
 1 

くげ日本史・秋季講習2023 共通テスト実践（１）センター試験と共通テスト 

 

◆センター・共通テスト（日本史Ｂ）に共通点する特徴 

（１）６〜７割が[ア 正誤 ］問題 

  一問一答式の単純暗記だけでは正解できない →演習＝慣れが必要 

（２）範囲に偏りがない 

  古代・中世・近世が各[イ ２ ］割、近現代が[ウ ４ ］割 …ほぼ教科書の分量と比例 

  →２年時の範囲の重要度が高い 

（３）問題の形式パターンはほぼ以下の５つ 

  ①単純４択（正誤または用語）  ②ＸＹ正誤判断４択  ③時代順６択 

  ④２択×２の４択（ａｃ／ａｄ／ｂｃ／ｂｄ）…空欄補充、用語選択、正誤判断 

  ⑤Ｘ・Ｙとａｂｃｄとの組み合わせ４択…説明と地図、用語、説明 

（４）地図問題は、国内なら[エ 府県 ］レベルでよい。海外は出るところがほぼ決まっている。 

  →過去問演習が有効 

（３）写真・図版・史料・グラフの使われ方は３パターン。 

   ａ．[オ 判別 ］が必要  ｂ．[カ 分析 ］が必要  ｃ．設問とほぼ無関係 

   最近はほとんどが[キ ｂ ］で、[ク ａ ］が少し。グラフ・統計は[ケ ｂ ］ 

   ※以前はｃも多かったが最近は（特に史料では）珍しくなった。 

 

◆共通テストの特徴（センター試験との違い） 

（１）問題文の増加、複雑化 …解くのに時間がかかる 

   ※[コ リード文 ］を読む前にまず[サ 設問文 ］を見て全体像をつかむ 

   ※問題数は４問減少→そのかわり[シ ４点 ］問題が４問できた …大けがの危険 

（２）正誤問題の多様化 …資料との関係や時期による判断が増加 

   →[ス 設問文 ］をよく読み指示を確認する 

（３）思考や理解も問われる …根拠、評価、意義、目的、背景、理由など 

   →「歴史は用語暗記」と決めつけずに「物語」として考える 

（４）調査や発表など生徒主体の学習という設定 

（５）リード文の[セ 下線部以外  ］の場所にも情報あり 
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◆共通テストに向けての「考え方」 

（１）学習面 〜インプット〜 

 ①[１ 流れ ]の中で覚える。[２ 用語 ]や[３ 年代 ]のような単発的な暗記で安心しない。 

   ・[４ 時間 ]経過や[５ 因果 ]関係 

   ・[６ 天皇 ]、[７ 内閣 ]、将軍などでまとめる 

   ・時代の[８ 特徴 ]や、時代による[９ 相違 ]を軽視しない。 

   ・まず[10  教科書 ]やプリントを読んで物語をつかむ 

 ②[11 資料 ]に慣れる 

   ・史料、地図、図版、統計など 

   ・授業で読んだり見たりすることで経験を積む 

 

（２）問題演習 〜アウトプット〜 

 ①共通テスト・センター試験型の問題演習 

  ・[12 予想 ]問題より[13 過去 ]問題。これ、常識で鉄則。 

  ・赤本は安価で解説が豊富。 

   ※借りるのではなく買うべし。採点、マーキング、メモなどをドンドン書き込むべし。 

  ・時間を測ること。１ページ[14 １分半 ]が目安。 

   ※先に[15 設問 ]文を見てから問題文や資料を見ないと、時間が足りない。 

  ・演習しながら学習することが効率を上げる 

 ②注意事項 

  ・より[16 新しい ]ものから先に解く 

  ・[17 既習 ]範囲から取り組んでいく →まずは近現代 

  ・[18 史料 ]問題、[19 統計 ]問題は、特に時間配分に注意 

  ・[20 時代順 ]問題が、実は最も難しい 

  ・[
21
 時期 ]が正誤判断になっている問題があり、これも難しい。 

   

ＭＥＭＯ 
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＜時期判断を含む正誤問題＞ 

 

問１ 古代から近代までの貨幣について述べた文として正しいものを一つ選べ。＜2019本試験Ｂ２＞ 

① 飛鳥時代には，日本最初の鋳造銭貨(銅銭)として和同開珎がつくられた。 

② 鎌倉時代には，幕府が金座・銀座・銭座を設け，貨幣を発行した。 

③ 江戸時代には，幕府が中国から寛永通宝を輸入し，全国へ流通させた。 

④ 昭和期には，高橋是清蔵相のもとで，日本は管理通貨制度に移行した。 

 

問２ ５世紀における朝鮮半島や中国からの文化の渡来について述べた文として正しいものを一つ選べ。 

＜2019本試験Ｂ８＞ 

① 西日本の各地に，軍事的な備えとして朝鮮式山城が築かれた。 

② 礎石の上に柱を立て，瓦葺きの屋根をもつ建物が造られるようになった。 

③ 大陸系の磨製石器が普及し，小規模な湿田の開発が進んだ。 

④ 須恵器の製法が伝えられ，土師器とともに用いられるようになった。 

 

問３ 院政期の政治について述べた文として正しいものを一つ選べ。＜2019本試験Ｂ14＞ 

① 法や慣習を無視した専制的な政治が行われ，国司の制度が廃された。 

② 院庁が出す院庁下文などの文書が国政に効力をもつようになった。 

③ 荘園の寄進がおとろえ，知行国の制度が院政の経済的基盤とされた。 

④ 所領関係の訴訟を処理する機関として，雑訴決断所をおいた。 

 

問４ 中世の京都とその周辺について述べた文として正しいものを一つ選べ。＜2019本試験Ｂ14＞ 

① 院政期には，仏教を厚く信仰する天皇らにより，法勝寺をはじめとする六勝寺が造営された。 

② 鎌倉時代には，月行事を代表とする町組が形成された。 

③ 室町時代には，京と鎌倉の往来がさかんとなり，『十六夜日記』などの紀行文が書かれた。 

④ 戦国時代には，酒屋に対する幕府の課税が始まった。 

 

問５ 南北朝の合体の２年後から始まる応永という年号の時期の出来事について述べた文として誤っているもの

を一つ選べ。＜2019本試験Ｂ16＞ 

① 京都北山の北山殿(第)に金閣が造営された。 

② 朝鮮軍が倭寇の本拠地と考える対馬を攻撃した。 

③ 鎌倉府で反乱を起こした上杉禅秀が追討された。 

④ 中国の寧波で細川氏と大内氏との紛争が生じた。 

 

問６ 寛政の改革に関して述べた文として誤っているものを一つ選べ。＜2019本試験Ｂ23＞ 

① 各地に社倉や義倉をつくり，飢饉に備えて米穀を蓄えさせた。 

② 江戸町会所を設け，町入用の節約分を運用させて貧民救済などに充てた。 

③ 上知令を出し，江戸・大坂周辺を幕府の直轄地にしようとした。 

④ 石川島に人足寄場をつくり，無宿人を強制的に収容した。 
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問７ 加波山事件や大阪事件が発生していたのと同じ時期に起きた出来事に関して述べた文として誤っているも

のを，次の①～④のうちから一つ選べ。＜2020本試験Ｂ28＞ 

① 太政官制が廃止され，新たに内閣制度が定められた。 

② 洋画の分野で二科会が創立され，文部省美術展覧会(文展)に対抗した。 

③ 三菱(三菱会社)と共同運輸会社が合併して，日本郵船会社が設立された。 

④ 朝鮮で甲申事変(甲申政変)が発生し，清軍によって鎮圧された。 

 

問Ｂ 日露戦争後の外交について述べた文として正しいものを一つ選べ。＜2020本試験Ｂ31＞ 

① 日本は，韓国の外交権を奪ったほか，漢城に統監府をおいて，伊藤博文がその初代統監となった。 

② 日本を中心とする列国の軍隊によって，清国内の民衆反乱が鎮圧され，北京議定書が結ばれた。 

③ 日本は，軍艦を江華島付近に派遣して朝鮮を挑発し，これを機に開国させた。 

④ 日本は，韓国での権益を確保するために，ロシアと協調する外交路線ではなく，イギリスと同盟を結ぶ路線

を選んだ。 

 

問９ 大正期の政治・社会に関して述べた文として正しいものを一つ選べ。＜2020本試験Ｂ34＞ 

① 血のメーデー事件(メーデー事件)をきっかけに，破壊活動防止法が制定された。 

② 第1次若槻礼次郎内閣は，ジーメンス(シーメンス)事件の責任を問われて総辞職した。 

③ 労働組合が解散させられ，大日本産業報国会が結成された。 

④ 護憲三派の提携が成立し，第二次護憲運動を展開した。 

 

問10 1990年代の日米の軍事・防衛関係に関して述べた次の文ａ～ｄについて，正しいものの組合せを，下から

一つ選べ。＜2019本試験Ｂ36＞ 

ａ 湾岸戦争の際，日本は多国籍軍への資金援助要請を拒絶した。 

ｂ 湾岸戦争後，国会でＰＫＯ協力法（国連平和維持活動協力法）が成立した。 

ｃ 日米協力のための新ガイドライン関連法が成立した。 

ｄ 在日米軍基地に反対する運動が広がり，砂川事件が起こった。 

 

① ａ・ｃ   ② ａ・ｄ   ③ ｂ・ｃ   ④ ｂ・ｄ 

 

問11 次の文ａ～ｄについて，正しいものの組合せを一つ選べ。＜2018本試験Ｂ３＞  

ａ 平安時代には，束帯や衣冠が宮廷女性の正装となった。 

ｂ 戦国・安土桃山時代には，女性の普段着として小袖が一般化した。 

ｃ 江戸時代には，生地に華やかな模様を表す友禅染が流行した。 

ｄ 明治時代には，モボとよばれる男性が繁華街を闊歩
かっぽ

した。 

 

① ａ・ｃ   ② ａ・ｄ   ③ ｂ・ｃ   ④ ｂ・ｄ 
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くげ日本史・秋季講習2023 共通テスト実践（２）傾向分析 

 

◆史料問題 

※最近（２００４年以降）の日本史Ｂ本試験で出題された史料と分類 ＜右表＞ 

（１）史料分類と時代      

 

有名史料は近年は珍しく、特に近世以後では無名史料がほとんどになっていることがわかります。       
 

（２）史料分類と設問種類  

 ａ ｂ１ ｂ ２ ｃ 計 

有名史料  ７  ０   ７  ０ １４ 

無名史料  ０  ３  ５１ ７ ６１ 

計  ７ ３  ５８ ７ ７５ 

（ａ：覚えていないと答えられない問題 ｂ１：史料全体についての判断が必要 

 ｂ２：史料内容についての読解問題  ｃ：設問と直接関係がない）  

  無名史料は当然「ａ」はなく、ｂ１も少なく、要するに「その場で考える」ものばかりです。 
 

（３）難易度と設問種類・史料分類 

 有名史料 無名史料 計  ａ ｂ１ ｂ２ ｃ 

７０％以上    ５   ３１ ３６   ０  １ ３４  １ 

６０～７０％    ５ ７    １２   ４  １  ８   ０ 

６０％以下    ４    １８ ２２   ３  ２ １６  １ 

計   １４   ５６ ７０   ７  ３ ５８  ２ 

  ちなみに、日本史Ｂ全体の平均点は６０～７０％です。 
 

 センター日本史Ｂでは「無名史料」「ｂ」が多く、しかも「さほど難しくない」のが常識でした。 

（むしろ、「有名史料」「ａ」の方が正解率は低かったくらい） 

なので、教科書に出てくるような基本的な史料をしっかり学習しておくことが重要でした。 

ところが、共通テストでは資料問題にも平均点が低いものが増えてきました。原因は、時間です。 

 

ＭＥＭＯ 

 

 

 

 

 原始古代 中 世 近 世 近 代 現 代 計 

有名史料   ８   ５   １  ０   ０ １４ 

無名史料  ２２   ５  １６  １３    ５ ６１ 

計  ３０   １０  １７  １３   ５ ７５ 
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センターテスト出題傾向　史料

番号 名称など 有名 年度 時代 分類 正解率％ 備考

1 常陸国行方郡成立の経緯（『風土記』） 2023 古代 ｂ２ 63.4
2 天武朝の国境画定記事（『日本書紀』） 2023 古代 ｂ２ 63.4
3 養老２年の石城国設置記事（『続日本紀』） 2023 古代 ｂ２ 63.4
4 古代の政治と暦（『朝野群載』） 2023 古代 ｂ２ 80.2
5 貴族の生活と暦（「九条殿御遺誡」） 2023 古代 ｂ２ 80.2
6 撰銭令（「建武以来追加」） 2023 中世 ｂ２ 10,5 大意
7 撰銭令（『大内氏掟書』） 2023 中世 ｂ２ 10.5 大意
8 日本の船が中国に漂流した記録 2023 近世 ｂ２ 46.3
9 岸田俊子の男女同権論 2023 近代 ｂ２ 82.3
10 長崎商業学校の修学旅行記 2023 近代 ｂ２ 41.1
11 炭鉱における家族労働（山本作兵衛） 2023 近代 ｂ２ 84.8
12 ハワイとの移民関係 2022 近代 ｂ２ 67.4
13 ハワイとの通商条約 2022 近代 ｂ２ 58.7
14 江戸の町政（無宿など） 2022 近世 ｂ２ 19.6
15 惣百姓一揆、打ちこわし 2022 近世 ｂ２ 61
16 憲法１７条、延喜式、令義解 2022 古代 ｂ１ 33.6 語群
17 天平５年計帳（手実） 2022 古代 ｂ２ 86.5
18 妾の半生涯 2021 近代 ｂ２ 52.6
19 明治初期の天長節 2021 近代 ｂ２ 93.2
20 江戸時代の休日 2021 近世 ｂ２ 89.3
21 荘園文書（牓示） 2021 中世 ｂ２ 83.9
22 江田船山古墳鉄刀銘 2021 原始 ｂ２ 66.5
23 ブラジルにおける新円切替詐欺記事 2021 現代 ｂ２ 54.4
24 律令期の銭貨についての法令 2021 古代 ｂ２ 58.9 要旨

25 津田左右吉「古事記及び日本書紀の新研究」 2020 近代 ｂ２ 72.3

26 渡唐して蝦夷を唐皇帝に示す 2020 古代 ｂ２ 92.4
27 紀伊国阿弖河荘民訴状 ◯ 2020 中世 ｂ２ 74.0
28 鳥取藩「鉄穴流し」通達 2020 近世 ｂ２ 56.2
29 円仁『入唐求法巡礼記』 2019 古代 ｂ２ 83.5
30 那須国造碑 2019 古代 ｂ２ 30.3
31 採草地をめぐる争論の和解文書 2019 近世 ｂ２ 43.5
32 占領軍進駐ニ伴フ報道取扱要領等 2019 現代 ｂ２ 94.7
33 稲荷山鉄剣銘文 2018 原始 ｂ２ 74.9
34 東大寺大仏開眼供養 2018 古代 ｂ２ 76.2
35 山城国久世郡寺田村の記録（村の自治） 2018 近世 ｂ２ 81.0
36 石橋湛山「池田外交路線へ望む」 2018 現代 ｂ２ 63.6
37 先手組への指示（江戸打ちこわし） 2017 近世 ｂ２ 82.9
38 鎌倉幕府関東下知状 2017 中世 ｂ２ 83.8
39 自作農創設特別措置法 2016 現代 ｂ１ 77.0
40 只野真葛『むかしばなし』（田沼時代） 2016 近世 ｂ２ 94.1
41 小田原楽市掟書 2016 中世 ｂ２ 92.2
42 朝倉孝景条々 ○ 2016 中世 ｂ２ 92.2
43 奈良時代の新羅からの購入項目 2016 古代 ｂ２ 74.1
44 多賀城跡漆紙文書（戸籍） 2016 古代 ｂ１ 48.6
45 鉄道国有法審議の議事録 2015 近代 ｂ２ 86.3
46 越後国出雲崎代官の上申書 2015 近代 ｃ 82.6
47 式目制定の趣旨（泰時書簡） ○ 2015 中世 ａ 59.4
48 鹿子木荘 ○ 2015 古代 ｂ２ 46.4
49 手塚治虫の回想 2014 現代 ｂ２ 83.4
50 橘南谿旅行記 2014 近世 ｂ２ 90.6
51 柳生郷の徳政碑文 ○ 2014 中世 ａ 65.6
52 大伴家持の歌 2014 古代 ｃ
53 魏志倭人伝 ○ 2014 原始 ｂ２ 94.1
54 倭王武の上表文 ○ 2013 原始 ｂ２ 65.5
55 生類憐れみの令 2013 近世 ｂ２ 86.7
56 貧窮問答歌 ○ 2012 古代 ａ 59.1
57 世事見聞録 2012 近世 ｃ
58 市制町村制理由 2012 近代 ｂ２ 86.8
59 墾田永年私財法 ○ 2011 古代 ｂ２ 84.5
60 ケンペル『日本史』 2011 近世 ｃ 口語訳
61 申維翰『海游録』 2011 近世 ｃ 口語訳
62 蘇我馬子の物部氏本家滅亡と四天王寺建立 2010 古代 ｂ２ 56.5
63 倭国大乱（『後漢書東夷伝』） ○ 2009 原始 ａ 61.1 語群
64 家内工業（『北越雪譜』） 2009 近世 ｂ２ 80.7
65 奈良時代の貨幣交易（『日本霊異記』） 2008 古代 ｂ２ 78.7
66 専売制（『広益国産考』） 2008 近世 ｂ２ 81.7
67 1930年代の軍部批判（『尾崎愕堂全集』） 2008 近代 ｂ２ 87.6
68 貧窮問答歌 ○ 2007 古代 ａ 65.3 語群、一部
69 改新の詔 ○ 2007 古代 ａ 65.3 語群、一部
70 万葉歌：大君は神（大伴御行） 2006 古代 ｃ 42.2 時代順語群
71 万葉歌：難波遷都（藤原宇合） 2006 古代 ｂ２ 42.2 時代順語群
72 万葉歌：恭仁遷都（大伴家持） 2006 古代 ｂ２ 42.2 時代順語群
73 人返しの法 ○ 2005 近世 ｂ２ 96.8
74 山県首相の利益線演説 2005 近代 ｃ
75 山城の国一揆 ◯ 2004 中世 ａ 37.6 一部
76 和宮下降（武蔵国の農民の日記） 2003 近代 ｃ 口語訳
77 禁門の変（武蔵国の農民の日記） 2003 近代 ｃ
78 虎の門事件（松山守善書簡） 2003 近代 ｂ２ 66.1 口語
79 柳条湖事件（新聞見出し） ◯ 2003 近代 ｂ１ 68.1 時代順語群
80 天皇機関説問題（新聞見出し） ◯ 2003 近代 ｂ１ 50.1 時代順語群
81 大政翼賛会（新聞見出し） ◯ 2003 近代 ｂ１ 50.1 時代順語群
82 真珠湾攻撃（新聞見出し） ◯ 2003 近代 ｂ１ 50.1 時代順語群
83 平沼内閣総辞職（新聞見出し） ◯ 2003 近代 ｂ１ 50.1 時代順
84 日露戦争後の日本（漱石『それから』） 2002 近代 ｃ
85 嘉吉の土一揆 2002 中世 ｂ１
86 加賀の一向一揆（『蔭涼軒日録』） ◯ 2002 中世 ｂ１
87 価格等統制令 2001 近代 ｂ１ 時代順語群
88 過度経済力集中排除法 2001 現代 ｂ１ 時代順語群
89 平家物語の起源など（『徒然草』） 2000 中世 ｂ２
90 大正政変についての日記 2000 近代 ｃ
91 戦時体制下の農村について 2000 近代 ｃ

・
"
史
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%
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ペ
,
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空
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掲
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◆地図問題 

※２０１６年以降のセンター共通テストの地図問題の傾向 ＜右表＞ 

（１）日本地図なら精度は都道府県単位まで、外国なら中国以外は国単位、中国は満州・華北・華中・重慶。 

（２）東アジア地図が頻出するが、出題は重要な地名に限られる。 

（３）過去との類題が多い 

 

例題１（2016年度本試験Ｂ） 

 近世の特産品と産地について述べた次の文Ｘ・Ｙと，地図中に示した場所 a～dの組合せとして正しいものを， 

下の①～④のうちから一つ選べ。 20  

Ｘ この地方は，紅花の代表的な産地として発展した。 

Ｙ この地では，西陣織など高度な技術に 

もとづく織物が生産された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例題２（2015年度本試験Ａ・Ｂ共通） 

右の地図上の位置ａ～ｄとの組合せとして正しいものを，下の 

①～④のうちから一つ選べ。 24  

Ｘ 日中戦争勃発時に中華民国の首都が置かれていた。 

Ｙ イギリスの支配する植民地都市であった。 

① Ｘ－ａ  Ｙ－ｃ  ② Ｘ－ａ  Ｙ－ｄ  ③ Ｘ－ｂ  Ｙ－ｃ  ④ Ｘ－ｂ  Ｙ－ｄ 

 

◆写真・図版問題 

 別紙資料①「センターテスト出題傾向・図版 カラー図表ページ順」 

 別紙資料②「最近の出題例」を参照 

 

ＭＥＭＯ 

 

 

① Ｘ－ａ  Ｙ－ｃ 

② Ｘ－ａ  Ｙ－ｄ 

③ Ｘ－ｂ  Ｙ－ｃ 

④ Ｘ－ｂ  Ｙ－ｄ 
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 センターテスト出題傾向　地図問題（１９９６～）

整理

番号

テーマ 範囲 年度 Ａ 追 時代 図表頁 　　地図に示されている場所

南蛮船のルート 東アジア 2023 Ｂ 追 近代 164,226 鹿児島、豊後府内？、浦賀、箱館？

1 中世の海上交通 日本 2022 Ｂ 中世 144,150 志苔館、平戸、小浜、種子島

2 第二次世界大戦終結 ヨーロッパ 2022 追 近代 312 ヤルタ、カイロ、ポツダム、チュニス？

3 満州事変とその波及 東アジア 2021 Ａ 追 近代 304 柳条湖、上海、旅順、京城

4 １・３・５世紀の東アジア 東アジア 2021 Ｂ 古代 29 中国の王朝の範囲（後漢、三国、南北朝）

5 沖縄・小笠原・奄美 東アジア 2020 Ａ 現代 324 沖縄諸島、奄美大島、小笠原諸島

6 天正・慶長遣欧使節 世界地図 2019 追 近世 158 使節団の航路

7 日本の「国境」 東アジア 2018 近代 254 大連、長春、樺太国境、張鼓峰

8 士族反乱 西日本 2018 Ａ 近代 239 鹿児島、佐賀、萩、高知

9 東北経営 東北 2018 追 古代 92 渟足柵、秋田城、多賀城、胆沢城

10 中世の戦乱 日本 2018 追 中世 119,156 隠岐、佐渡、博多、堺

11 戦後の世界と日本 東・東南アジア 2018 Ａ 追 現代 312 北朝鮮、ビルマ、バンドン、マニラ

12 日本海に寄り添う旅 日本 2017 総合 129,166 石見銀山、生野銀山、新潟、坂田

13 殖産興業 日本 2017 共 追 近代 232 富岡製糸場、札幌農学校、京都？、大阪？

14 戦後の平和運動 日本 2017 共 現代 308,327 広島(原水禁)、内灘、長崎、沖縄

15 幕末の江戸湾 南関東 2017 Ａ 追 近代 220,223 浦賀、下田、神奈川、銚子

16 アジア太平洋戦争 アジア・太平洋 2017 Ａ 追 近代 304 ビルマ、朝鮮、サイパン、ミッドウエー

17 江戸時代の産物 日本 2016 近世 188 最上紅花、阿波藍、桐生絹、西陣織

18 高度成長の矛盾 日本 2016 共 現代 336 東京都、岩手県、四日市、富山市

19 世界遺産 日本 2016 追 総合 6,98,190,310 広島(原爆ドーム)、日光(東照宮)、長崎、和歌山

20 満州韓国の鉄道 満州・韓国 2016 追 近代 254 奉天、長春、漢城、釜山

21 激化事件 日本 2016 追 近代 242 福島県、山口県、秩父、熊本

22 アジア太平洋戦争 東・東南アジア 2015 共 近代 304 南京、重慶、シンガポール、ジャカルタ

23 弥生時代の遺跡 日本 2015 追 原始 37 吉野ケ里、登呂、荒神谷？、唐子鍵遺跡？

24 近代の鉱工業 日本 2015 Ａ 追 近代 232,262 足尾銅山、長崎造船所、阿仁銅山？、呉造船所？

25 アジア太平洋戦争 東・東南アジア 2015 共 追 近代 304 北部仏印、インパール？、ノモンハン、張鼓峰

26 幕末の日本 日本 2014 Ａ 近代 223,227 鹿児島、会津若松、松前、高知

27 縄文時代の遺跡 日本 2014 原始 33 大森貝塚、三内丸山、唐古？、白滝？

28 列強の接近 日本 2014 近代 211 箱館、浦賀、新潟、長崎

29 日中戦争期のアジア 東・東南アジア 2013 共 近代 304 北京、重慶、サイゴン、シンガポール

30 江戸後期の日露関係 北方領土、樺太千島 2013 近代 211,238 北方領土、樺太、千島

31 平氏と日宋貿易 西日本 2013 追 中世 78,109 大輪田泊、厳島神社、宇佐八幡宮？、伊勢神宮？

32 日清戦争前後 東アジア 2013 共 追 近代 249 旅順、漢城、釜山？、青島？

33 日本のアジア太平洋侵略 東・東南アジア 2013 Ａ 近代 304 柳条湖、盧溝橋？、フィリピン、南洋諸島

34 日米交渉期の東アジア 東・東南アジア 2012 共 追 近代 304 南京　ハノイ　北京？　サイゴン？

35 西日本の原始遺跡 近畿～九州 2012 追 原始 37,44 荒神谷　江田船山　吉野ケ里？　大仙古墳？

36 明治末の日本の領土 日本と東アジア 2012 共 近代 254 南樺太　台湾

37 中世後期の東アジア 日本と東アジア 2011 中世 140 対馬　寧波　那覇　青島?

38 東アジア鉄道地図 東アジア 2011 Ａ 近代 254
ウラジオストク、旅順、奉天、ハルビン、

ソウル　長春　青島　釜山

39 近世初期の九州 九州 2010 追 近世 159,161,176 鹿児島　原城　名護屋　小倉

40 中世の都市 日本 2010 中世 156 一乗谷　博多

41 古代行政区画図 日本 2009 総合 68 特に図中からの出題はなし

42 明治初期の東アジア 東アジア 2009 Ａ 近代 238 江華島　台湾漂流民　寧波？　旅順？

43 戦国期の近江国 近江国 2007 追 近世 159 安土

44 中世後期の東アジアと鉄砲伝来 日本と東アジア 2006 中世 140 寧波　種子島

45 近世の鉱業 日本 2005 Ａ 近世 188 但馬生野

46 古代の辺地 東北と九州 2001 古代 60,75 水城　出羽柵

47 １５世紀の東アジア 日本と東アジア 2001 Ａ 中世 140 寧波、博多、航路

48 中世後期の東アジアと慶長遣欧使節 日本と東アジア 1999 Ａ 追
中世

近世
140,159 富山浦　山口　仙台　寧波

49 原始古代の遺跡 日本 1996 原始 33,35,37 和田峠　亀ヶ岡　江田船山　板付

50 中世後期の東アジアと鉄砲伝来 日本と東アジア 1995 追 中世 140 琉球　博多　種子島　対馬

51 全般 日本 1994 総合 68,173 大宰府　隠岐　江戸

52 港湾整備 西日本 1994 総合 109 大輪田泊

53 明治初期の外交 朝鮮周辺と北方領土 1994 追 近代 238 江華島　千島樺太交換条約での国境

54 古代の辺地 日本 1993 追 古代 75 磐舟柵,大隅隼人,胆沢城

55 近世初期の外交 世界 1993 追 近世 159,179 ノビスパン　シャム　マニラ

56 中世の寺社 日本 1991 中世 110,129 中尊寺　永平寺　円覚寺　伊勢神宮

・Ａは日本史Ａのみ、共はＡ・Ｂ共通問題、無記入はＢのみの出題

・図表頁は第一出版社『最新日本史図表』四訂版
・追は追試、未記入は本試験。ただし、追試は不明の年も多いので完全網羅ではない。
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＜時代順問題＞ 

【１】センター試験＆共通テスト試験、時代順問題について 

 （１）毎年３～６問、３点（４点も） →９～２０点におよぶ影響 

 （２）形式は３項目（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）の順列６択のみ →工夫の余地なし 

 

【２】時代順問題への対処方法 

  ※とにかく年代を暗記する？ →ムダが多すぎる／同じ年代の出来事／年代の定まらない事項 

 Ａ．時代区分に結びつける →別紙資料②・③ 

  ①大区分まで必要な問題 

  ②中区分まで必要な問題 

  ③小区分まで必要な問題       

  ④小区分でも判別できない問題 

  Ｂ．因果関係などの流れで判断する 

 

＜例題（原始・古代）＞  

①大区分まで必要（2015年Ｂ追試） 

Ⅰ 征夷大将軍坂上田村麻呂が，蝦夷の族長阿弖流為を降伏させた。 

Ⅱ 阿倍比羅夫が，水軍を率いて秋田・津軽地方に進出した。 

Ⅲ 蝦夷対策・東北経営の拠点として，太平洋側に多賀城が築かれた。 

②中区分まで必要（2010年Ｂ本試験） 

Ⅰ 天皇が幼少のときには摂政，成人したのちには関白をおくことが通例となった。 

Ⅱ 院の命令を伝える文書や院庁が出す文書が，荘園の認可などの国政に大きな効力をもつようになった。 

Ⅲ 天皇の側近として，天皇の命令をすみやかに太政官に伝える蔵人頭が設けられた。 

③小区分まで必要（2016年Ｂ追試）  

Ⅰ 百万町歩の開墾計画をたて，田地の増加をはかった。 

Ⅱ 官物・臨時雑役という税目で徴税を行った。 

Ⅲ 墾田永年私財法を発布し，開墾した田地の永年私有を認めた。 

④小区分でも判別できない（2013年Ｂ本試験） 

Ⅰ 橘奈良麻呂らが藤原仲麻呂の打倒をめざしたが，事前に発覚して失敗した。 

Ⅱ 玄昉と吉備真備の排斥を唱えた藤原広嗣が大宰府で反乱を起こしたが，鎮圧された。 

Ⅲ 左大臣長屋王が，謀反の疑いをかけられ，自殺に追い込まれた。 

⑤そもそも年代暗記では対応できない・古代中世をまたぐ（2011年Ｂ本試験） 

Ⅰ 開発領主のなかに，国司の圧迫を逃れようとして有力寺院などに田地を寄進する者が現れるようになった。 

Ⅱ 有力寺院が下級僧侶を僧兵に組織し，神木や神輿を押し立てて，自分たちの要求を通すため朝廷に強訴す

るようになった。 

Ⅲ 有力寺院の初期荘園が，律令制的支配の衰えとともに衰退していった。 

Ｂの併用 
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＜例題（中世・近世）＞  

①大区分まで必要（2014年Ｂ本試） 

Ⅰ 平氏が取り組んだ日宋貿易により，宋銭や陶磁器が輸入された。 

Ⅱ 建長寺の修造費を調達するため，貿易船が元に派遣された。 

Ⅲ 明銭が流入するとともに，粗悪な私鋳銭が広くみられるようになった。 

②中区分まで必要（2015年Ｂ追試験） 

Ⅰ 銭座を設け，寛永通宝の鋳造を開始した。 

Ⅱ 荻原重秀の意見をもとに，品質を落とした金銀貨幣を発行した。 

Ⅲ 計数貨幣として金貨と同様に通用する，南鐐二朱銀を発行した。 

③文化区分まで必要（2014年Ｂ本試験） 

Ⅰ 宣教師が伝えた活字印刷術によって，天草版(キリシタン版)が作られた。 

Ⅱ 『日本永代蔵』などの，浮世草子とよばれる小説が著された。 

Ⅲ 喜多川歌麿が，多色刷の浮世絵版画(錦絵)の絵師として活躍した。 

④小区分まで必要（2016年Ｂ追試）  

Ⅰ 大坂冬の陣・夏の陣(大坂の役)で，豊臣氏が滅ぼされた。 

Ⅱ 関ヶ原の戦いで，東軍が石田三成らの西軍に勝利した。 

Ⅲ 家康が将軍職を辞し，子の秀忠が将軍となった。 

⑤小区分まで必要（2013年Ｂ本試験）  

Ⅰ 中国から渡来した蘭渓道隆が，北条時頼の帰依を得て建長寺を開いた。 

Ⅱ 中国から帰国した栄西が，禅宗の一派である臨済宗を伝えた。 

Ⅲ 大内氏の遣わした使節と細川氏の遣わした使節とが，中国の寧波で衝突した。 

⑥そもそも年代暗記では対応できない（2012年Ｂ追試験） 

Ⅰ 領主は荘園の管理を地頭にまかせ，年貢納入を請け負わせる契約を結んだ。 

Ⅱ 鳥羽上皇のもとに荘園の寄進が集中し，膨大な天皇家領荘園群ができた。 

Ⅲ 朝廷は，延久の荘園整理令を発布し，荘園の所有者から証拠文書を提出させた。 

⑦中世・近世をまたぐ（2011年Ｂ追試験） 

Ⅰ 本願寺の顕如が，諸国の門徒に織田信長への反抗をよびかけたため，各地で激しい一向一揆が展開した。 

Ⅱ 伊勢神道や土佐の南学などの影響を受けた山崎闇斎が，垂加神道を唱え，のちの尊王思想に影響を与えた。 

Ⅲ 京都の商工業者たちを中心とする日蓮宗の信者と，延暦寺が衝突する天文法華の乱が起こった。 

 

 

 

※近現代史については夏期講習を参照してください。 
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 別紙資料③ 日本史時代順を考える
【１】時代区分（前近代）

大区分 中区分 (概要) (出来事) (文化) 小区分

原始 旧石器 旧石器

縄文 縄文

弥生 ＢＣ 弥生

１Ｃ 倭の奴国 57.光武帝の金印 弥生

２Ｃ 倭国大乱 107,倭国王帥升 弥生

３C 邪馬台国 238.卑弥呼魏へ遣使 弥生

古墳 ４C 好太王碑 391.倭が高句麗と交戦 古墳前期

５Ｃ 倭の五王 478.倭王武の上表文 古墳中期

６C 磐井の乱など 527,磐井の乱 古墳後期 （天皇）

古代 ７C 前 推古朝 607.小野妹子遣隋使 飛鳥

後 改新期 646.改新の詔 白鳳

８C 前 長屋王諸兄 743.大仏造立の詔 天平

後 仲麻呂道鏡 764.恵美押勝の乱 天平

９C 前 嵯峨まで 810.薬子の変 弘仁貞観

後 承和から 866.応天門の変 弘仁貞観

１０C 前 安和まで 969.安和の変 国風

後 摂関政治 986.一条天皇即位 国風

１１C 前 摂関政治 1016.道長摂政 国風

中世 後 後三条から 1086.白河院政 院政期

１２C 前 白河鳥羽 1123.鳥羽院政 院政期

後 後白河 1167.清盛太政大臣 院政期

１３C 前 執権政治 1221.承久の乱 鎌倉

後 元寇 1274.文永の役 鎌倉

１４Ｃ 前 建武新政まで 1334.建武の新政開始 鎌倉 得宗→天皇

後 南北朝 1392.南北朝合一 南北朝

１５Ｃ 前 嘉吉まで 1428.正長の土一揆 北山

後 応仁前後 1467.応仁の乱勃発 東山

１６Ｃ 前 ザビエルまで 1441.大内氏滅亡 東山 （将軍）

近世 後 信長秀吉 1582,本能寺の変 桃山 政権

１７Ｃ 前 武断政治 1635.寛永令 寛永

後 文治政治 1687.生類憐れみの令 元禄

１８Ｃ 前 正徳享保 1716.享保改革開始 元禄

後 田沼寛政 1787.寛政改革開始 天明期

１９Ｃ 前 化政天保 1841.天保改革開始 化政

将軍・執権

将軍

将軍

将軍・政権

天皇

天皇・政権

天皇

摂関

院・天皇

1551.大内氏滅亡
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  日本史時代順を考える
【１】時代区分（前近代）

大区分 中区分 (概要) (出来事) (文化) 小区分

原始 旧石器 旧石器

縄文 縄文

弥生 ＢＣ 弥生

１Ｃ 倭の奴国 57.光武帝の金印 弥生

２Ｃ 倭国大乱 107,倭国王帥升 弥生

３C 邪馬台国 238.卑弥呼魏へ遣使 弥生

古墳 ４C 好太王碑 391.倭が高句麗と交戦 古墳前期

５Ｃ 倭の五王 478.倭王武の上表文 古墳中期

６C 磐井の乱など 527,磐井の乱 古墳後期 （天皇）

古代 ７C 前 推古朝 607.小野妹子遣隋使 飛鳥

後 改新期 646.改新の詔 白鳳

８C 前 長屋王諸兄 743.大仏造立の詔 天平

後 仲麻呂道鏡 764.恵美押勝の乱 天平

９C 前 嵯峨まで 810.薬子の変 弘仁貞観

後 承和から 866.応天門の変 弘仁貞観

１０C 前 安和まで 969.安和の変 国風

後 摂関政治 986.一条天皇即位 国風

１１C 前 摂関政治 1016.道長摂政 国風

中世 後 後三条から 1086.白河院政 院政期

１２C 前 白河鳥羽 1123.鳥羽院政 院政期

後 後白河 1167.清盛太政大臣 院政期

１３C 前 執権政治 1221.承久の乱 鎌倉

後 元寇 1274.文永の役 鎌倉

１４Ｃ 前 建武新政まで 1334.建武の新政開始 鎌倉 得宗→天皇

後 南北朝 1392.南北朝合一 南北朝

１５Ｃ 前 嘉吉まで 1428.正長の土一揆 北山

後 応仁前後 1467.応仁の乱勃発 東山

１６Ｃ 前 ザビエルまで 1441.大内氏滅亡 東山 （将軍）

近世 後 信長秀吉 1582,本能寺の変 桃山 政権

１７Ｃ 前 武断政治 1635.寛永令 寛永

後 文治政治 1687.生類憐れみの令 元禄

１８Ｃ 前 正徳享保 1716.享保改革開始 元禄

後 田沼寛政 1787.寛政改革開始 天明期

１９Ｃ 前 化政天保 1841.天保改革開始 化政

将軍・執権

将軍

将軍

将軍・政権

天皇

天皇・政権

天皇

摂関

院・天皇


