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2021/02/19実施 ©早稲田予備校 
 

早稲田大学 教育学部 日本史 講評 
 

出題形式 

試験時間 

特徴･その他 

マーク･記述併用 

60分 

大問数５題、小問数43問で、例年並み。記述問題11問、選択問題32問(内訳は正誤16問･語句選

択５問･正誤の組み合せ６問･語句の組み合せ４問･年代などの配列１問)。選択問題はすべて選

ぶ形式が２問、２つ選ぶ形式が１問あった。時代別では古代･中世･近世･近現代･近代の計５題

で、前近代史で約65％を占める。戦後史は2019年度が６問(単独１題)、2020年度が１問、今年

度が３問だった。分野別だと2019年度は政治史と外交史で85％、2020年度は政治史と社会経済

史で75％、今年度は政治史と文化史で70％となってる。例年５題中３題が史料問題だったが、

今年度は２題が史料問題で、１題が図版を使用した問題だった。試験時間60分は適当だろう。 

 

〔大問別講評〕 

番号 出題内容 コメント 難易度 

Ⅰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 

律令国家による地域

支配 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉 

＜地図･図版＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

江戸時代後期の学問 

＜史料＞ 

問１:解答は｢日向｣。｢薩摩国｣｢大隅国｣が分立した国なので｢日向｣国と

なる。問２:解答は｢渤海｣。｢781年｣段階で｢中国東北部から朝鮮半島北

部を支配｣していた国なので｢渤海｣となる。問３:オが正しい。ア…日

本海側、イ…阿倍比羅夫、ウ…多賀城、エ…９世紀。問４:ウが正解。

｢基肄城｣は大宰府南方の朝鮮式山城。問５:ウが正しい。ア…菅原道真、

イ…小野峯守ら、エ…父ではなく子、オ…大伴金村は旅人の父ではな

い。問６:イが正しい。中央の支配強化への抵抗なので｢磐井の乱｣が正

しい。問７:オが正しい。｢柵戸｣と｢俘囚｣の組み合わせ。問８:エが誤

り。長屋王邸は左京三条二坊に位置する。｢八条｣などの宮から遠い地

区には下級官人の小規模な住宅が分布している。問９:イが誤り。支石

墓は九州北部の墓制。 

 

問１:エが正しい。空欄 B に入るのは｢一遍｣である。問２:オが誤り。

源義家ではなく頼義。やや難。問３:ウが誤り。名越切通ではなく朝比

奈切通。消去法も使えず難問。問４:エが誤り。異国警固番役は弘安の

役後も継続した。問５:イが適切。ア･オ…会話文に｢一般の都市住民か

らは疎外された存在｣とあるので下層農民である｢下人｣｢所従｣ではな

い、ウ…｢河原者｣は正しいが、｢庭園造り｣以下の文が室町時代のこと

なので誤り、エ…｢乞食やキヨメ｣は正しいが｢疎外された存在｣なので

｢農村に居住｣が誤り。難問。問６:アが正しい。難問。問７:解答は｢和

賀江島｣。やや難。問８:解答は｢時衆｣。やや難。問９:解答は｢見世棚｣。 

 

問１:解答は｢群書類従｣。問２:解答は｢平賀源内｣。｢寒暖計｣がヒント

になる。問３:オが正しい。ア…伴信友は本居宣長没後の門人なので時

代が合わない。問４:イが正しい。Ｇ…因果応報から｢仏の道｣、Ｈ…史

料の｢彼ノ国｣が中国を指すため｢漢｣の道となる。やや難。問５:エが正

しい。ア･オ…竹内式部が弾圧された宝暦事件、山県大弐が弾圧された

明和事件が18世紀なので、リード文にある｢19世紀｣には不適。やや難。

問６:ア･オが正解。ウ｢日光社参｣の判断がやや難。問７:イが誤り。新

井白石は閑院宮家を創設した。問８:ウが正しい。空欄 Eに入るのは｢蛮

社の獄｣。ア…モリソン号事件、イ…渡辺崋山･高野長英らは処罰され

た、エ･オ…シーボルト事件を想定した誤文(シーボルトはドイツ人だ

が)。問９:エが正解。史料の｢風俗に応じて教えざれば｣あたりがヒン

トになる。問10:イ･ウが正解。他は明治になってから来日している。

やや難。 

やや易 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

難 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やや難 
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番号 出題内容 コメント 難易度 

Ⅳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 

近現代の沖縄 

 

 

 

 

 

 

 

 

民本主義 

＜史料＞ 

問１:解答は｢琉球処分｣。問２:解答は｢近衛文麿｣。難問。問３:エが正

しい。①知事ではなく知藩事。問４:ウが誤り。北海道で衆議院選挙が

実施されたのは1902年なので、他府県の1890年より遅れている。問５:

イが正しい。②や③の判断はやや難。問６:ウが誤り。中国･インドは

参加していない。問７:アが正しい。③日米ともにベトナム反戦運動は

激しくおこった。問８:イが正しい。②1967年の佐藤･ジョンソン会談

で沖縄返還が約束され、1969年の佐藤･ニクソン会談で1972年の返還に

合意した、と判断し正文とした。難問。 

 

問１･２:解答は空欄 Bが｢平民｣、Cが｢社会民主党｣。教科書収載の史料

だが、穴埋め記述はやや難。問３:ウが誤り。黎明会は空欄Ａの｢民本｣

主義思想などの拡大をめざした。問４:エ･オが正しい。ア…桂太郎内

閣、イ…シーメンス事件の説明、ウ…この事実はない。オの判断が難

しい。問５:イが正しい。立憲国民党ではなく革新俱楽部。なお③の｢清

浦圭吾｣の正しい表記は｢清浦奎吾｣である。問６:ウが誤り。無産政党

から８名の当選者を出した。問７:オが正しい。②『白樺』創刊は1910

年なので第一次世界大戦前、③天皇機関説事件は1935年なので昭和期

の出来事。やや難。 

やや難 

 

 

 

 

 

 

 

 

やや難 

 

〔総合コメント〕 

難易度は昨年度標準レベルであったが今年度は難化している。正誤の組み合わせ問題が２問から６問に増えた

ことが難易度をさらに押し上げた。史料問題は2017年度から大問３題に出されていたが、今年度は２題。｢一

遍聖絵｣と鎌倉の地図という図版を使った問題が久々に出された。過去には荘園絵図(2011年度)、日本地図

(2008年度)などが出されていた。また例年、史料読解問題が数問出されている。来年度以降も難化が継続する

のかは分からないが、教科書学習の徹底はいうまでもなく、用語集･史料集も随時参照し、普段から幅広い知

識や教養を身につけておこう。 

 


