縄振興開発金融公庫法）を定めた。沖縄振興開発特別措置法の下では、10 年単位の
沖縄振興開発計画が策定された。第 Ｃ  次計画から地元が自主性を発揮できるよう、計画
の策定主体が国から県へ移行された。2022 年３月には第５次計画の期限を迎える。沖縄経済社
会の将来像がどのようにあるべきか、改めて考えていく必要がある。

問１　空欄（　１　）～（　４　）に当てはまる語句を下記の選択肢ア～コから選びなさい。
（各１点）

ア　黒潮 イ　太陽 ウ　若夏 エ　海邦 オ　デフレ
カ　環境破壊 キ　労働力不足 ク　金武 ケ　中城 コ　泡瀬

問２　空欄 Ａ  ～ Ｃ  に当てはまる語句または数字を書きなさい。（各２点）

問３　下線部①に関して、同植樹祭では、国土の保全だけでなく、戦争で山林が焼き払われ、
地形までかわったといわれる島を“緑豊かで平和なふるさと”にするということが謡われ
た。植樹祭の会場となった、沖縄戦における最激戦地の一つで、沖縄県平和祈念公園が位
置する、現在の糸満市にある字名を書きなさい。（２点）
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Ⅵ．次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。

　2000 年 12 月、「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として、琉球国王の居城であった 
Ａ  、中城城跡、勝連城跡、座喜味城跡、今帰仁城跡、 Ｂ  、玉陵、園比屋武御獄石門、

識名園が Ｃ  に登録された。
　2021 年７月、ユネスコ世界遺産委員会において、鹿児島県から沖縄県の南西諸島にまたがる

「奄美大島、徳之島、 Ｄ  北部及び Ｅ  」を世界自然遺産に登録することが決定された。
　これらの島々は、世界的に独特で重要な絶滅危惧種や固有種の生息・生育地となっている。
そのため、本地域は（　１　）の保全にとって極めて重要な地域となっている。これらの島々
には、それぞれの地域にアマミノクロウサギ、トクノシマトゲネズミ、飛べない鳥 Ｆ  や
ネコ科の Ｇ  などの多様な固有種が生息している。
　2018 年には、同地域の世界自然遺産の登録に向けて環境省や関係自治体は、（　２　）のう
ち一部の返還跡地を国立公園に編入するなど、保護地区の指定・拡張に努めてきた。また、世
界自然遺産推薦地の「顕著な普遍的価値」を保全するため、（　３　）などの侵略的外来種の防除、
希少種の違法採取やロードキルの防止、適切な観光の実現などが課題であり、多様な主体が協
働し、取組みを進めてきた。
　一方で、世界自然遺産登録地に含まれる（　２　）返還跡地からは、大量の空包や鉄板、放
射性物質を含んだ通信部品など、米軍由来の廃棄物が度々発見されたり、同訓練場内外でのヘ
リコプター演習等による（　４　）が地域住民の生活環境や自然環境に影響を及ぼしているこ
とが指摘されている。将来世代に「遺産」として継承していくためには、日米両政府、県内外
の関係主体や県民のなお一層の協働と取組みが求められている。

問１　空欄 Ａ  ～ Ｇ  に当てはまる語句を書きなさい。（各２点）

問２　空欄 Ｄ ・ Ｅ  に当てはまる島々の地図（図１）上の位置を、①～⑦から選びなさい。
（各２点）

問３　空欄（　１　）～（　４　）に当てはまる語句を下記の選択肢ア～シから選びなさい。
（各１点）

ア　景観 イ　米軍キャンプ・シュワブ ウ　火災
エ　マングース オ　米軍北部訓練場 カ　資源
キ　騒音 ク　イシカワガエル ケ　陸上自衛隊与那国駐屯地
コ　生物多様性 サ　ヤンバルテナガコガネ シ　航空ショー
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　（図１）南西諸島の地図（一部）
　〔出所：国土地理院「白地図」を基に作成した。〕


