
『日本書紀』によれば ,6 世紀の初めに百済から儒教などとともに医学が伝わってきたことが知られる。渡来人のもたらす知識が重

用され ,その後確立する律令制の中にも医学は官僚機構の一環として整備されていった。

一方で ,この時代には仏教と医療や医学の結びつきがきわめて密接であったことも重要である。例えば , 現在奈良市西ノ京に建っ

ている ア  は , 天武天皇が皇后の病気回復を祈って建立したものである。また , 8 世紀前半に聖武天皇の皇后 イ  が

病者救済のために置いたといわれる悲田院は ,皇后の出身である藤原氏の氏寺興福寺に設けられたのが最初と考えられている。さら

に ,僧侶の中には看病禅師として天皇などの側近に仕え , 医療と祈
き

禱
とう

にあたるものもいた。8 世紀後半に称徳天皇と結んで権勢を極

め , ついには天皇の地位をねらった ウ  はその一人である。9 世紀に入ると，天皇の側近でその心身の健康を祈る護持僧がお

かれるようになるが ,①その中で重要な役割を果たしたのが真言宗など密教の僧侶であった。

鎌倉時代に入ると , 臨済宗の開祖である エ  が , 茶の薬としての効能を記した『喫
きっ

茶
さ

養
よう

生
じょう

記
き

』を著して将軍に献上している。

また , 奈良の南都仏教の側では ,律宗の叡
えい

尊
ぞん

が貧しい民衆の救済にあたったほか ,その弟子の オ  は , 東大寺の北側にハン

セン病患者のための施設である北
きた

山
やま

十
じゅう

八
はっ

間
けん

戸
ど

をつくるなど ,社会事業に積極的な動きを見せた。続く南北朝の内乱以来 ,政治的な安

定が長く続かず② 15 世紀の半ば以降戦国の時代に入って戦乱が続くと ,戦場でのけがを治療する「金
きん

瘡
そう

医
い

」が活躍するようになった。

現在の外科医と同様のことを行った彼らは③時
じ

宗
しゅう

の僧侶である場合が多く , 傷の治療とともに戦死者の弔いも行うことがあった。

16 世紀後半になってヨーロッパ人が来航すると ,宣教師たちによって新たな医学がもたらされ仏教の影響力も薄れた。蘭方と呼ば

れたこの医学は ,17 世紀以降のいわゆる鎖国のもとで本格的な発展をはばまれていたが ,薬学の分野では カ  が『大
や ま と

和本
ほん

草
ぞう

』

を著して薬草や鉱物の分類と解説を行うなど ,独自の発展が見られた。蘭方の実力が歴然となったのは ,1774 年に豊前中津藩医前野

良沢と若狭小浜藩医の キ  らによって ,オランダの解剖書『ターヘル =アナトミア』を翻訳した『［　Ｘ　］』が刊行されてか

らである。蘭方への関心が高まるなか , ク  が大坂で開いた適塾では医学だけでなくヨーロッパの先進的学問全般が学ばれ ,

福沢諭吉など明治維新後に政治や学問の分野で活躍する人物を多数輩出した。また , オランダ商館の医師であった ケ  が長

崎で開いた④鳴滝塾でも ,医学に限らない広い知識が教えられた。

幕府も開国後には コ  を設けて ,海外の知識の積極的導入をはかった。その流れは明治維新後の新政府にも引き継がれ ,幕

府の設けた医学所が東京大学医学部に発展するなど ,学問の各分野での近代化が進められた。やがて ,医学や薬学の分野でも ,⑤地

道な研究に支えられた日本人による成果が発表されるようになった。

(1  ) 文中の ア  ～ コ  に入る適切な語を ,次の《語群》から選び ,それぞれ記せ。

《語群》　最澄　　　　唐招提寺　　空海　　　　忍性　　　　　道鏡　　　貝原益軒　　宮崎安貞　　栄西

　　　　レザノフ　　光明子　　　緒方洪庵　　シーボルト　　薬師寺　　蕃書調所　　杉田玄白

(2  ) 下線部①について ,この背景について述べた文として適切なものを ,次の A ～ C から１つ選び ,記号で記せ。

A　密教では加
か

持
じ

祈
き

禱
とう

が重視され ,これが病気治療にも効果的と考えられた。

B　密教は誰もが極楽浄土に往生できると説いたので ,安心感があった。

C　密教の僧侶たちの中には中国に渡って医学を学んできたものがたくさんいた。

(3  ) 下線部②について ,全国的な戦国時代に入るきっかけとなった大乱を何というか。

(4  ) 下線部③の時
じ

宗
しゅう

について述べた文として適切なものを ,次の A ～ C から１つ選び ,記号で記せ。

A　法華経を唯一絶対の経典として帰
き

依
え

することで ,国家と庶民の暮らしの安定を説いた。

B　一
いっ

切
さい

衆
しゅ

生
じょう

の極楽往生を約束し ,踊り念仏などの熱狂の中で人々に広がった。

C　静かな環境の中でひたすら瞑
めい

想
そう

することにより心の救済を求めた。

(5  ) 文中の空欄［　Ｘ　］にあてはまる出版物を ,次の図 A ～ C から１つ選び ,記号で記せ。

A   　B      C

                図 A　　　　　　　図 B　　　　　　　図 C

(６ ) 下線部④について ,ここで教えを受けた高野長英はのちに幕政批判をした罪で処罰されることとなるが ,その事件を何という

か。

(７ ) 下線部⑤について,こうした研究成果と研究者の組み合わせとして誤っているものを,次の A ～ D から１つ選び,記号で記せ。

A　タカジアスターゼの創製 … 高峰譲吉 B　ペスト菌の発見 … 北里柴三郎

C　ビタミン B1 の抽出 … 鈴木梅太郎  D　赤痢菌の発見 … 坪内逍遙

学力検査問題 [ 日本史 ]   　( その１）
（2023 － 般ⅠＡ）

解答はすべて解答用紙に記入せよ。

次の文章を読み ,(1 ) ～ (7 ) の問に答えよ。1



弥生時代に列島での農耕が本格的にはじまるのとあわせて , 遺跡からは武器などが発見されるようになり，余剰生産物や労働力を

めぐる争いが発生したことを知ることができる。こうした争いの中から一定の範囲を支配する政治的まとまりが出現し , それが大

陸の政治勢力から見たときに①｢国 （クニ）」という形で表現されることになる。こうした「クニ」の姿を知る参考となるのが , 九

州から関東にかけて広く分布する , 濠で囲まれた ア  遺跡や , 生活の場所とは考えにくい小高い山の上などに営まれていた 

イ  遺跡である。これらは , 争いのために営まれたものと考えられている。

争いは「クニ」の統合を進めていくことになるが , そのようななかで , 3 世紀前半には， ウ  を中心とする 29 ばかりの「ク

ニ」の連合が中国の魏
ぎ

王朝と交渉のあったことが知られている。 ウ  の女王 エ  は , 魏王朝から「親魏倭王」の称号

を与えられ，②｢鬼
き

道
どう

をこととし能
よ

く衆を惑
まど

わす」と書かれるようなやり方で支配を行っていた。また , 身分制とともに役人も存在

したと考えられている。

このあとも列島の中では小国分立状態の中で争いが続いたと考えられるが , 徐々に政治的まとまりの範囲は拡大していった。それ

は , 3 世紀後半から列島の各地で造営されるようになった③古墳の様式や形態などから推測することができる。4 世紀末から 5 世紀

にかけては , 古墳の中でも最大規模のものが近畿地方につくられている。このころに , この地方を中心とした オ  と呼ばれ

る大きな政治的まとまりが形成されたと推測される理由である。

この間も大陸との交渉は続いており , 高句麗の カ  の業績を記録した石碑の碑文には 4 世紀の末に列島の勢力が朝鮮半島

で高句麗と戦ったことが記されている。その背景には , ［　Ｘ　］という事情があったと考えられ , 半島からの先進的技術や資源

が オ  によって独占されていたことをうかがわせる。④ 5 世紀から 6 世紀の初めにかけては , 中国南朝の宋に連続的に使節が

列島から送られていたとの記録が『宋書』倭国伝にある。そこには , 使節を送ってきた 5 人の王の名前が記されており , あわせて 

キ  と呼ばれている。一方 ,  キ  の 5 番目の「武」王と考えられている⑤｢獲
わ

加
か

多
た

支
け

鹵
る

」の名前が刻まれた鉄剣などが

近畿地方から遠く離れた地域で発見されていることから , 列島の統一が拡大していたことも推測できる。

(1  ) 文中の ア  ～ キ  に入る適切な語を , 次の《語群》からそれぞれ選び , 記せ。

《語群》　ヤマト政権　　卑弥呼　　　環濠集落　　　垣内集落　　高地性集落　　

　　　　邪馬台国　　　好太王　　　漢委奴国王　　倭の五王　　五人組

(2  ) 下線部①について , このことに関する下の史料を読み , (a ) ～ (ｂ) の問に答えよ。

(ⅰ) 建武中元二年 , 倭の奴国 , 貢を奉じて朝賀す。使人自ら大夫と称す。倭国の極

南界なり。光武 , 賜ふに印綬を以てす。安帝の永初元年 , 倭の国王帥 ( 師 ) 升等 ,  

 百六十人を献じ , 請見を願ふ。(『後漢書東夷伝』原漢文 )

(a  ) 下線部 (ⅰ) の年号は紀元何世紀の半ばのものか。

(ｂ ) 資料の空欄に入る適語を答えよ。 

(３ ) 下線部②について , このような支配のやり方を , 「鬼道」という語の内容に注目して , わかりやすく説明せよ。

(4  ) 下線部③について , このことを説明した文として誤っているものを , 次の A ～ C から１つ選び , 記号で記せ。

A　いずれも竪穴式石室を埋葬施設として持ち , 銅鏡など呪術的副葬品を伴っている。

B　前方後円墳の中には離れた地域で相似形をしたものがあり，造営法に統一が見られる。

C　墳丘の斜面は盛り土のみであり，土留めの設備を特に設けていなかった。

(5  ) 文中の空欄［　Ｘ　］内を補う短文として適切なものを , 次の A ～ C から１つ選び , 記号で記せ。

A　貨幣を造るための銅を求めて半島に進出していた。

B　争いで優位に立てる鉄製武器をつくるための鉄資源を求めて半島南部に進出していた。

C　すぐれた陶器を作るための土と工人を求めて半島に進出していた。

(6  ) 下線部④について , この使節派遣の目的として適切なものを , 次の A ～ C から１つ選び , 記号で記せ。

A　半島を実質的に支配下に入れたので，さらなる支配地域の拡大をねらって中国にも進出しようとした。

B　半島からの技術や資源にあきたらず，中国本土からも手に入れるきっかけをつかもうとした。

C　半島における政治的 ･外交的優位を中国の王朝に保障してもらおうとした。

(7  ) 下線部⑤について , この鉄剣などが発見されている県名と遺跡名の組み合わせとして適切なものを , 次の A ～ Cから１つ選

び , 記号で記せ。

A　埼玉県 … 稲荷山古墳　　　B　新潟県 … 城の山古墳　　　C　岡山県 … 造山古墳

学力検査問題 [ 日本史 ]   　( その２）
（2023 － 般ⅠＡ）

解答はすべて解答用紙に記入せよ。

次の文章を読み , (1 ) ～ (7 ) の問に答えよ。2



学力検査問題 [ 日本史 ]   　( その３）
（2023 － 般ⅠＡ）

解答はすべて解答用紙に記入せよ。

緊縮財政を方針とする①第 2 次西
さい

園
おん

寺
じ

公
きん

望
もち

内閣は , 陸軍の 2 個師団増設の要求を拒否した。1912 年末, 陸軍大臣は単独で辞職し,

陸軍が後任者の推薦を拒んだことから西園寺内閣は総辞職に追い込まれた。かわって②第 3 次桂太郎内閣が成立すると , 広範な国民

勢力は ア  をスローガンに掲げて , 内閣打倒を目指す③第一次 イ  が起こった。桂太郎は新政党を結成してこれに対

抗しようとしたが, 内閣不信任決議案提出と, 民衆運動の高まりで, 1913 年わずか 50 日余で退陣した。これを ウ  という。

この後も閥族出身者が組閣し続けたが , 1916 年 , 東京帝国大学教授 エ  が④｢民本主義」を唱導した論文を『中央公論』に

発表するなど , 国民の間に政治の民主化を求める動きが強まった。しかし , 第 2 次大隈重信内閣は長州閥や陸軍の支援のもと 1915
年の総選挙で圧勝し, 2 個師団増設案が議会を通過した。大隈内閣総辞職後も長州出身で陸軍大将の寺

てら

内
うち

正
まさ

毅
たけ

が超然内閣を組織した。

そのころ , ロシアでは , 1917 年に労働者・農民と兵士が帝政や第一次世界大戦の継続に反対して革命をおこし , 帝国は崩壊して

世界初の オ  国家が誕生した。この革命への干渉戦争として , 列国とともに日本も出兵した。1918 年 , この出兵を見越した

米の投機的買占が横行すると , ⑤富山県の漁村の主婦の行動をきっかけに起きた米騒動が全国に連鎖的に広がった。政府は軍隊を出

動させ鎮圧にあたったが , 騒動収束後まもなく寺内内閣は総辞職した。

民衆運動の力を目のあたりにした元老たちも カ  を認め , 立憲政友会の総裁 キ  が組閣した。この内閣は , 陸相 ･

海相 ･外相以外の閣僚を党員から任命した本格的な カ  で ,  キ  は華族でも藩閥出身者でもなく衆議院議員であった

ので ク  とよばれ国民各層から期待され , 積極政策をすすめたが ,  ケ  制の実施には冷淡で , 選挙人の納税資格を

直接国税 3 円以上に引き下げ , 小選挙区制を取り入れただけであった。1925 年 ,  ケ  法が成立し , ⑥1928 年に実施された。

有権者は 306 万人から 1240 万人に増え , 国民の政治参加の道が広げられたが , ⑦女性参政権の実現はならなかった。

(1  ) 文中の ア  ～ ケ  に入る適切な語・数字を，次の《語群》からそれぞれ選び，記せ。

《語群》　普通選挙　　閥族打破・憲政擁護　　平民宰相　　護憲運動　　　民権運動　　　大正政変　　　

　　　　原敬　　　　加藤高明　　　　　　　制限選挙　　社会主義　　　政党内閣　　　吉野作造　　　

(2  ) 下線部①，②について ,この 2 人が交互に内閣を担当した時代を何というか答えよ。

(3  ) 下線部③について ,この運動の中心は，立憲国民党の犬養毅と立憲政友会の尾崎行雄であった。この二人は，後に「□□の神様」

と称えられた。□□に入る漢字 2 文字を答えよ。

(4  ) 下線部④について ,この語句の内容を説明した文章として適切なものを次のＡ～Ｃから１つ選び記号で答えよ。

　Ａ　国家の主権が法理上人民にあるとする学説

　Ｂ　国家主権の活動の目標が政治上人民にあるとする学説

　Ｃ　国家の主権がどこにあるかは人民とは関わりないとする学説

(5  ) 下線部⑤について ,このできごとを当時の新聞は何と報じたか。次の A ～ C から１つ選び ,記号で記せ。

A　越前海士一揆　　　B　能登漁村一揆　　　C　越中女房連一揆

(6  ) 下線部⑥について ,このできごとの同年に改正された法律と ,それによって弾圧された政党の正しい組み合わせを ,次の A ～

C から１つ選び，記号で記せ。

A　治安警察法 … 社会民主党　　　B　治安警察法 … 日本共産党　　　C　治安維持法 … 日本共産党

(7  ) 下線部⑦について ,これが実現した西暦年を答えよ。

次の文章を読み ,(1 ) ～ (7 ) の問に答えよ。3



(1 )

ア イ ウ エ

オ カ キ ク

ケ コ

(2 ) (3 ) (4 )

(5 ) (6 ) (7 )

解答用紙 [日本史 ]
2023

般ⅠＡ
受　験

番　号

1

2

3

(1 )

ア イ ウ エ

オ カ キ

(2 ) （a） 　　　世紀 （b） 　

(3 )

(4 ) (5 ) (6 ) (7 )

(1 )

ア イ ウ

エ オ カ

キ ク ケ

(2 ) (3 )

(4 ) (5 )

(6 ) (7 ) 　 年



解答用紙 [日本史 ]
2023

般ⅠＡ
受　験

番　号

1

2

3

(1 )

ア 薬師寺 イ 光明子 ウ 道鏡 エ 栄西

オ 忍性 カ 貝原益軒 キ 杉田玄白 ク 緒方洪庵

ケ シーボルト コ  蕃書調所

(2 ) A (3 ) 応仁の乱 (4 ) B

(5 ) A (6 ) 蛮社の獄 (7 ) D

(1 )

ア 環濠集落 イ 高地性集落 ウ 邪馬台国 エ 卑弥呼

オ ヤマト政権 カ 好太王 キ 倭の五王

(2 ) （a） 1　　世紀 （b） 生口 

(3 )
　　まじないや占いなどの呪術的権威を背景に政治を行った。

(4 ) C (5 ) B (6 ) C (7 ) A

(1 )

ア 閥族打破・憲政擁護 イ 護憲運動 ウ 大正政変

エ 吉野作造 オ 社会主義 カ 政党内閣

キ 原 敬 ク 平民宰相 ケ 普通選挙

(2 ) 桂園時代 (3 ) 憲政

(4 ) B (5 ) C

(6 ) C (7 ) 1945　 年


