
 1 

【FdData 高校入試：中学社会歴史：政治外交史(近代～現代)】 
[近代・現代の政治史／明治／大正／昭和(戦前)／昭和(戦後)～平成／総合／ 
近代・現代の対外関係／明治／大正・昭和(戦前)／昭和(戦後)～平成／総合／世界史／ 
FdData 入試製品版のご案内] 
 

 [FdData 入試ホームページ]掲載の pdf ファイル(サンプル)一覧] 
※次のリンクは[Shift]キーをおしながら左クリックすると，新規ウィンドウが開きます 
社会： [社会地理]，[社会歴史]，[社会公民] 
理科： [理科 1 年]，[理科 2 年]，[理科 3 年] 
数学： [数学 1 年]，[数学 2 年]，[数学 3 年] 
※全内容を掲載しておりますが，印刷はできないように設定しております 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fdtext.com/dan/index.html
http://www.fdtext.com/dan/index.html#shachi
http://www.fdtext.com/dan/index.html#shareki
http://www.fdtext.com/dan/index.html#shakou
http://www.fdtext.com/dan/index.html#rika1
http://www.fdtext.com/dan/index.html#rika2
http://www.fdtext.com/dan/index.html#rika3
http://www.fdtext.com/dan/index.html#suu1
http://www.fdtext.com/dan/index.html#suu2
http://www.fdtext.com/dan/index.html#suu3


 2 

【】近代・現代の政治史 
 
 [要点] 

幕末
ばくまつ ペリーの浦賀

う ら が

来航(1853)→日米
にちべい

和親
わ し ん

条約
じょうやく(1854)→日米修好

しゅうこう

通商
つうしょう

条約(1858)→
国内経済の混乱→尊王

そんのう

攘夷
じょうい

運動→安政
あんせい

の大獄
たいごく(井伊

い い

直
なお

弼
すけ)→桜田

さくらだ

門外
もんがい

の変(1860) 
薩長
さっちょう

同盟
どうめい(1866)(坂本龍

りゅう

馬
ま )→討幕運動・「ええじゃないか」(1867) 

→大政
たいせい

奉還
ほうかん(1867)→王政

おうせい

復古
ふ っ こ

の大号令
だいごうれい→戊辰

ぼ し ん

戦争 
明治
め い じ

初期 五
ご

箇条
かじょう

の御誓文
ご せ い も ん(1868)・版籍

はんせき

奉還
ほうかん(1869)→廃藩

はいはん

置県
ち け ん (1871)→岩倉

いわくら

使節団
し せ つ だ ん(1871) 

学制
がくせい

公布(1872)・徴兵令
ちょうへいれい(1873)・地租

ち そ

改正
かいせい(1873) 

富国
ふ こ く

強兵
きょうへい

・殖産
しょくさん

興業
こうぎょう(富岡

とみおか

製糸場
せいしじょう) 文明開化・福沢

ふくざわ

諭
ゆ

吉
きち

の『学問のすゝめ』 
征
せい

韓論
かんろん

をめぐる対立→民撰
みんせん

議院
ぎ い ん

設立の建白書
けんぱくしょ(板垣退

いたがきたい

助
すけ)(1874)→自由民権運動 

西南
せいなん

戦争(1877) 
明治中期 国会期成同盟(1880)→国会開設の詔勅(1881) 

→自由党(板垣退助)(1881)・立憲
りっけん

改進党
かいしんとう(大隈

おおくま

重信
しげのぶ)(1882) 

内閣制度(1885) 
大日本帝国憲法発布(1889)・第 1 回帝国議会(1890)・教育勅語

ちょくご(1890) 
明治後期 治外法権

ち が い ほ う け ん

の撤廃
てっぱい(1894)・日清

にっしん

戦争(1894)→下関
しものせき

条約
じょうやく(1895)→三国

さんごく

干渉
かんしょう(1895) 

八幡
や は た

製鉄所の設立(1901)  義和団
ぎ わ だ ん

事件(1900)→ロシアとの対立→日英
にちえい

同盟
どうめい

(1902) 
日露
に ち ろ

戦争(1904)→ポーツマス条約(1905)→日比谷
ひ び や

焼き打ち事件(1905) 
韓国
かんこく

併合
へいごう(1910) 大逆

たいぎゃく

事件(1910) 関税自主権の回復(1911) 
中国で辛亥

しんがい

革命(1911)(孫文
そんぶん

の三民主義) 
大正
たいしょう 第一次護憲

ご け ん

運動(1912)  
第一次世界大戦(1914)→二十一か条の要求(1915) 大戦景気(成金

なりきん

の出現) 
米
こめ

騒動
そうどう(1918)→原敬

はらたかし

の政党内閣が成立(最初の本格的な政党内閣)(1918) 
朝鮮で三・一独立運動(1919)・中国で五・四運動(1919) 
大正デモクラシー・吉野

よ し の

作造
さくぞう

の民本
みんぽん

主義 小作
こ さ く

争議
そ う ぎ

・婦人参政権運動・水平社
すいへいしゃ

運動，関東大震災
だいしんさい(1923) 

第二次護憲運動(1924)→加藤
か と う

高明
たかあき

内閣成立→普通選挙法・治安
ち あ ん

維持法
い じ ほ う (1925) 

昭和
しょうわ(戦前) 世界恐慌

きょうこう(1929) 
満州
まんしゅう

事変
じ へ ん (1931)→満州国(1932)→五・一五事件(1932)→国際連盟脱退(1933) 

二・二六事件(1936) 
日中戦争(1937)→国家総動員法(1938)・大政

たいせい

翼賛会
よくさんかい(1940) 

ドイツのポーランド侵入で第二次世界大戦が始まる(1939) 
→日

にち

独伊
ど く い

三国同盟(1940)→日ソ中立条約(1941)→太平洋戦争(1941)→沖縄戦・

広島・長崎への原爆投下(1945)→ポツダム宣言受諾
じゅだく→敗戦 
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昭和(戦後) 国際連合の成立(1945) 
婦人参政権(20 歳以上の男女)，財閥

ざいばつ

解体
かいたい(1945)，農地改革(自作農の育成)(1946) 

日本国憲法公布(1946)・施行(1947) 
朝鮮戦争(1950)→サンフランシスコ平和条約(1951)・日米安全保障条約(1951) 
日ソ国交回復(1956)→国連への加盟(1956) 
高度経済成長(1955～1974 年)，東京オリンピック(1964)，日韓

にっかん

基本条約(1965) 
沖縄の返還(1972)，中国と国交回復(1972)，石油危機(1973) 
日中平和友好条約(1978) 

＊時代区分を理解しやすくするため，明治を①初期(初期の改革～西南戦争(明治 10 年))，②

中期(大日本帝国憲法・帝国議会の開設(明治 23 年))，③後期(日清・日露戦争～明治末)の 3
つに分けた。 
[年代暗記法] 
幕末  ：いや御三(1853)家！とペリー来航／日米和親，一夜越し(1854)／一番こわい(1858)

通商条約／水戸の一派群れて(1860)直弼暗殺／人はムム(1866)と薩長同盟／いや

むな(1867)しく大政奉還 
明治初期：人は狼狽

ろうばい(1868)御誓文／人はむく(1869)れる版籍奉還／藩とはいわない(1871)県
という／使節の苦労いとわない(1871)／学制発布，人は何(1872)かと批判する／

いやな山村(1873)地租改正／いやな山村(1873)徴兵令／民撰議院，板垣さんのい

い話(1874)／西南戦争討伐なかなか(1877)難しい 
明治中期：人は晴れ(1880)やか期成同盟／国会を開く勅諭に人は「はい！」(1881)／党派は

一(1881)番自由党／博文は一番早い(1885)総理大臣／憲法発布いち早く(1889)／
帝国議会日は暮れ(1890)て／人や軍を(1890)育てた勅語 

明治後期：人や苦心(1894)の条約改正／一発急襲(1894)日清戦争／先約ご(1895)破産三国干

渉／遠くをに(1902)らんで日英同盟／引くをよし(1904)て開戦決定日露戦争／

「火くれい」(1901)と八幡製鉄操業開始／幾十(1910)年韓国泣かせた韓国併合／

条約改正ひどくいい(1911)／辛亥の三民主義は一句いい(1911) 
大正時代：行く人に(1912)よびかけ護憲運動を／第一次大戦行く銃士(1914)／ひどく遺恨

い こ ん

(1915)の二十一／引く否(1917)とレーニンロシア革命／得意な(1917)顔でシベリ

ア出兵／行く人は(1918)やる米騒動／行く行く(1919)排日三・一独立運動／行く

行く(1919)排日五・四運動／一苦にお(1920)う国際連盟／幾人さ(1923)まよう大

震災／男子のみ行くにこにこ(1925)と投票所／幾人殺(1925)した治安維持法 
昭和戦前：ひどく憎(1929)い世界恐慌／いくさ人(1931)満州事変に勇みたち／いくさに

(1932)反対犬養さん／国際連盟引くサッサ(1933)／二・二六ひどく寒い(1936)日
におこる／いくさ長(1937)びく日中戦争／いくさは(1938)みなでと総動員／戦苦

(1939)しい第二次大戦／ひどくよ(ぉ)(1940)ごれた翼賛会／行くよお(1940)ごっ

た日独伊／行くぞよい(1941)かと真珠湾／人窮
きゅう

し降(1945)伏ポツダム受諾 
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昭和戦後：平和を説く仕事(1945)国際連合／農民がひどく喜ぶ(1946)農地改革／憲法は戦後

日本の行く進路(1946)／行くよ苦(1949)心の中国建国／ひどく号令(1950)朝鮮戦

争／サンフランシスコへ行く合意(1951)／日ソ間，国交断絶解くころ(1956)だ／

人苦労し(1964)て金メダル／日韓のひどくむごい(1965)歴史を精算／行く何人

(1972)も沖縄へ／行く何人(1972)も中国へ／中東の遠く波(1973)受け石油危機／

友好条約得なは(1978)ず 
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【】明治 
[問題] 
 次のア～エを，年代の古いものから順に並べよ。 
ア 桜田門外の変    イ 日米修好通商条約調印 
ウ 王政復古の大号令  エ 大政奉還 
(佐賀県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ→ア→エ→ウ 
[解説] 
1858 年，大老井伊直弼はアメリカのハリスと日米修好通商条約を締結した。貿易が始まると

経済が混乱し，外国人を排斥する攘夷運動とともに幕府に対する反感も高まった。井伊直弼

は，こうした動きを力で押さえ込もうとしたが(安政の大獄)，逆に尊王攘夷運動が急速に高

まり，井伊直弼は江戸城桜田門外で水戸の浪士によって暗殺された。その後，薩長同盟が結

ばれて，討幕運動が激しくなっていった。この動きに対して徳川慶喜は 1867 年に大政奉還

をおこなって，名目上は政権を朝廷に返して，実権を保持しようとした。これに対し，朝廷

は王政復古の大号令を出して，徳川家に領地の返上などを命じた。 
 
 
[問題] 
 次のア～エを年代の古いものから順に並べよ。 
ア 薩摩藩と長州藩は，坂本龍馬のなかだちで，薩長同盟を結んだ。 
イ 政府は廃藩置県を行い，各県に県令を任命した。 
ウ 井伊直弼は，水戸藩の浪士らにより，桜田門外で暗殺された。 
エ 政府は，税収の安定をはかるため，地租改正を実施した。 
(新潟県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ→ア→イ→エ 
[解説] 
ウ(幕末：1860 年)→ア(幕末：1866 年)→イ(明治：1871 年)→エ(明治：1873 年) 
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[問題] 
 右図は，伊勢神宮などのお札が天から降ってきたといって，人々

が「ええじゃないか」と，はやしたてながら踊るさわぎを描いたも

のである。このさわぎがおこったころのできごとはどれか。 
ア 大塩平八郎が乱をおこした。 
イ 徳川慶喜が大政奉還を申し出た。 
ウ 大日本帝国憲法が発布された。 
エ 富山県で米騒動がおこった。 
(栃木県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
[解説] 
新しい世の中が来ることを期待して，民衆が「ええじゃないか」と叫んで踊りまわるさわざ

が起こったのは，大政奉還，王政復古の大号令が出された 1867 年。 
 
 
[問題] 
 次のア～エを年代の古い順に並べよ。 
ア 「ええじゃないか」が流行した。 
イ 第 1 回帝国議会議員選挙が行われた。 
ウ 初めての官営工場が富岡に完成した。 
エ 富山県で米騒動がおこった。 
(富山県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア→ウ→イ→エ 
[解説] 
ア(幕末：1867 年)→ウ(明治初期：1872 年(明治 5 年))→イ(明治中期：1890 年(明治 23 年))→
エ(大正：1918 年) 
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[問題] 
 次のア～エを古い順に並べかえ，符号で書け。 
ア 藩が廃止されて府・県が置かれ，中央から府知事・県令が派遣された。 
イ 国会期成同盟が結成されて，政府に国会の開設を求めるようになった。 
ウ 江戸を東京と改称し，年号を明治に改めて，東京が新しい首都となった。 
エ 徴兵令が出され，満 20 歳に達した男子は兵役の義務を負うことになった。 
(大分県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ→ア→エ→イ 
[解説] 
ウ(明治初期：1868 年)→ア(明治初期：1871 年の廃藩置県)→エ(明治初期：1873 年)→イ(明
治中期：1880 年) 明治初期のできごとは，新政府発足(年号を明治，五箇条の御誓文)→藩の

廃止(版籍奉還・廃藩置県)→岩倉使節団→三大改革(学制・徴兵令・地租改正)の順。 
 
 
[問題] 
 右の資料が描かれたころの政策として適切なものを，次のア～エ

から選べ。 
ア ロシアに対抗するために，日英同盟を結んだ。 
イ 中央集権国家を確立するために，廃藩置県を行った。 
ウ 重工業の発展をはかるために，八幡製鉄所を設立した。 
エ 社会主義運動を取り締まるために，治安維持法を制定した。 
(群馬県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
[解説] 
資料の絵には，ちょんまげ姿の人物と洋服の人物がともに描かれている。明治初期の文明開

化のころを描いている。 
イ(明治初期：1871 年)→ウ(明治後期：1901 年)→ア(明治後期：1902 年)→エ(大正：1925 年) 
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[問題] 
 次のア～エのうち，明治初期のころの政治の様子について述べたものはどれか。その記号

を書け。 
ア 六波羅探題が設置され朝廷の監視がおこなわれた。 
イ 太閤検地がおこなわれ年貢徴収の安定が図られた。 
ウ 廃藩置県がおこなわれ，政府の中央集権化が進められた。 
エ 財閥が解体され経済の民主化が進められた。 
(広島県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ 
[解説] 
ア(鎌倉：1221 年の承久の乱後に設置)→イ(桃山)→ウ(明治初期：1871 年)→エ(昭和(戦後)) 
 
 
[問題] 
 地租改正条例が出されたころのできごとを，次のア～エから 1 つ選べ。 
ア 農地改革が行われた。 
イ 天保の改革が行われた。 
ウ 普通選挙法が成立した。 
エ 学制が公布された。 
(滋賀県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
[解説] 
地租改正は明治初期の三大改革(学制・徴兵令・地租改正)の１つ。 
イ(江戸：1841 年)→エ(明治初期：1872 年)→ウ(大正：1925 年)→ア(昭和(戦後)) 
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[問題] 
 西南戦争が起こった背景について述べた文として最も適当なものを，次のア～エの中から

選んで，そのかな符号を書け。 
ア 政府に不満をもっていた士族たちは，西郷隆盛らが征韓論をめぐる意見の対立から政府

を去ったあと，西日本の各地で反乱を起こした。 
イ 全国の代表者が大阪に集まり，国会期成同盟をつくって政府に国会の開設を求めたが，

政府のきびしい取りしまりの中で民衆の不満が蓄積した。 
ウ 朝廷が王政復古の大号令によって天皇を中心とする政治に戻すことを宣言して徳川氏に

領地の返上などを要求したため，これを不満とする旧幕府軍が戦争を起こそうとした。 
エ 薩摩藩と長州藩は，土佐藩出身の坂本龍馬のなかだちでひそかに同盟を結び，幕府をた

おす計画を進めた。 
(愛知県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
藩閥
はんばつ

政治に対する不満は，一方では自由民権運動を生んだが，他方では佐賀の乱，萩の乱な

どの不平士族の反乱をもたらした。その最大のものは，征韓論に敗れて鹿児島に帰った西郷
さいごう

隆盛
たかもり

が中心になっておこした西南
せいなん

戦争である。(西南戦争討伐なかなか(1877)難しい) 政府

軍は約半年をついやしてこれを鎮圧した。これを最後に士族の反乱はおさまった。 
 
[問題] 
 ア～エを古い順に並べかえ，左から記号を書け。 
ア 西郷隆盛らが西南戦争をおこしたが，徴兵制によって組織された政府軍におさえられた。 
イ 内閣制度が創設され，伊藤博文が初代内閣総理大臣に就任した。 
ウ 政党として板垣退助が自由党を，その翌年には大隈重信が立憲改進党を結成した。 
エ 岩倉具視を代表とする使節団が派遣され欧米の政治や産業などを見聞してきた。 
(長野県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ→ア→ウ→イ 
[解説] 
エ(明治初期：岩倉使節団 1871 年)→ア(明治初期：西南戦争 1877 年)→ウ(明治中期：自由党

結成 1881 年)→イ(明治中期：内閣制度 1885 年) 
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[問題] 
 次のア～ウのことがらを古い順に並べ，符号で書け。 
ア 立憲政治の開始に備えて，内閣制度が創設され，伊藤博文が初代の内閣総理大臣に就任

した。 
イ 板垣退助らは，国民が政治に参加できる道を開こうと，民撰議院設立の建白書を政府に

提出した。 
ウ 欧米の進んだ政治や産業，社会などを視察するため，岩倉具視を全権大使として使節団

が派遣された。 
(岐阜県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ→イ→ア 
[解説] 
ウ(明治初期：岩倉使節団 1871 年)→イ(明治初期：民撰議院設立建白書 1874 年)→ア(明治中

期：内閣制度 1885 年) 
 
 
[問題] 
 次のア～ウのできごとを，年代の古い順に並べ，その記号を左から書け。 
ア 大日本帝国憲法の発布 
イ 廃藩置県の実施 
ウ 西南戦争 
(長崎県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ→ウ→ア 
[解説] 
イ(明治初期：廃藩置県 1871 年)→ウ(明治初期：西南戦争 1877 年)→ア(明治中期：大日本帝

国憲法の発布 1889 年) 
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[問題] 
 1880 年代後半の日本のできごととして最も適当なものを，ア～エから 1 つ選び，符号を

書け。 
ア 大日本帝国憲法が発布された。 
イ 治安維持法が制定された。 
ウ 王政復古の大号令が発せられた。 
エ 国家総動員法が制定された。 
(大分県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
ウ(幕末：王政復古の大号令 1867 年)→ア(明治中期：大日本帝国憲法発布 1889 年)→イ(大正：

治安維持法 1925 年)→エ(昭和：国家総動員法 1938 年) 
 
 
[問題] 
 わが国の繊維工業は，明治時代における産業革命の中心として発展した。わが国の産業革

命に先がけて 1882(明治 15)年に大阪に設立された民間の紡績会社は，イギリス製の紡績機を

取り入れ，高い利益をあげた。次のうち，この紡績会社が設立されたころのわが国のできご

とについて述べた文として正しいものはどれか。1 つ選び，記号を書け。 
ア 原敬が首相となり，本格的な政党内閣が成立した。 
イ 日米和親条約が結ばれ，下田と函館の 2 港が開かれた。 
ウ 議会政治の確立をめざした大隈重信は，立憲改進党を結成して党首となった。 
エ 政府が地主の土地を買い上げて小作人に安く売りわたす農地改革が行われた。 
(大阪府) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ 
[解説] 
イ(幕末：日米和親条約 1854 年)→ウ(明治中期：立憲改進党結成 1882 年)→ア(大正：原敬の

政党内閣 1918 年)→エ(昭和(戦後)：農地改革 1946 年) 
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【】大正 
[問題] 
 第一次世界大戦中に起きたできごととして正しいものを，次から 1 つ選べ。 
[ 米騒動 国家総動員法の制定 五・一五事件 治安維持法の制定 ] 
(新潟県) 
[解答欄] 

 

[解答]米騒動 
[解説] 
(大正：第一次世界大戦 1914～1918 年)→(大正：米騒動 1918 年)→(大正：治安維持法 1925
年)→(昭和(戦前)：五・一五事件 1932 年)→(昭和(戦前)：国家総動員法 1938 年) 
 
 
[問題] 
 次のア～エのうち，大正時代のできごとでないものはどれか，1 つ選べ。 
ア 普通選挙法が制定される。 
イ 本格的な政党内閣がうまれる。 
ウ 米騒動が全国に広がる。 
エ 大日本帝国憲法が発布される。 
(徳島県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
[解説] 
エ(明治中期：大日本帝国憲法発布 1889 年)→ウ(大正：米騒動 1918 年)→イ(大正：原敬内閣

1918 年)→ア(大正：普通選挙法 1925 年) 
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[問題] 
 1914年から 1920年代にかけて日本国内でおこったできごとを述べた文として誤っている

ものを，次のア～エから 1 つ選び，記号で答えよ。 
ア シベリア出兵を見こんだ米の買いしめなどにより米価が急上昇し，米騒動が全国に広ま

った。 
イ 小学校の就学率が急速に高まり，4 年と定められていた義務教育の年限が 6 年に延長さ

れた。 
ウ 衆議院で第一党の立憲政友会の総裁であった原敬を首相とする本格的な政党内閣が成立

した。 
エ 小作料の引き下げなどを求める小作争議がさかんになり，日本農民組合がつくられた。 
(山形県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
[解説] 
義務教育の年限が 4 年から 6 年に延長されたのは明治時代の 1907 年。 
 
 
[問題] 
 民本主義は，吉野作造によってとなえられ，大正デモクラシーの風潮に影響を与えた。こ

の風潮が起こった時期のことがらとして適切なものを，次のア～エから 1 つ選んで，その符

号を書け。 
ア 民撰議院設立建白書が提出される。 
イ 原敬の政党内閣が成立する。 
ウ 福沢諭吉が『学問のすゝめ』を書く。 
エ 農地改革が実施される。 
(兵庫県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
[解説] 
ウ(明治初期：福沢諭吉の『学問のすゝめ』1872 年)→ア(明治初期：民撰議院設立建白書 1874
年)→イ(大正：原敬の政党内閣 1918 年)→エ(昭和(戦後)：農地改革 1946 年) 
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[問題] 
 大正デモクラシーとよばれる自由主義の風潮が高まったころのようすを示す文を，次のア

～エから 1 つ選び，記号で答えよ。 
ア 四大公害裁判などがおこなわれ，公害反対の住民運動が全国に広がった。 
イ 国会の開設を要求する運動が，全国的にくり広げられた。 
ウ 農村では，小作料の減免などを求める小作争議がさかんになった。 
エ 世の中がかわることを期待し，「ええじゃないか」というさわざが流行した。 
(山口県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ 
[解説] 
エ(幕末：「ええじゃないか」1867 年)→イ(明治初期～中期：自由民権運動)→ウ(大正：小作

争議)→ア(昭和(戦後)) 
 
 
[問題] 
 1920 年に国際連盟が設立されたが，このころ，日本国内における女性にかかわる動きにつ

いて，正しく述べたものを，次のア～エから 1 つ選び，記号で答えよ。 
ア 普通選挙を要求する運動が高まり，それとともに女性の参政権を求める運動もおこった。 
イ 学制が公布され，男子も女子も小学校教育を受けることが義務づけられた。 
ウ 20 歳以上のすべての男女に選挙権が与えられ，女性の国会議員も登場した。 
エ 自由民権運動が活発になり，この運動に参加する女性もあらわれた。 
(山形県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
イ(明治初期：学制 1872 年)→エ(明治初期～中期：自由民権運動)→ア(大正：大正デモクラシ

ー)→ウ(昭和(戦後)：婦人参政権) 
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[問題] 
 関税自主権の回復～第二次護憲運動の間の時期におけるわが国の様子について述べている

ものを，1 つ選んで記号を書け。 
ア 国家総動員法が公布され，戦時体制が強められた。 
イ 民主化が推進され，農村では農地改革が行われた。 
ウ 文明開化の風潮のなかで，福沢諭吉が著した「学問のすゝめ」が広く読まれた。 
エ 民本主義が吉野作造によって説かれ普通選挙の実現を求める声が高まっていった。 
(秋田県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
[解説] 
関税自主権の回復は明治の末年 1911 年。第二次護憲運動は 1924 年(大正 13 年)。 
ウ(明治初期：福沢諭吉「学問のすゝめ」1872 年)→エ(大正：大正デモクラシー)→ア(昭和(戦
前)：国家総動員法 1938 年)→イ(昭和(戦後)：農地改革 1946 年) 
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【】昭和(戦前) 
[問題] 
 日本のできごとを記した 6 枚のカードを，年代の古いものから

並べようとして，右の図のように 3 枚まで並べた。図中 X，Y，Z
には，残りのア～ウの 3 枚のカードのうち，それぞれどのカード

があてはまるか，その符号を書け。 
(残りのカード 3 枚) 
ア 国家総動員法が公布される。 
イ 二・二六事件が起こる。 
ウ 満州事変が起こる。 
(千葉県) 
[解答欄] 

X Y Z 

[解答]X ウ Y イ Z ア 
[解説] 
ウ(満州事変 1931 年)→(五・一五事件 1932 年)→(国際連盟脱退 1933 年)→イ(二・二六事件

1936 年)→(日中戦争 1937 年)→ア(国家総動員法 1938 年) 
 
 
[問題] 
 1936 年に国会議事堂が完成した。この時すでに政党政治はとだえ，軍部の政治への発言力

が強くなっていた。次のア～エは，そのころのできごとである。年代の古い順に，左から記

号を書け。 
ア 日中戦争  イ 太平洋戦争  ウ 満州事変  エ 世界恐慌 
(長野県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ→ウ→ア→イ 
[解説] 
エ(世界恐慌 1929 年)→ウ(満州事変 1931 年)→ア(日中戦争 1937 年)→イ(太平洋戦争 1941年) 
 
 



 17 

[問題] 
 次のア～エのできごとを古い順に並べよ。 
ア 日本が国際連盟を脱退する。 
イ 日独伊三国同盟が結ばれる。 
ウ 日中戦争が始まる。 
エ 満州事変が起こる。 
(群馬県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ→ア→ウ→イ 
[解説] 
エ(満州事変 1931年)→ア(国際連盟脱退 1933年)→ウ(日中戦争 1937年)→イ(日独伊三国同盟

1940) 
 
 
[問題] 
 次のア～ウをおこった順に並べよ。 
ア 五・一五事件がおこる。 
イ 大政翼賛会ができる。 
ウ 普通選挙法が制定される。 
(徳島県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ→ア→イ 
[解説] 
ウ(大正：普通選挙法 1925 年)→ア(昭和：五・一五事件 1932 年)→イ(昭和：大政翼賛会 1940
年) 
 
[問題] 
 日本は 1933 年に国際連盟を脱退したが，この年に最も近い時期のできごとはどれか。 
ア 五・一五事件がおこった。 
イ 日本が韓国を併合した。 
ウ 治安維持法が制定された。 
エ 版籍奉還が行われた。 
(神奈川県) 
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[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
エ(明治初期：版籍奉還 1869 年)→イ(明治後期：韓国併合 1910 年)→ウ(大正：治安維持法 1925
年)→ア(昭和：五・一五事件 1932 年)→(昭和：国際連盟脱退 1933 年) 
 
 
[問題] 
 ア～ウについて年代の古いものから順に書け。 
ア 米騒動の直後に，原敬が首相となった。 
イ 政党は解散し，大政翼賛会にまとめられた。 
ウ 五・一五事件によって，政党政治はとだえた。 
(大阪府) 
[解答欄] 

 

[解答]ア→ウ→イ 
[解説] 
ア(大正：原敬内閣成立 1918 年)→ウ(昭和：五・一五事件 1932 年)→イ(昭和：大政翼賛会 1940
年) 
 
 
[問題] 
 古い順に並べたものとして正しいものを，次のア～エの中から 1 つ選べ。 
ア 満州事変→国家総動員法制定→東京大空襲→国際達盟脱退 
イ 満州事変→国際連盟脱退→国家総動員法制定→東京大空襲 
ウ 国家総動員法制定→満州事変→東京大空襲→国際連盟脱退 
エ 国際連盟脱退→国家総動員法制定→満州事変→東京大空襲 
(佐賀県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
[解説] 
満州事変(1931 年)→国際連盟脱退(1933 年)→国家総動員法制定(1938 年)→東京大空襲(1945
年) 
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[問題] 
 右の資料は・第一次世界大戦が終わってからポツダム宣言

を受諾するまでの，ある時期の写真である。この写真の時期

の社会のようすについて述べた文として適切なものを，次の

ア～エの中から 1 つ選び，記号で答えよ。 
ア 生活物資が欠乏し，ほとんどの品物が配給制になった。 
イ 文明開化の風潮が広がり，都市には洋風の建物が増えた。 
ウ 働く女性が増え，女性の参政権を求める運動が本格化した。 
エ 世界恐慌の影響を受け，企業の倒産や失業者が増大した。 
(静岡県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
写真は太平洋戦争末期の学童の集団疎開の様子である。政府は，アメリカ軍の本土爆撃に備

え，都市の小学生を地方の農村に集団疎開させた。このころ，食料品などの生活物資が不足

し，配給制となっていた。 
 
 
[問題] 
 太平洋戦争中のできごととしてあてはまるものを，ア～エから 1 つ選べ。 
ア 戦争に対する国民の不満が爆発し，日比谷焼き打ち事件がおこった。 
イ 景気が良くなり，にわかに大金持ちになった「成金」が現れた。 
ウ 空襲をさけるために，大都市の児童は，地方に疎開させられた。 
エ 社会主義運動が活発になり，大逆事件がおこった。 
(徳島県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ 
[解説] 
ア(明治後期：日露戦争後・日比谷焼き打ち事件 1905 年)→エ(明治後期：大逆事件 1910 年)→
イ(大正：第一次大戦 1914～1918 年)→ウ(昭和：太平洋戦争 1941～1945 年) 
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[問題] 
 満州事変～ポツダム宣言の受諾の期間に起こった我が国のできごとを，ア～エから 2 つ選

び，年代の古い順に，その記号を書け。 
ア 原敬の政党内閣が成立した。 
イ 日本が国際連盟を脱退した。 
ウ サンフランシスコ平和条約が結ばれた。 
エ 大政翼賛会が結成された。 
(愛媛県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ→エ 
[解説] 
ア(大正：原敬内閣成立 1918 年)→満州事変(昭和：1931 年)→イ(昭和：国際連盟脱退 1933
年)→エ(昭和：大政翼賛会 1940 年)→ポツダム宣言受諾(昭和：1945 年)→ウ(昭和(戦後)：サ

ンフランシスコ平和条約 1951 年) 
 
 
[問題] 
 1938 年～1945 年の時期のわが国の様子を述べている文を 1 つ選んで記号を書け。 
ア 政党や政治団体は解散し，新たに結成された大政翼賛会に合流した。 
イ 吉野作造が，普通選挙で民意を政治に反映させる民本主義を主張した。 
ウ 労働者を保護するため，労働条件の最低基準を定めた労働基準法が制定された。 
エ 陸軍の青年将校らが反乱をおこし，大臣などを襲撃した二・二六事件が発生した。 
(秋田県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
イ(大正：大正デモクラシー)→エ(昭和：二・二六事件 1936 年)→ア(昭和：大政翼賛会 1940
年)→ウ(昭和(戦後)) 
 
 



 21 

[問題] 
 A～D を古い順に並べよ。 
A 沖縄戦の始まり 
B 広島・長崎への原爆投下 
C 五・一五事件 
D 沖縄の日本復帰 
(沖縄県) 
[解答欄] 

 

[解答]C→A→B→D 
[解説] 
C(昭和：五・一五事件 1932 年)→A(昭和：太平洋戦争末期の沖縄戦 1945 年 3 月)→B(昭和：

太平洋戦争末期の広島・長崎への原爆投下 1945 年 8月)→D(昭和(戦後)：沖縄の日本復帰 1972
年) 
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【】昭和(戦後)～平成 
[問題] 
 次のア～エを年代の古い方から順に，符号で並べよ。 
ア アメリカが施政権をにぎっていた沖縄の日本への復帰が実現した。 
イ 日本は 48 か国との間に，サンフランシスコ平和条約を調印した。 
ウ 日ソ共同宣言が出されたのち，日本が国際連合に加盟した。 
エ 日本国憲法が公布され，翌年から施行された。 
(宮崎県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ→イ→ウ→ア 
[解説] 
エ(日本国憲法公布 1946 年)→イ(サンフランシスコ平和条約 1951 年)→ウ(日ソ共同宣言→国

際連合加盟 1956 年)→ア(沖縄の日本への復帰 1972 年) 
 
 
[問題] 
 次のア～エのうち，1940 年代後半のわが国のできごとについて述べているものはどれか。

1 つ選び，その記号を書け。 
ア 女性の解放を唱えてきた平塚らいてうらは，男女共学などを求める運動をくり広げた。 
イ 義務教育が 6 年に延長され，小学校の男女間の就学率の差もほとんどなくなった。 
ウ 岩倉使節団に同行した留学生には，男子のほかに津田梅子ら 5 人の少女も加わった。 
エ 20 歳以上のすべての男女に選挙権が与えられて，初めて女性の国会議員も生まれた。 
(岩手県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
[解説] 
ウ(明治初期：岩倉使節団 1871 年)→イ(明治後期：義務教育が 6 年間に延長 1907 年)→ア(大
正：大正デモクラシー)→エ(昭和(戦後)：婦人参政権 1945 年) 
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[問題] 
 戦後の改革について述べた文として誤っているものを，次のア～エの中から 1 つ選び，そ

の記号を書け。 
ア 選挙権が 20 歳以上のすべての男女にあたえられた。 
イ 戦前の体制を経済的に支えたとして，財閥が解体された。 
ウ 農地改革が行われて，地主・小作関係が改められ，多くの自作農が生まれた。 
エ 学制が発布され，6 歳以上の男女すべてが小学校教育を受けることとされた。 
(埼玉県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
[解説]ア～ウは戦後の改革。エは明治初期の 1872 年 
 
 
[問題] 
 日本は，アメリカ軍を主力とした連合国軍に占領された。当時，食料不足は深刻で，物価

上昇も激しく，国民の暮らしは非常に厳しいものでした。このころのできごとについて述べ

た文として最も適当なものはどれか。下のア～エのうちから 1 つ選び，その符号を書け。 
ア 戦争遂行のため，国民生活や物資の統制ができる法律が定められた。 
イ 中央集権化を図るために，全国の藩主に土地と人民を返上させた。 
ウ 日本経済を支配してきた三井・三菱・住友・安田などの財閥が解体された。 
エ イギリスと条約を結び，領事裁判権の撤廃と関税自主権の一部を回復した。 
(千葉県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ 
[解説] 
イ(明治初期：版籍奉還 1869 年)→エ(明治後期：領事裁判権の撤廃 1894 年)→ア(昭和(戦前)：
国家総動員法 1938 年)→ウ(昭和(戦後)：財閥解体 1945 年) 
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[問題] 
 1950 年代後半のことがらとして適切なものを，次のア～エから 1 つ選んで，その符号を

書け。 
ア 日中平和友好条約が調印される。 
イ 日本が国際連合へ加盟する。 
ウ 大阪で万国博覧会が開催される。 
エ 沖縄が日本へ復帰する。 
(兵庫県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
[解説] 
イ(国連へ加盟 1956 年)→ウ(大阪で万国博覧会 1970 年)→エ(沖縄が日本へ復帰 1972 年) 
→ア(日中平和友好条約 1978 年) 
 
 
[問題] 
 高度経済成長の時期に起こったできごとを，次のア～エから選べ。 
ア 財閥解体 
イ 東海道新幹線開通 
ウ 長野オリンピック開催 
エ 日中平和友好条約調印 
(群馬県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
[解説] 
日本の高度経済成長は 1955～1974 年までの 20 年間である。 
ア(財閥解体 1945年)→イ(東海道新幹線開通 1964年)→エ(日中平和友好条約 1978年)→ウ(長
野オリンピック 1998 年) 
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[問題] 
 1972 年のできごととして正しいものを次から 1 つ選び，記号を書け。 
ア 沖縄が日本に復帰した。 
イ 日中平和友好条約が結ばれた。 
ウ 財閥解体や農地改革が行われた。 
エ 男女雇用機会均等法が施行された。 
(大阪府) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
ウ(財閥解体 1945 年，農地改革 1946 年)→ア(沖縄が日本に復帰 1972 年)→イ(日中平和友好

条約 1978 年)→エ(男女雇用機会均等法 1986 年) 
 
 
[問題] 
 日中平和友好条約が結ばれたのちにおこったできごとを，次のア～エの中から 1 つ選んで，

その記号を書け。 
ア 日韓基本条約が結ばれた。 
イ 日本が国際連合に加盟した。 
ウ 東西のドイツが統一された。 
エ サンフランシスコ平和条約が結ばれた。 
(茨城県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ 
[解説] 
エ(サンフランシスコ平和条約 1951 年)→イ(国連に加盟 1956 年)→ア(日韓基本条約 1965
年)→(日中平和友好条約 1978 年)→ウ(東西ドイツの統一 1990 年) 
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【】総合 
[問題] 
 次の A～D のできごとを，年代の古い順に並べよ。 
A 国会開設を要求する文書が国会期成同盟によって作成され政府に提出され。 
B 北京郊外の盧溝橋で日本と中国の軍隊が衝突する事件が起こった。 
C 「元始，女性は太陽であった」のことばが載った青鞜社の雑誌が創刊された。 
D 日本は，三国干渉によって関係が悪化していたロシアに対抗するため，イギリスと同盟

を結んだ。 
(岡山県) 
[解答欄] 

 

[解答]A→D→C→B 
[解説] 
A(明治中期：国会期成同盟 1880 年)→D(明治後期：日英同盟 1902 年)→C(大正：平塚らいて

うの青鞜社)→B(昭和：日中戦争 1937 年) 
 
 
[問題] 
 次のア～エは，近代の鉄道にかかわることがらである。年代の古い順に並べかえ，その順

に記号で書け。 
ア 九州で西南戦争がおこると，政府は九州に向かう兵士たちを港まで輸送するため，鉄道

を利用した。 
イ 第一次世界大戦中，日本は中国に二十一か条の要求を出し，南満州鉄道の租借期限の延

長などを求めた。 
ウ 関東大震災後，東京では郊外の宅地開発が進み，通勤のため，多くの人々が鉄道を利用

するようになった。 
エ ポーツマス条約により，ロシアから長春以南の鉄道利権を得た日本は，満州経営を本格

化した。 
(埼玉県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア→エ→イ→ウ 
[解説] 
ア(明治初期：西南戦争 1877 年)→エ(明治後期：日露戦争→ポーツマス条約 1905 年)→イ(大
正：対華二十一か条の要求 1915 年)→ウ(大正：関東大震災 1923 年) 
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[問題] 
 次のア～エを古い順に並べよ。 
ア 我が国は，アメリカで開かれたサンフランシスコ講和会議で独立を回復した。 
イ 我が国は，アメリカの真珠湾を攻撃し，太平洋戦争が始まった。 
ウ 我が国は，アメリカと修好通商条約を結び，神奈川(横浜)などを開港した。 
エ 我が国は，アメリカと新しい安全保障条約(改定安全保障条約)を結んだ。 
(岡山県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ→イ→ア→エ 
[解説] 
ウ(幕末：日米修好通商条約 1858 年)→イ(昭和(戦前)：太平洋戦争の開始 1941 年)→ア(昭和(戦
後)：サンフランシスコ講和会議 1951 年)→エ(昭和(戦後)：新安保条約 1960 年) 
 
 
[問題] 
 日露戦争のころの日本の社会の様子を述べた文として適切なものを，ア～エから 1 つ選び，

符号で書け。 
ア 小学校の就学率が 97%に達して，国民教育の基礎が固まった。 
イ 「ええじゃないか」といって人々が熱狂する騒ぎが，各地で流行した。 
ウ はじめての 20 歳以上の男女による衆議院議員総選挙が行われた。 
エ ラジオ放送が始まり，全国に普及していった。 
(岐阜県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
イ(幕末：「ええじゃないか」1867 年)→(明治後期：日露戦争 1904 年)→ア(明治後期：小学校

の就学率が 97%)→エ(大正：ラジオ放送の開始)→ウ(昭和(戦後)：婦人参政権) 
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[問題] 
 明治時代におきたできごとを，ア～オから 2 つ選べ。 
ア 第二次護憲運動の結果，護憲派の政党の連立による内閣が成立した。 
イ 民権派の代表者が国会期成同盟をつくり，政府に国会開設を求めた。 
ウ 米騒動の後，立憲政友会を中心とする本格的な政党内閣が成立した。 
エ 政党などが解散し，挙国一致をめざす大政翼賛会に合流した。 
オ 征韓論を主張した人々が政府内部の対立に敗れて，政府を去った。 
(北海道) 
[解答欄] 

 

[解答]イ，オ 
[解説] 
オ(明治初期：征韓論による下野 1873 年)→イ(明治中期：国会期成同盟 1880 年)→ウ(大正：

原敬内閣成立 1918 年)→ア(大正：第二次護憲運動 1924 年)→エ(昭和(戦前)：大政翼賛会 1940
年) 
 
 
[問題] 
 次のア～オを年代の古い順に並べよ。ただし，オは 3 番目になる。 
ア 普通選挙法が成立する。 
イ 大日本帝国憲法が発布される。 
ウ 米騒動がおこる。 
エ 自由民権運動がおこる。 
オ 関税自主権が完全に回復される。 
(鹿児島県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ→イ→オ→ウ→ア 
[解説] 
エ(明治初期：民撰議院設立の建白書 1874 年)→イ(明治中期：大日本帝国憲法 1889 年)→オ(明
治後期：関税自主権の回復 1911 年)→ウ(大正：米騒動 1918 年)→ア(大正：普通選挙法 1925
年) 
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[問題] 
 ①～③のそれぞれの運動と関係の深い人物の組み合わせとして正しいものを，次のア～エ

の中から 1 つ選び，その番号を書け。 
① 自由民権運動  ② 五･四運動 ③ 第二次護憲運動 
ア：① 板垣退助   ② 李舜臣   ③ 伊藤博文 
イ：① 川上音二郎  ② 孫文    ③ 加藤高明 
ウ：① 滝廉太郎   ② 袁世凱   ③ 吉野作造 
エ：① 樋口一葉   ② 李白    ③ 平塚らいてう 
(青森県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
 
 
[問題] 
 X 福沢諭吉，Y 吉野作造に最も関係のあるものを，1 つずつ選び，記号で答えよ。 
ア 青鞜社を結成した。 
イ ｢学問のすゝめ｣をあらわした。 
ウ ｢浮雲｣をあらわした。 
エ 破傷風血清療法を発見した。 
オ 民本主義をとなえた。 
(福岡県) 
[解答欄] 

X Y 

[解答]X イ Y オ 
[解説] 
福沢諭吉は明治初期の日本の発展を在野から支えた。吉野作造は天皇制下でいかに国民の意

思を政治に反映させるかを模索した。 
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[問題] 
 次の表や資料は，明治から昭和にかけての選挙権の拡大についてまとめたものである。(1)
～(3)に答えよ。 
 

 主な衆議院議

員総選挙の実

施年 

年齢条件 納税条件 総人口に占め

る有権者の割

合 
A 1890(明治 23) 25 歳以上 直接国税(①)円以上    1.1％ 
B 1902(明治 35) 25 歳以上 直接国税 10 円以上    2.2％ 
C 1920(大正 9) 25 歳以上 直接国税 3 円以上    5.5％ 
D 1928(昭和 3) 25 歳以上 なし   19.8％ 
E 1946(昭和 21) (②)歳以上 なし   48.7％ 

 
(1) 表中の(①)･(②)のそれぞれにあてはまる数を書け。 
(2) 表中 D の年は C の年に比べると，総人口に占める有権者の割

合が著しく増加している。この理由を簡潔に書け。 
(3) 右の資料は，どの衆議院議員総選挙の，投票のようすを撮った

写真であると考えられるか，適切なものを表中の A～E から 1
つ選べ。また，そのように判断した理由を，簡潔に書け。 

(徳島県) 
[解答欄] 

(1)① ② (2) 

(3) 

[解答](1)① 15 ② 20 (2) 納税条件がなくなったから。 (3) E，女性が投票しているから。 
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【】近代・現代の対外関係 
[要点] 
幕末
ばくまつ ペリーの浦賀

う ら が

来航(1853)→日米
にちべい

和親
わ し ん

条約
じょうやく(1854) 

→日米修好
しゅうこう

通商
つうしょう

条約(1858)(治外法権
ち が い ほ う け ん

を認め，関税自主権をもたない不平等条約) 
明治
め い じ

初期 岩倉
いわくら

使節団
し せ つ だ ん(1871) 

樺太
からふと

・千島
ち し ま

交換
こうかん

条約(1875)，江華島
こ う か と う

事件(1875)→日
にっ

朝
ちょう

修好
しゅうこう

条規
じょうき(1876) 

明治後期 イギリスが条約改正に一部応じる(領事
りょうじ

裁判権の撤廃)(1894) 
甲午
こ う ご

農民戦争(1894)→日清
にっしん

戦争(1894)→下関
しものせき

条約(1895)→三国干渉
さんごくかんしょう(1895) 

義和団
ぎ わ だ ん

事件(1900)→ロシアが満州に駐留→日英
にちえい

同盟
どうめい(1902)→日露

に ち ろ

戦争(1904) 
→ポーツマス条約(1905)→日比谷

ひ び や

焼き打ち事件(1905) 
韓国
かんこく

併合
へいごう

・朝鮮
ちょうせん

総督府
そ う と く ふ

の設置(1910) 
関税自主権の回復(1911)，中国で辛亥

しんがい

革命(孫そん

文
ぶん)(1911)→中華

ちゅうか

民国
みんこく

成立(1912) 
大正
たいしょう バルカン半島は「ヨーロッパの火薬庫」→第一次世界大戦の勃発

ぼっぱつ(1914) 
→日本は日英同盟を根拠にドイツを攻撃→中国に二十一か条の要求(1915) 
ロシア革命(レーニンが指導者)(1917)→シベリア出兵(1918)・米

こめ

騒動
そうどう(1918) 

第一次世界大戦の終結(1918)→ベルサイユ条約(1919) 
朝鮮で三・一独立運動(1919)，中国で五・四運動(1919) 
インドでは，ガンディーを中心にイギリスからの独立運動 
国際
こくさい

連盟
れんめい

の設立(アメリカ大統領ウィルソンが提唱)(1920)・ワシントン会議(1921) 
昭和
しょうわ ( 戦
前) 

世界恐慌
きょうこう(1929)→アメリカでニューディール政策・英仏はブロック経済 

満州
まんしゅう

事変
じ へ ん (1931)→満州国建国(1932)→五・一五事件(1932)→国際連盟を脱退

(1933)→二・二六事件(1936) 
日中
にっちゅう

戦争(1937)→国家総動員法(1938)→大政翼賛会
たいせいよくさんかい(1940) 

ドイツがソ連と不可侵
ふ か し ん

条約→ドイツのポーランド侵入→第二次世界大戦(1939) 
日
にち

独伊
ど く い

三国同盟(1940)→日ソ中立条約(1940) 
ハワイの真珠

しんじゅ

湾
わん

を奇襲
きしゅう

・太平洋戦争(1941)→沖縄戦(1945)→広島と長崎に原子爆

弾が投下される(1945)→ポツダム宣言受諾
じゅだく(1945) 

昭 和 ( 戦
後) 
～平成

へいせい 

国際連合の設立(1945) 
アメリカとソ連の対立(冷戦)→ドイツは東西に分断(1949) 
中華人民共和国の成立(1949) 
朝鮮戦争(1950)→サンフランシスコ平和条約(1951)・日米安全保障条約(1951) 
日ソ共同宣言(1956)→国際連合への加盟(1956) 
新安保条約(1960)・日韓

にっかん

基本条約(1965) 
沖縄の日本復帰(1972)・日中共同声明(1972)・石油危機(1973) 
第 1 回先進国首脳会議(1975) 
ベトナム戦争が終わり，南北ベトナムが統一(1976) 
日中平和友好条約(1978) 
ベルリンの壁が崩壊

ほうかい(1989)→東西ドイツの統一(1990)→ソ連の解体(1991) 
EU(ヨーロッパ連合)の発足(1993) 
アメリカ同時多発テロ(2001) 
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[年代暗記法] 
幕末  ：いや御三(1853)家！とペリー来航／日米和親一夜越し(1854)／一番こわい(1858)

通商条約 
明治初期：使節の苦労いとわない(1871)／人はなごむ(1875)交換条約／いやな無(1876)理お

し日朝修好 
明治後期：人や苦心(1894)の条約改正／一発急襲(1894)日清戦争／先約ご(1895)破産三国干

渉／遠くをに(1902)らんで日英同盟／引くをよし(1904)て開戦決定日露戦争／幾

十(1910)年韓国泣かせた韓国併合／条約改正ひどくいい(1911)／辛亥の三民主義

は一句いい(1911) 
大正時代：第一次大戦行く銃士(1914)／ひどく遺恨

い こ ん (1915)の二十一／引く否(1917)とレーニ

ンロシア革命／得意な(1917)顔でシベリア出兵／行く人は(1918)やる米騒動／幾

戦さ(1919)終わりて講和条約／行く行く(1919)排日三・一独立運動／行く行く

(1919)排日五・四運動／一苦にお(1920)う国際連盟／いくつい(1921)るのか主力

艦 
昭和戦前：ひどく憎(1929)い世界恐慌／いくさ人(1931)満州事変に勇みたち／いくさに

(1932)反対犬養さん／国際連盟引くサッサ(1933)／いくさ長(1937)びく日中戦争

／いくさは (1938)みなでと総動員／戦苦 (1939)しい第二次大戦／ひどくよ

(ぉ)(1940)ごれた翼賛会／行くよお(1940)ごった日独伊／行くぞよい(1941)かと

真珠湾／人窮し降(1945)伏ポツダム受諾 
昭和戦後：平和を説く仕事(1945)国際連合／ひどく辛苦(1949)の東西分裂／行くよ苦(1949)

心の中国建国／ひどく号令(1950)朝鮮戦争／サンフランシスコへ行く合意(1951)
／日ソ間，国交断絶解くころ(1956)だ／日韓のひどくむごい(1965)歴史を精算／

行く何人(1972)も沖縄へ／行く何人(1972)も中国へ／中東の遠く波(1973)受け石

油危機／友好条約得なは(1978)ず／ひどく愚劣(1990)な壁壊せ／ソ連解体，ひど

く悔い(1991) 
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【】明治 
[問題] 
 日米和親条約が結ばれたあとの外国とのできごとを示した文を，ア～エから 1 つ選べ。 
ア イギリスなど 4 か国連合艦隊が，長州藩を攻撃し，下関の砲台を占領した。 
イ 日本の商船の海外渡航が奨励され，東南アジアの各地に日本町がつくられた。 
ウ ロシアの使節が大黒屋光太夫らをつれて来航し，通商を要求した。 
エ 日本の各地で外国船との事件がおこると，幕府は異国船打払令を出した。 
(茨城県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
イ(江戸初期：朱印船貿易 17 世紀はじめ)→ウ(江戸後期：ロシアの使節の来日 1792 年)→エ(江
戸後期：異国船打払令 1825 年)→日米和親条約(幕末：1854 年)→ア(幕末：4 か国連合艦隊が

長州藩を攻撃 1864 年) 
 
 
[問題] 
 略年表の A～D には，日本がアメリカ

と結んだ条約の名称が入る。下の資料は，

その中のある条約の内容の一部である。

①あてはまる条約を A～D の中から 1 つ

選べ。②また，その条約名を書け。 
第二条 下田，函館の両港は，アメリカ

船の薪水，食料，石炭，欠乏の品を，日

本にて調達することに限って，入港を許

可する。(部分要約) 
(福島県) 
[解答欄] 

① ② 

[解答]① A ② 日米和親条約 
[解説] 
1854 年の日米和親条約によって日本は，函館と下田を開港し，アメリカの船に食料・水・石

炭などを供給することを約束した。B は日米修好通商条約，C は日米安全保障条約，D は新

安保条約 

年代  おもなできごと 
1853年 
1854年 
1858年 
1951年 
1951年 
1960年 

ペリーが浦賀に来貢する 
( A )が結ばれる 
( B )が結ばれる 
サンフランシスコ平和条約が結ばれる 
( C )が結ばれる 
( D )が結ばれる 
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[問題] 
 日米和親条約が結ばれるより前のできごとを示すものはどれか，次のア～エから 1 つ選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
(京都府) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ 
[解説] 
ウ(江戸：朱印船貿易 17 世紀はじめ)→日米和親条約(幕末：1854 年)→ア(幕末：大政奉還 1867
年)・エ(幕末：「ええじゃないか」1867 年)→イ(明治初期：新橋・横浜間に鉄道開通) 
 
 
[問題] 
 日米和親条約(1854 年)～ポーツマス条約(1905 年)の期間のできごとでないものを，次のア

～エから 1 つ選び，記号で書け。 
ア 岩倉使節団が欧米に派遣される。 
イ 日清戦争がおこる。 
ウ アヘン戦争がおこる。 
エ 日米修好通商条約を結ぶ。 
(山梨県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ 
[解説] 
ウ(江戸：アヘン戦争 1840 年)→日米和親条約(1854 年)→エ(幕末：日米修好通商条約 1858
年)→ア(明治初期：岩倉使節団 1871 年)→イ(明治後期：日清戦争 1894 年)→日露戦争→ポー

ツマス条約(1905 年) 
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[問題] 
 次のア～エを年代の古い順に並べよ。 
ア ロシアがドイツ，フランスと結んで遼東半島を清に返すように日本に要求した。 
イ 日本はロシアとの間に樺太・千島交換条約を結び，北方の領土を確定した。 
ウ ロシアの南下をおさえるためにイギリスと日本の間で日英同盟が結ばれた。 
エ アメリカ大統領をなかだちとしてポーツマス条約が結ばれた。 
(愛知県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ→ア→ウ→エ 
[解説] 
イ(明治初期：樺太・千島交換条約 1875 年)→ア(明治後期：三国干渉 1895 年)→ウ(明治後期：

日英同盟 1902 年)→エ(明治後期：日露戦争→ポーツマス条約 1905 年) 
 
[問題] 
 1873～1880 年の時期のできごとはどれか。 
ア 日本はアメリカなどとともにシベリア出兵を行った。 
イ 日本はイギリスとの間で日英同盟を結んだ。 
ウ 日本は朝鮮との間で日朝修好条規を結んだ。 
エ 日本が中国に二十一か条の要求を提出した。 
(神奈川県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ 
[解説] 
ウ(明治初期：日朝修好条規 1876 年)→イ(明治後期：日英同盟 1902 年)→エ(大正：二十一か

条の要求 1915 年)→ア(大正：シベリア出兵 1918 年) 
 
[問題] 
 日英同盟成立以前に東アジアでおきた下のア～ウのできごとを，年代の古いものから順に

並べ，その符号を書け。 
ア ロシアなど 3 国が，遼東半島の清への返還を日本に要求した。 
イ 江華島事件をきっかけに，日朝修好条規が結ばれた。 
ウ 清でおきた義和団を中心とする民衆の動きに対し，日本などが出兵した。 
(千葉県) 
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[解答欄] 

 

[解答]イ→ア→ウ 
[解説] 
イ(明治初期：日朝修好条規 1876 年)→ア(明治後期：三国干渉 1895 年)→ウ(明治後期：義和

団事件 1900 年) 
 
 
[問題] 
 下関条約以前におこった東アジアのできごとはどれか。次のア～エの中から 1 つ選び，記

号を書け。 
ア ロシア・ドイツ・フランスが，獲得した領土を清に返すように日本にせまった。 
イ 清では，外国勢力に反対する運動がさかんになり，義和団が各国の公使館を包囲した。 
ウ 日本は，清における権益を守りたいイギリスと同盟を結んで，ロシアに対抗した。 
エ 朝鮮では，日本と欧米諸国の排斥や国内の政治改革をめざす甲午農民戦争がおきた。 
(長野県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
[解説] 
エ(甲午農民戦争 1894 年)→日清戦争 1894 年→下関条約 1895 年→ア(三国干渉 1895 年)→イ

(義和団事件 1900 年)→ウ(日英同盟 1902 年) 
 
 
[問題] 
 清の末期のころの世界のできごととしてあてはまらないものを，ア～エから 1 つ選び，符

号を書け。 
ア ポーツマス条約が結ばれた。 
イ ニューディール政策が実施された。 
ウ 朝鮮総督府が設置された。 
エ 三国協商が成立した。 
(大分県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
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[解説] 
1894 年の日清戦争で敗れた清は列国の半植民地になっていき，1911 年，辛亥革命によって

滅亡した。日清戦争 1894 年→ア(明治後期：日露戦争→ポーツマス条約 1905 年) →エ(三国

協商 1907 年)→ウ(明治後期：韓国併合 1910 年)→辛亥革命 1911 年→イ(昭和：世界恐慌 1929
年→アメリカのニューディール政策) 
 
 
[問題] 
 日清戦争(1894 年)～日露戦争(1904 年)の時期におきたできごととして，正しいものを次の

ア～オから 2 つ選び，記号を書け。 
ア 戦争で得た賠償金をもとに，官営の八幡製鉄所が建設された。 
イ 自由党や立憲改進党が結成され，自由民権運動が広まった。 
ウ 日本は，韓国を併合し，植民地政策にのりだした。 
エ 中国に対して，日本は二十一か条の要求を認めさせた。 
オ 中国東北部や朝鮮半島へのロシアの進出に対抗し，日英同盟を結んだ。 
(富山県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア，オ 
[解説] 
イ(明治中期：自由党の結成 1881年)→日清戦争 1894年→ア(明治後期：八幡製鉄所 1901年)→
オ(明治後期：日英同盟 1902 年)→日露戦争 1904 年→ウ(明治後期：韓国併合 1910 年)→エ(大
正：対華二十一か条の要求 1915 年) 
 
 
[問題] 
 日露戦争(1904 年)～第一次世界大戦の勃発(1914 年)の間に起こったできごととして正し

いものを，次のア～エから 1 つ選び，その符号を書け。 
ア 国際連盟が設立され，日本は常任理事国となった。 
イ 日本の関税自主権が完全に確立された。 
ウ ロシア革命が起こり，社会主義国が誕生した。 
エ ワシントン会議で，海軍力の制限が決まった。 
(新潟県) 
[解答欄] 
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[解答]イ 
[解説] 
日露戦争(明治後期：1904 年)→イ(明治後期：関税自主権の回復 1911 年)→第一次世界大戦の

勃発(大正：1914 年)→ウ(大正：ロシア革命 1917 年)→ア(大正：国際連盟の設立 1920 年)→
エ(大正：ワシントン会議 1921 年) 
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【】大正・昭和(戦前) 
[問題] 
 第一次世界大戦が始まる以前におこったできごとを，1 つ選んで記号を書け。 
ア ロシア革命  イ 辛亥革命  ウ 五・四運動  エ 三・一独立運動 
(秋田県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
[解説] 
イ(明治後期：辛亥革命 1911 年)→第一次世界大戦(大正：1914 年)→ア(大正：ロシア革命 1917
年)→エ(大正：三・一独立運動 1919 年)→ウ(大正：五・四運動 1919 年) 
 
[問題] 
 年代の古い順に並べかえ，その順に記号で書け。 
ア 世界平和と国際協調をうたう国際連盟が誕生し，日本は常任理事国となった。 
イ アメリカでの株価の暴落をきっかけに世界恐慌がおこった。 
ウ シベリア出兵による米の買いしめから米価がはね上がったため，米騒動が全国に広がっ

た。 
エ ロシアが中国東北部を事実上占領し，韓国へも進出したため，日露戦争が始まった。 
(埼玉県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ→ウ→ア→イ 
[解説] 
エ(明治後期：日露戦争 1904 年)→ウ(大正：米騒動 1918 年)→ア(大正：国際連盟 1920 年)→
イ(昭和：世界恐慌 1929 年) 
 
[問題] 
 米騒動がおこった年の世界の動きについて述べた次のア～エの文のうち，正しいものを 1
つ選び，記号で書け。 
ア 連合国の反撃によって同盟国は次々と降伏し，第一次世界大戦が終わった。 
イ アメリカでの株価の暴落による不景気をきっかけに，世界恐慌がおこった。 
ウ ヒトラーが率いるドイツがポーランドを攻撃し，第二次世界大戦が始まった。 
エ 辛亥革命がおこり，孫文を臨時大総統とする中華民国がつくられた。 
(山梨県) 
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[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
エ(明治後期：辛亥革命 1911 年)→米騒動(大正：1918 年)・ア(大正：第一次世界大戦の終了

1918 年)→イ(昭和：世界恐慌 1929 年)→ウ(昭和：第二次世界大戦 1939 年) 
 
 
[問題] 
 1910 年代の日本の動きについて述べた文はどれか。下のア～エのうちから最も適当なもの

を 1 つ選び，その符号を書け。 
ア 日英同盟を理由に，第一次世界大戦に参戦した。 
イ 国際連盟の決議を不満として，国際連盟を脱退した。 
ウ ワシントン会議に出席し，軍備の縮小などを決めた。 
エ ドイツ，イタリアと日独伊三国同盟を結んだ。 
(千葉県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
ア(大正：第一次世界大戦への日本の参戦 1914 年)→ウ(大正：ワシントン会議 1921 年)→イ(昭
和：国際連盟を脱退 1933 年)→エ(昭和：日独伊三国同盟 1940 年) 
 
 
[問題] 
 1920 年におきた出来事を次のア～エから 1 つ選び，符号で書け。 
ア 日米修好通商条約を結ぶ。 
イ 国際連盟が発足する。 
ウ サンフランシスコ平和条約を結ぶ。 
エ 下関講和会議が開かれる。 
(岐阜県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
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[解説] 
ア(幕末：日米修好通商条約 1858 年)→エ(明治後期：日清戦争→下関講和会議 1895 年)→イ(大
正：国際連盟の発足 1920 年)→ウ(昭和(戦後)：サンフランシスコ平和条約 1951 年) 
 
 
[問題] 
 1920 年ころの国際情勢について説明した文として最も適切なものを，次のア～エの中から

1 つ選び，その記号を書け。 
ア 東西の対立と冷戦の中で，ドイツは東西に分断された。 
イ 長く欧米諸国の植民地であったアジアやアフリカの国々が，次々に独立した。 
ウ 日本は日英同盟を結んで，ロシアに対抗した。 
エ ベルサイユ条約などにより，ヨーロッパにおいて新しい国々が承認された。 
(埼玉県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
[解説] 
ウ(明治後期：日英同盟 1902 年)→エ(大正：ベルサイユ条約 1919 年)→ア(昭和(戦後)：東西

ドイツに分断 1949 年)・イ(昭和(戦後)：アジア・アフリカ諸国が独立 1945 年～60 年代) 
 
 
[問題] 
 1930 年から 1941 年までの間のできごとはどれか。 
ア 日独伊三国同盟の結成 
イ 朝鮮戦争の開始 
ウ 第一次世界大戦の終結 
エ 国際連盟の発足 
(神奈川県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
ウ(大正：第一次世界大戦の終結 1918 年)→エ(大正：国際連盟の発足 1920 年)→ア(昭和(戦
前)：日独伊三国同盟 1940 年)→イ(昭和(戦後)：朝鮮戦争 1950 年) 
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[問題] 
 五・一五事件のころ，日本の外交には大きな変化がみられた。日本の外交に関する次のア

～エの文のうち，五・一五事件の後のできごとについて述べている文を 2 つ選び，記号で答

えよ。 
ア 満州事変に対する国際連盟の勧告を不満として，国際連盟から脱退した。 
イ ロシア・フランス・ドイツの要求を受け入れて，中国に遼東半島を返還した。 
ウ ベルサイユ条約によって，中国にあったドイツの利権を受けついだ。 
エ ドイツ・イタリアと日独伊三国同盟を結び，つながりを強めた。 
(静岡県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア，エ 
[解説] 
イ(明治後期：三国干渉 1895 年)→ウ(大正：ベルサイユ条約 1919 年)→五・一五事件(昭和：

1932 年)→ア(昭和：国際連盟を脱退 1933 年)→エ(昭和：日独伊三国同盟 1940 年) 
 
 
[問題] 
 太平洋戦争が始まったころの世界の動きについて述べた文として適切なものを，次のア～

エから選べ。 
ア 孫文が，三民主義を唱えた。 
イ レーニンが，社会主義革命を指導した。 
ウ ヒトラーが，ユダヤ人への迫害を行った。 
エ ウィルソンが，民族自決の考え方を提唱した。 
(群馬県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ 
[解説] 
ア(明治後期：孫文の三民主義)→イ(大正：ロシア革命 1917 年)→エ(大正：パリ講和会議 1919
年)→ウ(昭和：第二次世界大戦 1939 年)→太平洋戦争(昭和：1941 年) 
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[問題] 
 1926 年～1961 年の間にはおこらなかったことは，次のどれか。 
ア 日本が中国に 21 か条要求を出した。 
イ 日本が国際連盟を脱退した。 
ウ 日本とソ連が日ソ共同宣言に調印した。 
エ 日本がドイツ，イタリアと同盟を結んだ。 
(神奈川県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
ア(大正：中国に対し二十一か条の要求 1915 年)→イ(昭和(戦前)：国際連盟を脱退 1933 年)→
エ(昭和(戦前)：日独伊三国同盟 1940 年)→ウ(昭和(戦後)：日ソ共同宣言 1956 年) 
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【】昭和(戦後)～平成 
[問題] 
 第二次世界大戦後の次のできごとを古い順に並べよ。 
ア サンフランシスコ平和条約が結ばれた。 
イ 日中共同声明が調印された。 
ウ 日韓基本条約が結ばれた。 
エ 日ソ共同宣言が調印された。 
(神奈川県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア→エ→ウ→イ 
[解説] 
ア(サンフランシスコ平和条約 1951 年)→エ(日ソ共同宣言 1956 年)→ウ(日韓基本条約 1965
年)→イ(日中共同声明 1972 年) 
 
[問題] 
 第二次世界大戦後の次の 3 つのできごとを古い順に並べよ。 
ア 東京オリンピックの開催 
イ 沖縄の日本復帰 
ウ サンフランシスコ平和条約の調印 
(神奈川県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ→ア→イ 
[解説] 
ウ(サンフランシスコ平和条約 1951 年)→ア(東京オリンピック 1964 年)→イ(沖縄の日本復帰

1972 年) 
 
[問題] 
 次のア～エのできごとを，年代の古い順に並べよ。 
ア 日中平和友好条約が結ばれる。 
イ 日本が国際連合に加盟する。 
ウ サンフランシスコ平和条約が締結される。 
エ 沖縄が日本に返還される。 
(鹿児島県) 
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[解答欄] 

 

[解答]ウ→イ→エ→ア 
[解説] 
ウ(サンフランシスコ平和条約 1951 年)→イ(日本が国際連合に加盟 1956 年)→エ(沖縄の日本

復帰 1972 年)→ア(日中平和友好条約 1978 年) 
 
 
[問題] 
 次のア～ウを時代の古い順にならべかえて，記号で答えよ。 
ア 日中平和友好条約を結んだ。 
イ 日本が国際連合に加盟した。 
ウ 沖縄が日本に復帰した。 
(島根県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ→ウ→ア 
[解説] 
イ(日本が国際連合に加盟1956年)→ウ(沖縄の日本復帰1972年)→ア(日中平和友好条約1978
年) 
 
 
[問題] 
 第二次世界大戦終了後のできごとであるア～エを古い順に並べかえ，符号で書け。 
ア 東南アジア諸国連合(ASEAN)が結成された。 
イ 朝鮮半島で，朝鮮戦争が始まった。 
ウ 中東でおきた戦争をきっかけに石油ショックが起こった。 
エ 日本が国際連合に加盟し，国際社会に復帰した。 
(大分県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ→エ→ア→ウ 
[解説] 
イ(朝鮮戦争 1950 年)→エ(日本が国際連合に加盟 1956 年)→ア(ASEAN の結成 1967 年)→ウ

(石油ショック(石油危機)1973 年) 
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[問題] 
 次のア～エを古い順に並べ，記号で書け。 
ア 沖縄が日本に返還される。 
イ 日本が国際連合に加盟する。 
ウ サンフランシスコ平和条約が結ばれる。 
エ 日韓基本条約が結ばれる。 
(群馬県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ→イ→エ→ア 
[解説] 
ウ(サンフランシスコ平和条約 1951 年)→イ(日本が国際連合に加盟 1956 年)→エ(日韓基本条

約 1965 年)→ア(沖縄の日本復帰 1972 年) 
 
 
[問題] 
 日本が国際連合に加盟する以前のこととして正しいものを，次のア～エから 1 つ選んで記

号で答えよ。 
ア 第 1 回先進国首脳会議に参加。 
イ PKO(国連平和維持活動)協力法成立。 
ウ 日韓基本条約を締結。 
エ サンフランシスコ平和条約を締結。 
(島根県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
[解説] 
エ(サンフランシスコ平和条約 1951 年)→(国際連合に加盟 1956 年)→ウ(日韓基本条約 1965
年)→ア(第 1 回先進国首脳会議 1975 年)→イ(PKO 協力法 1992 年) 
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[問題] 
 日本の高度経済成長期のころの世界のできごととして最も適当なものを，ア～エから 1 つ

選び，符号を書け。 
ア ベルリンの壁が崩壊し，東西ヨーロッパの往来が盛んになった。 
イ 朝鮮半島では，北朝鮮が韓国に侵攻して朝鮮戦争が始まった。 
ウ アメリカがベトナム戦争に介入し，戦争が激化した。 
エ 旧ユーゴスラビア(ボスニア・ヘルツェゴビナ)で，紛争が起こった。 
(大分県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ 
[解説] 
1955 年ごろから 1973 年にかけて，日本経済は年平均で 10%を超える経済成長をとげた(高
度経済成長)。 
イ(朝鮮戦争 1950 年)→ウ(アメリカがベトナム戦争に介入 1960～75 年)→ア(ベルリンの壁が

崩壊 1989 年)→エ(ボスニア・ヘルツェゴビナで紛争 1991 年) 
 
 
[問題] 
 1950 年代のできごとについて述べた文として正しいものを次から 1 つ選び，記号を書け。 
ア 中国では，辛亥革命によって中華民国が成立した。 
イ 「ベルリンの壁」が崩壊し，西ドイツと東ドイツが統一された。 
ウ わが国はソビエト連邦との国交を回復し，国際連合に加盟した。 
エ バルカン半島では，オーストリアとセルビアとの対立が深まった。 
(大阪府) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ 
[解説] 
ア(明治後期：辛亥革命 1911 年)→エ(大正：第一次世界大戦 1914 年)→ウ(昭和(戦後)：国際

連合に加盟 1956 年)→イ(平成：ベルリンの壁が崩壊 1989 年) 
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[問題] 
 1978 年に起こったできごとについて述べた文として適当なものを，下のア～エのうちから

1 つ選び，その符号を書け。 
ア 朝鮮民主主義人民共和国と大韓民国との間に米ソの対立を背景として朝鮮戦争が起こっ

た。 
イ 日本と中華人民共和国との間に日中平和友好条約が結ばれた。 
ウ 経済や政治の統合をめざして EU(ヨーロッパ連合)が発足した。 
エ 第二次世界大戦後の国際平和と安全維持を目的として国際連合が設立された。 
(千葉県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
[解説] 
エ(国際連合の設立 1945 年)→ア(朝鮮戦争 1950 年)→イ(日中平和友好条約 1978 年)→ウ

(EU(ヨーロッパ連合)が発足 1993 年) 
 
 
[問題] 
 1868 年から 1978 年の期間に起こった世界のできごととしてあてはまるものを，次のア～

エから 2 つ選べ。 
ア ソ連が解体する。 
イ 国際連盟が発足する。 
ウ EU(ヨーロッパ連合)が発足する。 
エ 国際連合が発足する。 
(福岡県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ，エ 
[解説] 
イ(大正：国際連盟の発足 1920 年)→エ(昭和(戦後)：国際連合の発足 1945 年)→ア(平成：ソ

連の解体 1991 年)→ウ(平成：EU(ヨーロッパ連合)が発足 1993 年) 
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【】総合 
[問題] 
 次のア～エを年代の古い順に書け。 
ア 日本は，ワシントン会議により海軍の軍備を制限し，山東半島の権益を中国に返した。 
イ 日本は，ドイツ，イタリアと日独伊三国同盟を結ぶいっぽう，ソ連と中立条約を結んだ。 
ウ ロシアでは皇帝が退位し，レーニンの指導のもと，社会主義の政府ができた。 
エ 日本は，江華島事件をきっかけに，朝鮮と日朝修好条規を結んだ。 
(福島県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ→ウ→ア→イ 
[解説] 
エ(明治初期：日朝修好条規 1876 年)→ウ(大正：ロシア革命 1917 年)→ア(大正：ワシントン

会議 1921 年)→イ(昭和：日独伊三国同盟 1940 年) 
 
 
[問題] 
 次のア～エのできごとを，年代の古い順に並べよ。 
ア 日本は，ドイツ，イタリアとの結束を強化するため，三国間の同盟を結んだ。 
イ 日本は，ロシアの進出に対抗するため，利害の一致したイギリスと同盟を結んだ。 
ウ 日本は，ワシントン会議に参加し，アメリカなどとの間で，海軍力を制限する条約を結

んだ。 
エ 日本は，長春以南の南満州の鉄道の権益をロシアから譲り受ける条約を結んだ。 
(北海道) 
[解答欄] 

 

[解答]イ→エ→ウ→ア 
[解説] 
イ(明治後期：日英同盟 1902 年)→エ(明治後期：日露戦争→ポーツマス条約 1905 年)→ウ(大
正：ワシントン会議 1921 年)→ア(昭和：日独伊三国同盟 1940 年) 
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[問題] 
 次のア～エを年代の古いものから順に並びかえ，記号で書け。 
ア 日英同盟を結ぶ。 
イ 満州事変が始まる。 
ウ 三国干渉を受ける。 
エ 関税自主権を完全に回復する。 
(京都府) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ→ア→エ→イ 
[解説] 
ウ(明治後期：三国干渉 1895 年)→ア(明治後期：日英同盟 1902 年)→エ(明治後期：関税自主

権の回復 1911 年)→イ(昭和：満州事変 1931 年) 
 
[問題] 
 日本と中国に関する次のア～エのできごとを，年代の古い順に並べ，記号で書け。 
ア 五・四運動  イ 日中平和友好条約  ウ 満州事変  エ 下関条約 
(山梨県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ→ア→ウ→イ 
[解説] 
エ(明治後期：日清戦争→下関条約 1895 年)→ア(大正：五・四運動 1919 年)→ウ(昭和(戦前)：
満州事変 1931 年)→イ(昭和(戦後)：日中平和友好条約 1978 年) 
 
[問題] 
 辛亥革命以降の日本と中国の関係について，次のア～エを起こった順に並べ，その符号を

書け。 
ア 日本が中国に対して二十一か条の要求を出す。 
イ 日中平和友好条約が結ばれる。 
ウ 中国で五・四運動が起こる。 
エ 日中戦争が始まる。 
(兵庫県) 
[解答欄] 
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[解答]ア→ウ→エ→イ 
[解説] 
ア(大正：二十一か条の要求 1915 年)→ウ(大正：五・四運動 1919 年)→エ(昭和(戦前)：日中

戦争 1937 年)→イ(昭和(戦後)：日中平和友好条約 1978 年) 
 
 
[問題] 
 次のア～エを年代の古い順に並べかえ，その順に記号で書け。 
ア 中国における内戦の結果，中華人民共和国が成立した。 
イ 中国の奉天郊外の柳条湖で，鉄道線路が爆破される事件がおこった。 
ウ 日中共同声明が発表され日本と中国の国交が正常化した。 
エ 中国の北京郊外の盧溝橋で，日本軍と中国軍の武力衝突がおこった。 
(埼玉県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ→エ→ア→ウ 
[解説] 
イ(昭和(戦前)：満州事変 1931 年)→エ(昭和(戦前)：日中戦争 1937 年)→ア(昭和(戦後)：中華

人民共和国の成立 1949 年)→ウ(昭和(戦後)：日中共同声明 1972 年) 
 
 
[問題] 
 ア～エの出来事を古い順に並べ，記号で答えよ。 
ア 満州国  イ 日ソ共同宣言  ウ 日露戦争  エ シベリア出兵 
(福井県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ→エ→ア→イ 
[解説] 
ウ(明治後期：日露戦争 1904 年)→エ(大正：シベリア出兵 1918 年)→ア(昭和(戦前)：満州事

変 1931 年→満州国)→イ(昭和(戦後)：日ソ共同宣言 1956 年) 
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[問題] 
 次のア～エを年代の古い順に並べて書け。 
ア 広島と長崎に原子爆弾が投下され，その間にソ連が参戦した。 
イ 日本はハワイの真珠湾を奇襲し，東南アジアでもマレー半島に上陸した。 
ウ 日本は民主化をめざし，その改革の中心として憲法の改正を行った。 
エ 日本はサンフランシスコ平和条約を締結し，同時に日米安全保障条約を結んだ。 
(福島県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ→ア→ウ→エ 
[解説] 
イ(昭和(戦中)：太平洋戦争の勃発 1941 年)→ア(昭和(戦中)：広島と長崎に原子爆弾 1945 年)→
ウ(昭和(戦後)：日本国憲法公布 1946 年)→エ(昭和(戦後)：サンフランシスコ平和条約 1951
年) 
 
 
[問題] 
 戦争は人々に大きな影響を与える。次のア～エは，過去の戦争が日本の国民生活や経済に

与えた影響について述べたものである。ア～エを年代の古い順に左から並べて書け。 
ア 戦争の犠牲の大きさに比べ日本の得た権益が少なかったとして，東京では民衆が日比谷

焼き打ち事件をおこした。 
イ 中東でおこった戦争による石油危機をきっかけに，わが国では省エネルギーが進んだ。 
ウ 大戦景気とよばれる好景気となったが，物価上昇は労働者や零細農民を苦しめた。 
エ 国家総動員法が公布され，産業・経済から国民生活のすべてにわたって戦争に動員され

た。 
(福島県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア→ウ→エ→イ 
[解説] 
ア(明治後期：日露戦争 1904 年→ポーツマス条約→日比谷焼き打ち事件 1905 年)→ウ(大正：

第一次世界大戦 1914 年による好景気)→エ(昭和(戦前)：国家総動員法 1938 年)→イ(昭和(戦
後)：石油危機 1973 年) 
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[問題] 
 次のア～エのできごとを，年代の古いものから順に並べ，その記号を書け。 
ア ポツダム宣言の受諾 
イ 東西ドイツの統一 
ウ 東京オリンピックの開催 
エ 沖縄の日本への復帰 
(高知県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア→ウ→エ→イ 
[解説] 
ア(ポツダム宣言の受諾 1945 年)→ウ(東京オリンピック 1964 年)→エ(沖縄の日本への復帰

1972 年)→イ(東西ドイツの統一 1990 年) 
 
 
[問題] 
 次のア～エのうち，第一次世界大戦と第二次世界大戦の間におこった出来事はどれか。 
ア ポーツマス条約が結ばれた。 
イ ベルサイユ条約が結ばれた。 
ウ 日米修好通商条約が結ばれた。 
エ 日中平和友好条約が結ばれた。 
(広島県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
[解説] 
ウ(幕末：日米修好通商条約 1858 年)→ア(明治後期：日露戦争→ポーツマス条約 1905 年)→(大
正：第一次世界大戦勃発 1914 年)→イ(大正：ベルサイユ条約 1919 年)→(第二次世界大戦 1939
年)→エ(昭和(戦後)：日中平和友好条約 1978 年) 
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[問題] 
 次のうち，ワイマール憲法が制定されたころの世界のできごとについて述べた文として正

しいものはどれか。1 つ選び，記号を書け。 
ア 国際連合総会において世界人権宣言が採択された。 
イ 冷戦の象徴であったベルリンの壁が崩され東西ドイツは統一された。 
ウ 世界恐慌が深刻化する中で，アメリカ合衆国ではニューディール政策が開始された。 
エ 世界の平和を守り国家間の協力を進める国際的な組織として，国際連盟が設立された。 
(大阪府) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
[解説] 
(第一次世界大戦の終結 1918 年)→(敗戦国ドイツでワイマール憲法公布 1919 年)→エ(大正：

国際連盟 1920 年)→ウ(昭和(戦前)：世界恐慌 1929 年)→ア(昭和(戦後)：世界人権宣言 1948
年)→イ(平成：ベルリンの壁の崩壊 1989 年) 
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【】世界史 
[要点] 
 イスラム教成立 610 年：飛鳥時代 

チンギス・ハンがモンゴルを統一(1206)：鎌倉時代 
イタリアでルネサンス 14,5 世紀 

大 航 海 時

代 
(戦国時代) 

コロンブスのアメリカ大陸発見(1492)，バスコ・ダ・ガマのインド航路発見

(1498)，マゼラン世界一周(1519)→ポルトガル人種子島
た ね が し ま

に漂着し鉄砲伝来

(1543) 
ドイツのルターの宗教改革(1517)→旧教側，イエズス会を設立(1534) 
→イエズス会のフランシスコ・ザビエルがキリスト教を日本へ伝える(1549) 

18 世紀 
(江戸時代) 

18 世紀にイギリスで産業革命 
アメリカ独立戦争(1775)→独立宣言(1776)・合衆国憲法 
フランス革命(1789)→人権宣言→ナポレオンが皇帝の位につく 

19 世紀 
(江戸時代) 

中国でアへン戦争(1840) 
インドの大反乱(1857) 
アメリカで南北戦争(1861) 

[年代暗記法] 
いよ！国(1492)発見コロンブス／意欲は(1498)はるかにインド航路 
以後否(1517)とルター宗教改革／世界一周一行行く(1519) 
一期四散(1543)の鉄砲伝来／以後よく(1549)発展キリスト教 
ひとつ名なろう(1776)と独立宣言／非難は急(1789)だフランス革命 
アヘン戦争一発清を(1840)おどろかし／インドの大反乱いやご難(1857) 
南北戦争人は無意(1861)味に死んでいく 
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[問題] 
 次のア～ウのできごとを年代の古い順に並べ，その記号を左から書け。 
ア スペインを出発したコロンブスが，西インド諸島に地域に到達した。 
イ イギリスで世界最初の産業革命がおこった。 
ウ モンゴル民族が，ユーラシア大陸の東西にまたがる帝国を築いた。 
(長崎県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ→ア→イ 
[解説] 
ウ(鎌倉：チンギス・ハンがモンゴルを統一 1206 年)→ア(戦国：コロンブスのアメリカ大陸

発見 1492 年)→イ(江戸：イギリスで産業革命 18 世紀) 
 
 
[問題] 
 日本の戦国時代に最も近い時期のできごとはどれか。 
ア フランス革命がはじまった。 
イ マゼランの艦隊が世界一周の航海を行った。 
ウ 中国でアへン戦争がおこった。 
エ チンギス・ハンがモンゴル民族を統一した。 
(神奈川県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
[解説] 
エ(鎌倉：チンギス・ハンがモンゴルを統一 1206 年)→イ(戦国：マゼランの世界一周 1519
年)→ア(江戸：フランス革命 1789 年)→ウ(江戸：アヘン戦争 1840 年) 
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[問題] 
 ザビエルが来日したころと最も近い時期の，外国と日本の様子について述べているのは，

次のア～エのうちではどれか。 
ア フランスで自由と平等をかかげる人権宣言が発せられたころ，日本では天明のききんな

どにより混乱した社会を立て直すために幕府政治の改革が行われていた。 
イ ロシアで革命が起こり，社会主義をかかげるソビエト政府が誕生したころ，日本では大

正デモクラシーとよばれる風潮のなかで普通選挙や政党政治の実現を求める声が高まっ

ていた。 
ウ イギリスがアヘン戦争で清を破り，上海などの港を開港させ香港を獲得したころ，日本

では薩摩藩や長州藩が借金の整理や専売制の強化などによる財政の立て直しを図ってい

た。 
エ スペインがフィリピンに根拠地を築き，ポルトガルに続いてアジア貿易に乗り出したこ

ろ，日本ではポルトガル人によって種子島に伝えられた鉄砲が堺などで生産されていた。 
(東京都) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
[解説] 
エ(戦国：鉄砲伝来 1543 年)→(戦国：ザビエル来日 1549 年)→ア(江戸：フランス革命 1789
年→人権宣言)→ウ(江戸：アヘン戦争 1840 年)→イ(大正：ロシア革命 1917 年) 
 
 
[問題] 
 カルタということばは，パン，カステラなどと同じころにわが国に伝えられたことばであ

る。次のア～エのうち，わが国にこれらのことばが伝えられたころの世界のできごとについ

て述べているものとして最も適当なものはどれか。1 つ選び，その記号を書け。 
ア イタリア人商人マルコ・ポーロは，わが国を黄金の島ジパングと紹介した。 
イ ドイツのルターたちは，人々の信仰のあり方をただす宗教改革を開始した。 
ウ アへンを厳しく取り締まった中国に対し，イギリスは軍艦を送り屈服させた。 
エ スエズ運河が開通し，航路が通じて，ヨーロッパとアジアが急速に接近した。 
(岩手県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
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[解説] 
16 世紀に来日した南蛮人(ポルトガル人など)がカステラ・カルタなどの言葉を伝えた。 
ア(鎌倉：マルコ・ポーロはフビライに仕えた)→イ(戦国：宗教改革 1517 年)→ウ(江戸：アヘ

ン戦争 1840 年)→エ(明治初期：スエズ運河の開通 1869 年) 
 
 
[問題] 
 地球儀は，織田信長が国内の統一を進めていたころに日本にもたらされたといわれている。

この地球儀がもたらされた年代とほぼ同じ時期の世界のできごとについて述べた文として最

も適当なものを，次のアからエまでの中から選んで，そのかな符号を書け。 
ア フランスでは，国王が絶対的な権力をにぎっていたが，貴族や平民の不満が高まり，フ

ランス革命が起こって王政が廃止された。 
イ ヨーロッパでは，キリスト教会の腐敗が問題となって宗教改革が始まると，教会内部で

も改革が行われイエズス会が設立されて海外への積極的な布教が始まった。 
ウ アメリカでは，イギリス本国の支配に不満をもった植民地の人々が，独立戦争を起こし

て勝利し，アメリカ合衆国を建国した。 
エ 中国では，ユーラシア大陸の東西にまたがる大帝国を築いたモンゴル民族が全土を支配

しており，イタリアのマルコ・ポーロはこのころの中国を訪れた。 
(愛知県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
[解説] 
エ(鎌倉：チンギス・ハンがモンゴルを統一 1206 年)→イ(戦国：宗教改革 1517 年)→(織田信

長の長篠の戦 1575 年)→ウ(江戸：アメリカ独立戦争 1775)→ア(江戸：フランス革命 1789 年) 
 
 
[問題] 
 次のア～エの中で，室町時代末期から江戸時代初めの時代を説明したものとして，誤って

いるものを，1 つ選び，記号で答えよ。 
ア アメリカ大陸に続いてアジアに進出したスペインは，フィリピンを貿易拠点とした。 
イ スペインから独立したオランダは，しだいに勢力を強めて，アジア貿易に進出した。 
ウ アフリカ大陸南端を回りインドに到着したポルトガルは，東南アジアや中国にも貿易拠

点を得た。 
エ 「世界の工場」とよばれたイギリスは，香港を獲得して中国との貿易を拡大した。 
(宮城県) 
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[解答欄] 

 

[解答]エ 
[解説] 
イギリスは江戸時代末期の 1840 年にアヘン戦争で清を破って，ナンキン条約で香港を獲得

した。 
 
 
[問題] 
 江戸時代の世界情勢を示す文として適切なものを，次のア～エから 1 つ選んで，その符号

を書け。 
ア 独立戦争中に独立宣言が出されその後アメリカがイギリスから独立した。 
イ モンゴル民族が中国から西アジア，ロシアにまたがる広大な帝国を築き，東西文化が交

流した。 
ウ ロシアで革命が起こり，労働者や農民を中心とした社会主義国が生まれた。 
エ イスラム教が開かれ，その後約 1 世紀の間に広大なイスラム帝国が成立した。 
(兵庫県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
エ(飛鳥：イスラム教成立 610 年)→イ(鎌倉：チンギス・ハンがモンゴルを統一 1206 年)→ア

(江戸：独立戦争 1775 年)→ウ(大正：ロシア革命 1917 年) 
 
 
[問題] 
 鎖国中の海外の情勢について述べた文として適切なものを，次のア～エから 1 つ選んで，

その符号を書け。 
ア アジアに進出してきたイギリスと中国との間で，アヘン戦争が起こった。 
イ ポルトガルやスペインが新航路の開拓を進め，マゼラン一行が世界一周に成功した。 
ウ イギリスなどの連合国とドイツなどの同盟国との戦争が終わり，ベルサイユ条約が結ば

れた。 
エ 宗教改革が広がるなかイエズス会ができ，アジアなどで宣教師による布教活動が始まっ

た。 
(兵庫県) 
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[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
イ(戦国：マゼランの世界一周 1519 年)→エ(戦国：イエズス会 1534 年)→ア(江戸末期：アヘ

ン戦争 1840 年)→ウ(大正：第一次世界大戦→ベルサイユ条約 1919 年) 
 
 
[問題] 
 寛政の改革が行われていた時期におこった世界のできごととして最も適当なものはどれか，

ア～エから 1 つ選べ。 
ア フランスではフランス革命がおこり，人権宣言が出された。 
イ ロシアではレーニンの指導のもと，ロシア革命がおこった。 
ウ 中国では辛亥革命がおこり，中華民国が成立した。 
エ アメリカでは南北戦争がおこり，戦争後は資本主義大国として急成長した。 
(京都府) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
寛政の改革は松平定信の 1787～93 年の幕政改革。このころヨーロッパではフランス革命

(1789 年)がおこった。寛政の改革とフランス革命が同時代であることは試験によく出題され

る。 
ア(江戸：フランス革命 1789 年)→エ(幕末：アメリカで南北戦争 1861 年)→ウ(明治末期：中

国で辛亥革命 1911 年)→イ(大正：ロシア革命 1917 年) 
 
 
[問題] 
 18 世紀後半のころの世界のできごととして適切なものを，ア～エから 1 つ選び，符号で書

け。 
ア アメリカ合衆国が独立した。 
イ イタリアでルネサンスが始まった。 
ウ ドイツで宗教改革が始まった。 
エ ロシア革命がおこった。 
(岐阜県) 
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[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
イ(室町：イタリアでルネサンス 14,5 世紀)→ウ(戦国：宗教改革 1517 年)→ア(江戸：独立戦

争 1775 年)→エ(大正：ロシア革命 1917 年) 
 
 
[問題] 
 1800 年前後の世界のできごとを，次のア～エから 1 つ選び，記号で書け。 
ア フランス革命がおこり，自由，平等などをうたう人権宣言が発表された。 
イ ポルトガルのバスコ・ダ・ガマが，喜望峰を回ってインドに到達した。 
ウ 李成桂が，およそ 500 年近く続いた高麗を倒して，国名を朝鮮と改めた。 
エ アへン戦争において勝利したイギリスが，中国に不平等な条約を結ばせた。 
(山梨県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
ウ(室町：李成桂が朝鮮を建国 1392 年)→イ(戦国：バスコ・ダ・ガマがインド航路を発見 1498
年)→ア(江戸：フランス革命 1789 年)→エ(江戸：アヘン戦争 1840 年) 
 
 
[問題] 
 長州藩は，イギリスなど 4 か国から報復攻撃を受け，下関砲台が占領されたが，このころ

に海外でおこったできごととして最も近いものを次のア～エから 1 つ選び，符号で答えよ。 
ア フランスでは，フランス革命がおこった。 
イ ヨーロッパでは，ルネサンスが広まった。 
ウ ロシアでは，社会主義革命がおこった。 
エ アメリカでは，南北戦争がおこった。 
(宮崎県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
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[解説] 
イ(室町：イタリアでルネサンス 14,5 世紀)→ア(江戸：フランス革命 1789 年)→エ(幕末：南

北戦争 1861 年)→(幕末：長州藩がイギリスなど 4 か国から報復攻撃を受ける 1864 年)→ウ(大
正：ロシア革命 1917 年) 
 
 
[問題] 
 ペリーが日本に来航した時期におこった世界のできごととして最も適当なものはどれか，

ア～エから 1 つ選べ。 
ア 中国では，二十一か条の要求の撤廃などを求める五・四運動がおこった。 
イ イギリスでは，ワットにより蒸気機関が改良されるなど，産業革命がおこった。 
ウ ドイツでは，ワイマール憲法が制定され 20 歳以上の男女の普通選挙権が保障された。 
エ インドでは，イギリスの支配に対して，インド兵の反乱をきっかけに大反乱がおこった。 
(京都府) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
[解説] 
イ(江戸：イギリスで産業革命 18 世紀)→(幕末：ペリーの来航 1853 年)→エ(幕末：インドの

大反乱 1857 年)→ア(大正：五・四運動 1919 年)・ウ(大正：ワイマール憲法公布 1919 年) 
 
 
[問題] 
 1860 年ごろの欧米のようすを述べたものは次のどれか。 
ア ワシントン会議が開催され国際協調がはかられた。 
イ アメリカでは奴隷制をめぐり，南北の州が対立していた。 
ウ フランス革命がはじまり，人権宣言が出された。 
エ イギリスはロシアの南下に対抗し，日英同盟を結んだ。 
(長崎県) 
[解答欄] 

 

[解答]イ 
[解説] 
ウ(江戸：フランス革命 1789 年)→イ(幕末：アメリカで南北戦争 1861 年)→エ(明治後期：日

英同盟 1902 年)→ア(大正：ワシントン会議 1921 年) 
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[問題] 
 国際連盟が発足した年代とほぼ同じ時期の世界のできごとについて述べた文として最も適

当なものを，次のア～エの中から選んで，そのかな符号を書け。 
ア インドでは，ガンディーらによるイギリスに対する非暴力・不服従の抵抗運動が起こっ

た。 
イ 絶対王政に不満をもった民衆が武器をとって立ちあがり，フランス革命が起こった。 
ウ アメリカでは，自由貿易や奴隷制度をめぐって北部と南部が対立し，南北戦争が起こっ

た。 
エ モンゴル民族から出たチンギス・ハンが，民族を統一して国家を建設した。 
(愛知県) 
[解答欄] 

 

[解答]ア 
[解説] 
エ(鎌倉：チンギス・ハンがモンゴルを統一 1206 年)→イ(江戸：フランス革命 1789 年)→ウ(幕
末：アメリカで南北戦争 1861 年)→(大正：国際連盟 1920 年)・ア(大正：ガンディーの非暴

力・不服従の抵抗運動) 
 
 
[問題] 
 大正時代に世界でおこったできごとを次のア～エから 1 つ選んで記号で書け。 
ア アメリカで南北戦争がおこった。 
イ フランス革命がおこり，人権宣言が発表された。 
ウ 中国でアへン戦争がおこった。 
エ 社会主義を唱えたロシア革命がおこった。 
(福井県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
[解説] 
イ(江戸：フランス革命 1789 年)→ウ(江戸：アヘン戦争 1840 年)→ア(幕末：アメリカで南北

戦争 1861 年)→エ(大正：ロシア革命 1917 年) 
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[問題] 
 1930 年代の世界のようすを述べた文として，最も適当なものはどれか，下のア～エから 1
つ選び，その記号を書け。 
ア 国際平和と軍備の縮小を実現するためにワシントン会議が開かれた。 
イ 孫文を臨時大総統とし，南京を首都とする共和国である中華民国が成立した。 
ウ ヒトラーを指導者とするドイツが，ポーランドを攻撃し，第二次世界大戦が始まった。 
エ アメリカとソ連がはげしく対立したことにより，ドイツが東西に分断された。 
(三重県) 
[解答欄] 

 

[解答]ウ 
[解説] 
イ(明治末：辛亥革命 1911年→中華民国の成立 1912年)→ア(大正：ワシントン会議 1921年)→
ウ(昭和(戦前)：第二次世界大戦の勃発 1939 年)→エ(昭和(戦後)：冷戦→東西ドイツに分断

1949 年) 
 
[問題] 
 イギリスの説明として，最もよくあてはまるのは，ア～エのうちではどれか。 
ア アジアへの新航路を開くため，コロンブスの航海を支援した。 
イ 世界恐慌(世界大恐慌)のときに，ニューディール政策を行った。 
ウ 第一次世界大戦では，オーストリアと結んで連合国側と戦った。 
エ 世界でいち早く産業革命が始まり，蒸気機関が発明された。 
(岡山県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
[解説] 
アはスペイン，イはアメリカ，ウはドイツ，エはイギリス。 
 
[問題] 
 イギリスについて適切なものを下のア～エから 1 つ選び，記号で答えよ。 
ア 日本とポーツマスで講和会議をおこなった。 
イ ルネサンス文化が最初におこった。 
ウ 世界恐慌でニューディール政策がおこなわれた。 
エ 清とアヘン戦争をおこなった。 



 65 

(沖縄県) 
[解答欄] 

 

[解答]エ 
[解説] 
アはロシア，イはイタリア，ウはアメリカ，エはイギリス。 
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