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■2005 年公民科倫理２学期中間考査（3 年 1,2,3,4,5 組+理系） 正解と解説 

大問 問題番号 正解 正答率 配点 大問 問題番号 正解 正答率 配点 
1 2 95 2 26 3 62 2 
2 4 49 2 27 2 66 2 
3 1 58 2 

2 
28 3 36 2 

4 2 46 2 29 1 58 2 
5 3 72 2 30 3 37 2 
6 4 43 2 31 4 36 2 
7 4 57 2 32 1 70 2 
8 3 57 2 33 2 44 2 
9 1 51 2 34 1 57 2 
10 3 54 2 35 3 54 2 
11 3 46 2 36 2 64 2 
12 2 58 2 

3 
54.2% 

 

37 1 68 2 

1 
56.2% 

 

13 4 44 2 38 1 52 2 
14 5 69 2 39 4 64 2 
15 1 59 2 40 1 57 2 
16 2 77 2 41 3 33 2 
17 3 34 2 42 2 40 2 
18 2 37 2 43 1 35 2 
19 2 44 2 44 1 44 2 
20 1 63 2 45 3 54 2 
21 4 35 2 46 1 87 2 
22 1 21 2 47 2 79 2 
23 2 32 2 48 7 94 2 
24 1 64 2 49 6 84 2 

2 
50.1% 

 

25 2 53 2 

４ 
60.6% 

 

50 3 65 2 
 

平均 点数 頻度 累積 
１学期末

頻度 

１学期末 

累積 
 得点 校内偏差値

55.6 点 95~100 0 0 0 0  100 76 
 90~94 9 9 4 4  95 73 

最高点 85~89 6 15 11 15  90 70 

94 点 80~84 11 26 14 29  85 67 

（２名） 75~79 6 32 12 41  80 64 
 70~74 14 46 25 66  75 61 

標準偏差 65~69 7 53 25 91  70 58 
17.3 60~64 20 73 32 123  65 55 

 55~59 17 90 17 140  60 53 
 50~54 26 116 25 165  55 50 
 45~49 16 132 12 177  50 47 
 40~44 31 163 9 186  45 44 
 35~39 14 177 6 192  40 41 
 30~34 12 189 4 196  35 38 
 0~29 6 195 1 197  30 35 
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2005 年片岡担当倫理 2 学期中間考査 

解  説 
考査全般について 

 昨年も２学期中間考査は平均点が下がりましたが，今回

も 55.6 点と低めで出ました。度数分布表をみると分かる

のですが，前回１学期末との比較で，90 点台の人数が４

人から９人と倍増以上しています。その一方で，今回のモ

ードは 40～44 点ですし，55 点未満の全ての階層の人数で

増加しています。まあ，単純に試験勉強をしっかりした人

としなかった人の格差が大きかったということでしょう。

標準偏差が前回の 14.2 から 17.3 になったことも，点数の

散らばりが広がったことをあらわしています。30 点未満

が６人いましたが，期末考査はしっかり勉強して臨むこと。 
 

第１問 

問１［1］正解 2 95% 
 第１問のリード文は 1990年のセンター本試験から引用

しました。伝来当初の仏が蕃神（となりのくにのかみ）と

呼ばれていて，日本の神々と同じようなものと考えられて

いたこと。付け加えるなら，『日本書紀』には蕃神を拝め

ば国神の怒りを招くので仏教の渡来に反対している記述

があることが押さえられていれば完璧です。よくできてい

ました。 
[2]正解 4  49% 
 「現世利益」と書いて何と読みますか？ 「げんぜりや

く」あるいは「げんせりやく」と読みます。仏や菩薩から

受けるこの世での恵みのことです。鎮護国家や加持祈祷な

ど仏教の呪術的な側面ですね。古代から現世中心的な考え

を持つ日本人の宗教性の特徴ともいえるでしょうね。①の

経世済民を選んだ人が 27％いました。これはもともと「世

を治め民をたすける」という意味で，荻生徂徠は「政治」

と同義で使った言葉でした。明治以降になって「経世済民」

は「経済」として economy の訳語として定着しました。

②の本地垂迹を選んだ人が 11％もいたのは驚きです。こ

の世の神々は仏や菩薩たち（本地仏）がさまざまな姿であ

らわれた化身（垂迹身）であるとする説ですよ。仏菩薩が

権(かり)に神祇となって現れることを権現ともいいます。

授業でも説明したと思うのだが…(-_-ﾒ;) 神仏習合の説明

のうちのひとつです。③則天去私は［34］夏目漱石の解

説参照。⑤即身成仏は三密修行を通して大日如来と一体化

しようとする真言密教に代表される概念です。 
問２[3]正解 1  58% 
 これまた『日本書紀』に聖徳太子が直接つくったと記載

されている「十七条憲法」の問題。正しいものは一つだが，

「煩悩の自覚に基づく」というヒントがある。このような

長文選択肢の場合，誤答選択肢が誰のどのような思想なの

かも含めた知識と理解があれば読み解くことは簡単だね。

正答の①の原文はこうです。「十に曰く，忿を絶瞋を棄て，

人の違うを怒らざれ。人皆心あり，心おのおの執るところ

あり。彼是とするところ則ち我は非とし，我是是とすると

ころ則ち彼は非とす。我必ず聖に非らず。彼必ず愚にあら

ず。とも凡夫のみ。是非の理，なんぞ能く定むべけん，相

ともに賢愚なること，鐶の端なきが如し。ここをもって，

かの人瞋ると雖も，還りて我が失を恐れよ。我独り得たり

と雖も，衆に従って同じく挙え。」わかりやすく言うと，

「他人と意見が違っていても怒るな」ということなのです

が，その根拠として人は皆「瞋」（怒り）や「癡」（愚かさ）

という煩悩を持つ凡夫なのだという自覚があります。とこ

ろで，仏教における三大煩悩，貪(むさぼり)，瞋(いかり)，
痴(無知)の三つを何と呼んだでしょうか？ 忘れていま

したか？「三毒」です。さて，②はどんな思想でしょう。

ヒントは良知良能。そうこれは陽明学です。中江藤樹の『翁

問答』です。③のキーワードは徳と礼による統治…という

ことは，儒家思想ですね。『論語』からの引用です。④は

性悪説ですので，荀子の思想です。 
問３[4]正解 2  46% 
 これは南都六宗と中国，インドの仏教の結びつきを理解

しているかどうかを問う問題です。世界史的知識としては

玄奘がインドから唐に持ち帰った唯識派の経と論から法

相宗が成立したこと。日本史的知識としては，玄奘に教え

を受けた留学僧の道昭が日本に法相宗を持ち帰ったこと。

この辺を把握していたかどうかがポイントになります。①

の律宗は鑑真が日本に伝え，②の華厳宗は奈良東大寺の大

仏，毘盧遮那仏（びるしゃなぶつ）に代表される華厳経を

研究します。④の三論宗は中観派，竜樹(ナーガールジュ

ナ)の『中論』『十二門論』と提婆(だいば)の『百論』の三

つの論蔵を主に研究する宗派ですが，中国には『三論宗』

とよばれる宗派はありません。 
問４[5]正解 3  72% 
 最澄の思想として整理しておくべきなのは，１.法華一

乗思想→一切衆生悉有仏性と２.大乗戒壇設立の嘆願でし

ょう。③と④のどちらが法華一乗思想か迷うところかも知

れませんが，仏となるための道筋は３つの乗り物で例えら

れてきたけれども，究極的には一つであり，全ての生きと

し生けるものが仏となる可能性を持っているということ

をあらわしているのが③です。①が誤答なのは，鑑真がも

たらした（東大寺戒壇院）南都の 250 の戒律を小乗具足

戒として批判し，大乗菩薩戒を授ける戒壇を比叡山に設立

することを最澄が切望していたという事実に反するから

です。②の「煩悩即菩提」という思想は，悟りは本来我が

身に備わっているとする天台本覚思想に関わっていると

もいわれますが，最澄が戒律が不要だとは言っていないの

はわかると思います。 
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問５[6]正解 4  43% 
 この問題は密教をきちんと理解しているかどうかをみ

るのに良い問題ですよ。基本的には密教とは秘密仏教のこ

とですので，釈尊が説いた顕教のように多くの人々に開か

れた教えではなく，大日如来に由来する，一部の人のみに

伝わる仏教を指します。そうすると，「秘密の教え」とは

っきり説明している④が正解ということになります。②を

選んだ人も 25％いたのですが，おそらく大日如来を中心

に世界を図像化したという点が曼荼羅に結びついて正解

のように思えたのかも知れませんが，密教が他にも重視す

るのは真言（マントラ）といわれる呪術的な言葉です。雨

を降らせたり，記憶力をよくするなどの力をマントラとい

う呪文が持っているという点が「言葉の働きを信頼せず」

の記述と矛盾します。「不立文字」という概念ならそのよ

うに言えるのですが，これは臨済宗などの禅宗の概念です。

ちなみに，①は部派仏教（小乗仏教）と大乗仏教。③は自

力聖道門と他力易行門（浄土門）の違いをあらわしていま

す。 
問６[7]正解 4  57% 
 結構紛らわしい選択肢でしょう？ この時代（＝平安時

代）といえば①源信と④空也なのですが，空也（903～972）
は平安末期というより中期といった方が正確かも知れま

せん。市聖といえば庶民に阿弥陀信仰を広めた人物，とい

うことで正解は空也ですね。ここで４人を整理しておきま

しょう。行基（奈良時代），土木工事などの社会事業を通

して伝道を行い，後に大仏建立にも参加し大僧正となる。

空也（平安中期）市聖，阿弥陀聖とも呼ばれ，市で乞食を

しながら念仏の功徳を庶民に布教し，土木工事などの社会

事業も行う。源信（平安中期）恵心僧都とも呼ばれる天台

宗の僧で，『往生要集』をあらわして「厭離穢土，欣求浄

土」のための念仏を説いた。一遍（鎌倉時代）は時宗の開

祖。遊行上人や捨聖（すてひじり）と呼ばれ，ふだんを常

に臨終の時と心得て念仏することと，踊り念仏を説きまし

た。 
問７[8]正解 3  57% 
 意外なことに，親鸞の言葉「善人なをもて～」を選んだ

人が 25％いた。③の「知者のふるまいをせずして，ただ

一向に念仏すべし」ということばは資料集 p.120 にも載っ

ている，『一枚起請文』の中の言葉で，専修念仏と同意の

言葉です。②は前に解説した源信。①の「われ日本の柱と

ならん。われ日本の眼目とならん。われ日本の大船となら

ん」は日蓮の『開目抄』（資料集 p.127）の言葉です。 
問８[9]正解 1  51% 
 同じ浄土門でも法然と親鸞の考えには違いがありまし

た。その違いが専修念仏 VS 絶対他力です。法然は③

（27％）のように念仏以外の修行を廃して称名念仏に専

念せよといいますが，親鸞は①のように念仏をとなえるこ

とや信心を持つことすら阿弥陀如来の力のおかげである

と説いています。ちなみに②と④は時宗の一遍の思想に近

いですね。煩悩についてはともかく，「全てを捨てる信仰」

と「常に臨終の時と心得る」部分がそれです。 
問９[10]正解 3  54% 
 ③臨済宗では坐禅だけでなく公案と呼ばれる禅問答の

産究を修行方法としています。①の無心とは，禅宗の修行

の目指す心の迷いを離れた状態。②の三昧とは一つのこと

に専念することで，坐禅三昧や念仏三昧といった使い方を

します。④の頓知（とんち）って一休さんの物語はとんち

話ですが，彦一とんち話って言うのもありますね。仏教用

語ではありません。 
問１０[11]正解 3  46% 
 道元の言葉をどれだけ押さえられているかをみる問題

です。③の「世界の全ての事象は心の表象」であるという

考え方は唯識論といいますね。アサンガ（無着）やバスヴ

ァンドゥ（世親）など唯識派の思想で，法相宗の論です。

①は只管打坐。②は修証一等。④も『正法眼蔵』の有名な

言葉です。資料集 p.125 を参照しましょう。 
問１１[12]正解 2  58% 
 日蓮の思想はまず，浄土教を批判し，天台宗の中の法華

信仰を至上のものととらえるところからはじまります（③

は誤り）。現世を忌避し来世の浄土を待ち望むのではなく，

「法華経」によって現世（娑婆世界）に仏国土を実現する

ことを日蓮は目指します。また，「妙法蓮華経」という題

目には釈迦の説いた法華経の功徳が凝集していて，これを

受持し唱えることによって釈尊の持つ功徳がすべて譲り

与えられると考えました。日蓮宗では，中央に「南無妙法

蓮華経」の題目を書いた十界曼荼羅を本尊としています

（資料集 p.126 十界曼荼羅→①は誤り）。法華経の功徳は

すべての人が現世で成仏できることに加え，死後には釈尊

が法華経を説いたとされる霊山浄土に迎えられると考え

られていました。したがって，薬師如来の浄瑠璃浄土の④

は間違いとなりますね。 
問１２[13]正解 4  44% 
 この問題を採用するにあたって考えたのは，日本の古代

と中世という時代区分をどれだけ皆さんが理解している

かという点でした。日本で中世というと鎌倉・室町時代を

さすということを知らないと，②の中世の仏教ももっぱら

鎮護国家に奉仕するものだったという説明がまちがって

いることがわからないのです。実際②を選んでしまった人

が 33％いました。単純な読み取り問題ではなかったので

すが，②と④の２択からの決め手を欠いてしまったようで

す。 

第２問 

問１[14]正解 5  69% [15]正解 1  59% 
 最初の問題は単純な知識を問う問題です。授業のはじめ

に配付した用語問題プリントをやっていれば間違いなく

解ける問題ですね。①『都鄙問答』は石田梅岩の主著。石

門心学の中心教典です。②『童子問』は伊藤仁斎の主著。

③『弁道』は荻生徂徠による徂徠学入門書です。④『聖教

要録』は山鹿素行の主著でその中の朱子学批判のために赤
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穂に流されてしまいました。⑤『翁問答』親孝行の中江藤

樹らしい著作名ですね。⑥『春鑑抄』は林羅山の「天は尊

く地は卑し」の上下定分の理ですよ。 
問２[16]正解 2  77% 
 上下定分の理。この問題は出来がいい方でしたね。前の

解説に続いて「上下差別あるごとく，人にもまた君は尊く，

臣は卑しきぞ」を含めて押さえておきましょうね。③は聖

人が定めた道にしたがって社会の仕組みが作られるとい

えば誰の思想ですか？ ……ハイ，荻生徂徠で正解です。 
問３[17]正解 3  34% 
 授業の中で朱子学についての十分な説明ができなかっ

たので，この正答率になってしまったようです。朱子学の

基本的な考え方を整理しますと，「理気二元論」＝万物は

理《秩序》と気《物質》からなる。「居敬窮理」：居敬＝敬

（つつし）みに居（お）ること＝心や行動を理にしたがわ

せととのえること。，窮理＝万物の中の理を見きわめるこ

と＝格物致知。「性即理」：人間の心の性（本性）は天が授

けた理である。ということで，正解は理気二元論と窮理を

説明した③です。さて，①の法と刑罰を重視したのは？ 

ハイ，法家思想ですね。②の心に備わった良知を重視した

のは？ そうです。王陽明ですね。④の万物斉同と言え

ば？ 大正解です。荘子の思想ですね。 
問４[18]正解 2  37% 
 山崎闇斎の垂加神道は儒学と神道の合一です。中国の儒

学の天帝にあたるのが天皇であるという立場ですので，②

が正解。①の儒学と仏教を廃して日本固有の神の道に戻ろ

うとするのは？ 平田篤胤の復古神道ですね。③の反本地

垂迹説の神道は？ 元寇襲来によってナショナリズムの

高まった鎌倉時代，度会家行の伊勢神道です。④の金剛

界・胎蔵界の両部の理論に基づく神道は？ 真言宗の両部

神道ですね。この辺はプリントの表をしっかり理解して知

識化していればできた問題です。 
問５[19]正解 2  44% 
 ②にあるとおり，中江藤樹のいう孝とは単なる親孝行の

ことだけではなく，宇宙の生成原理でありその根底には愛

と敬があるということを説いています。①の説明は朱子学

でいうところの敬です。４人に１人が③を選んでいました

が，仁愛と偽りのない心といえば伊藤仁斎の誠でしょう！ 

さらに４人に１人が④を選んでいましたが，臣民道徳とし

ての孝は教育勅語でしょう！ しっかりせい！！ 
問６[20]正解 1  63% 
 貝原益軒の思想をもとに，読解力と思考力を問うセンタ

ー過去問です。このタイプの問題はよく出るのでしっかり

読み取って落とさないようにしましょう。まず，益軒の著

作から見ますと，赤ん坊の時はみな性質が似ているといっ

ていますがそれが「共通性」ですね。それに加えて夫と妻

の職分の違いを述べています。一方，『女大学』では女子

は陰性であり，生まれながらに異なっているといっていま

すね。したがって，①が正解なのですが，５人に１人が④

を選んでいました。益軒が個性に基づいて女性の役割を説

いているかというと，女性を《妻》という枠組みで《内を

治める》といっているのですから違いますよねぇ。 
問７[21]正解 4  35% [22]正解 1  21% 
 これまた正答率が低いです。...((((/_;)  ①の聖人が礼楽

を制作したといえば？ 荻生徂徠！ ②は農民や商人の

職分を説いた石田梅岩ですね。③天地の秩序と人間社会の

秩序を同一視するのは……林羅山ですね。④が農工商に対

して士の人倫をただす義務を説いている山鹿素行の士道

論です。⑤のキーワードは漢意（からごころ）！いにしえ

のこころを求めた人は誰だ？ ［22］の荻生徂徠の答え

として選んだ人が 24％もいたぞ～儒家思想家が“からご

ころ”を取り除いてどうするのだ？ これは国学者本居宣

長ですね。⑥は「武士道とは死ぬことと見つけたり」の『葉

隠』の山本常朝の思想です。 
問８[23]正解 2  32% 
 これができなかった人は資料集 p.141 の「愛」の解説を

見よう！「朱子の形式主義は，生命を粗末にする残忍酷薄

になる」と書かれていますね。「酷薄非情」とも言います

が，義や理ばかりを重んじる朱子学は人欲を軽んじていま

すので人情味のない教えになってしまうということです。

ということで正解は②です。 
問９[24]正解 1  64% 
 これは単純な知識問題です。①西川如見『町人嚢』『百

姓嚢』②貝原益軒『養生訓』③三浦梅園『玄語』『贅語』

④新井白石『西洋紀聞』（←選択肢の字をまちがえていま

した。ごめんなさい）『折りたく柴の記』このくらいは覚

えておきましょう！ 
問１０[25]正解 2  53% 
 ときどきやってしまう人がいるのですが，「適当でない

もの」を選ぶときに，正しいものを選んでしまったことは

ありますか？ 石田梅岩の思想として適当なものは①の

商人の売利は士の禄に同じ。③の倹約と正直の徳。④の四

民の職分ですね。適当でないものとして正解になるのは，

吉田松陰のとなえた「草莽崛起」論でした。志士よ立ち上

がれ！ 
問１１[26]正解 3  62% 
 安藤昌益といえば，法世（身分的搾取の世界）を批判し，

それを支える儒学や仏教も批判しました。自然世（万人直

耕の世界）を唱える背景として，万物生成の根元的な力を

天地自然に見いだします。ということで正解は「それ自体

が一大生命であり，自ら万物を生成してつきることがな

い」という③になります。②の自然観は人道を必要とする

二宮尊徳の天道観です。 
問１２[27]正解 2  66% 
 単純に二宮尊徳の思想のキーワードを問う問題ですの

で，この問題はもう少し正答率が高くあってほしかった問

題です。農村の荒廃を救うためには農民たちが生活力に応

じた生活設計を立て（分度），倹約によって生まれた余剰

を自分自身の貯蓄や他者へ譲ること（推譲）が必要だと考

えました。正解は②です。①の知足安分は石田梅岩の町人
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道徳。③の自然世，法世は安藤昌益。④の義理と人情は思

想家の特定ができないほど一般的な概念でした。それから，

他の尊徳のキーワードは天道と人道，報徳思想などです。

ピンとこない人はもう一度，プリントと資料集を確認しま

しょう。 
問１３[28]正解 3  36% 
 三浦梅園といえば，『玄語』で条理学を唱えた自然哲学

者です。それだけ理解していれば③の「自然を条理に従っ

て運行する合法則的な存在と捉える自然哲学」という説明

からこれが正解と分かると思います。①の加上の法則と言

えば，『出定後語』や『翁の文』を著して儒学仏教神道を

批判した富永仲基です。②の無鬼論は『夢の代』で唯物論

を説いた山片蟠桃（資料集 p.147）④は荻生徂徠の弟子，

太宰春台ですが，春台の思想は覚えておく必要はありませ

ん。 
 

第３問 

問１[29]正解 1  58% 
 明六社のメンバーで J.S.ミルの『自由論』を『自由之理』

と訳して紹介した人物は中村正直です。基本的な知識を問

う簡単な問題です。ちなみに④の木下尚江はキリスト教系

社会主義者です。 
問２[30]正解 3  37% 
 北村透谷の著作『内部生命論』のなかで，「実世界」に

おける自由や幸福を求める功利主義を退けて，「想世界」

の自由と幸福を重視します。①の良知良能は 31％もいま

したが，孟子－王陽明。②の浩然の気も孟子。④のアルケ

ーはギリシャの自然哲学のキーワードです。 
問３[31]正解 4  36% 
 長文選択肢に福沢諭吉のキーワードを入れながら福沢

の思想でないものもちりばめたところ正答率が下がりま

したね。①は「門閥制度を打破し」に 25％が引っかかり

ました。「東洋道徳・西洋芸術」という概念は佐久間象山

のものでした。残念。②は「天賦人権論」に 27％が引っ

かかりました。官民の調和を破棄するフランス系の啓蒙思

想は中江兆民や植木枝盛の思想であって，福沢はイギリス

系の穏健な啓蒙思想家ですね。③の大アジア主義は陸羯南

の思想です。④の独立自尊と一身独立して一国独立す，と

いう思想が福沢のものです。慶應義塾志望者は当然できま

したね。 
問４[32]正解 1  70% 
 これは簡単な問題でした。植木枝盛の私擬憲法案は「東

洋大日本国国憲按」で抵抗権の内容が含まれています。ち

なみに「私擬憲法案」は慶應義塾系メンバー交詢社による

イギリス風憲法案です。 
問５[33]正解 2  44% 
 この問題は中江兆民の恩賜的民権を徐々に恢復的民権

に変えていくべきであるという，『三酔人経綸問答』の中

の南海先生の考えを説明したものです。この概念をきちん

と理解しているかどうかを問う問題で，あえて「恩賜的民

権」と「恢復的民権」というキーワードを使わずに概念を

説明しています。この手の選択肢を私はキーワード外しと

名付けましたが，用語の知識では解けず，概念を理解して

いることが要求されますので，意外にキーワード外しの問

題は多いですよ。要注意。 
問６[34]正解 1  57% 
 不適当なものを選ぶ問題。夏目漱石の思想について，う

ろ覚えだと間違えてしまう引っかけ問題をつくってみま

した。漱石が明治日本の文明開化のあり方を外発的である

として批判して，内発的開化の必要性を説いたことをしっ

かり押さえていれば，①が間違いであることがすぐに分か

ります。これをスルーしてしまうと聞き覚えのない③あた

りに引っかかるわけですが，③の 12％に対して，則天去

私の説明である④が 15％と多いのは，うろ覚え以前の人

の方が多かったと言うことかな？ 
問７[35]正解 3  54% 
 単純な人名知識問題ですが，関東では同志社大学の知名

度が低いのか？ これをインターネットで公開するには

進学校としてはちょっと恥ずかしい正答率かもしれませ

ん。慶應義塾が福沢諭吉の設立であるように，同志社の設

立者は新島襄ですぞ！ もう一度資料集 p.162-163 をみ

てはずれ選択肢の人名をきちんと確認しておきなさい。 
問８[36]正解 2  64% 
 この選択肢はつくってから一つだけ文体が違っている

のに気がつきました。あきらかに②だけが内村鑑三の文体

ではないのもヒントになったかな。②は新渡戸稲造の『武

士道』からの引用で，①は２つのＪ。③は非戦論。④は無

教会主義を説く内村の言葉です。 
問９[37]正解 1  68% 
 かならずセンターで出題される趣旨読み取り問題です。

内容的に②と③がはじめにはずれます。②は「感情や欲望

を厳しく抑制する」という点が北村透谷の浪漫主義と矛盾

します。③は自由の意味をはき違えていますね。やりたい

放題やることが自由だとはリード文では一言も言ってい

ません。④が違うのは「他者や社会との間に対立や葛藤を

生まない協調的自己を確立する」という点ですね。３段落

目の最後の文に釣られたのかもしれませんが，文中で誰が

そう主張していますか？ 誰も言っていませんね。丁寧に

文中の思想家が自由をどのように捉えていたかを読めば

分かる問題ですよ。 
 

第４問 

問１[38]正解 1  52% 
 選択肢の中で，②先王之道は何度も出てますが荻生徂徠

のキーワード。③からくにぶりは賀茂真淵。残りの二つが

宣長の言葉ですが，取り除くなら①漢意（からごころ）＝

儒仏の影響を受けた中国風の心ですね。 
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問２[39]正解 4  64% 
 この選択肢は３つのうち２つ知っていれば正解できる

生徒思いの選択肢です。逆に言うと②を選んだ人が 25％
いるということは，国粋主義＝三宅・志賀，平民主義⇒国

権主義＝徳富の図式と西村＝『日本道徳論』，元田＝教育

勅語起草の図式を理解していなかった人が 25％いたとい

うことです。 
問３[40]正解 1  57% 
 一応並べておきましょう。①契沖の『万葉代匠記』②荷

田春満の『創学校啓』③賀茂真淵の『万葉考』④本居宣長

の『玉勝間』 
問４[41]正解 3  33% 
 消去法で考えてほしかった問題。賀茂真淵は万葉集の

「ますらをぶり」を重視したので①と②は×。儒仏思想を

「からくにぶり」と批判したので④も×。残ったのが③で

した。似たようなことを荻生徂徠も言っていましたね。詩

経をまねて漢詩をつくることによって古文辞を深く理解

すること。同じように古代の日本人の心を取り戻すには万

葉風の歌を作れと言うことです。ちなみに①を選んだ人が

38％いました。うろ覚えです。ウロ (･.･ ) ( ･.･) ウロ 
問５[42]正解 2  40% 
 仏儒を排した古の神道を復活させようとした復古神道

からすると②が適当ではないことが分かります。そもそも

幕末の頃は攻撃されるほどキリスト教徒は存在してない

よねぇ。②は井上哲治郎（東京帝国大学哲学教授，資料集

p.160）の主張で，それに反論したキリスト者が植村正久

（千葉県東金出身）です。それ以外の選択肢は全て篤胤の

説です。 
問６[43]正解 1  35% 
 岡倉天心は授業で扱いませんでした。読解力でも解ける

問題なのですが正答率が低かった。「アジアは一つ（Asia 
One）」（資料集 p.161）という言葉で有名な日本の美術指

導者です。東京帝国大学でフェノロサと接することによっ

て日本美術を世界に紹介することになりました。「アジア

を共通の文明圏」ととらえている彼の言葉が『東洋の目覚

め』の引用です。「究極と普遍を求める愛の広がり」とい

う言葉に仏教の慈悲と儒教の仁を読み取ることができれ

ば①がアジア文明を賞賛する彼の言葉だということがわ

かります。 
問７[44]正解 1  44% 
 ①は西洋哲学的な主観と客観を分離するものの見方で

すから，西田のいう主客未分の純粋経験とは異なります。 
問８[45]正解 3  54% 
 和辻哲郎の３つの風土は整理していますか？ ①はア

ジアのモンスーン型ではなく中東の沙漠型ですね。②は用

語プリントに載っていますが，倉田百三という大正教養主

義思想家で，西田幾多郎や阿部次郎とともに同様旧制高校

生に大人気だった思想家です。私も大学生の頃読みました

が，恋愛と童貞の重要性を説いているところが印象的で忘

れられないですね。④の絶対無は西田幾多郎の思想で，③

が和辻による間柄的存在としての人間の存在様式の説明

です。 
問９[46]正解 1  87% 
 アナーキズム（無政府主義）は自由主義の極地と言って

いいでしょう。全ての政治的権力を否定して完全な自由社

会を目指す思想です。社会民主主義と空想的社会主義につ

いては西洋近代思想の中で解説します。 
問１０ 
[47]正解 2  79% 
[48]正解 7  94% 
[49]正解 6  84% 
[50]正解 3  65% 
 最後は結構やさしいサービス問題でした。中学生でも解

けるかな？ Ｄの柳田国男と⑧の南方熊楠については授

業で触れませんでしたので，資料集の p.172 と p.150 を必

ずチェックしておいてください。④岸田（中島）俊子は明

治の女性民権運動の先駆者で「男尊女卑は野蛮な欲心から

でるもので，男女の関係は愛憐をもってせよ」と説いてい

ます。 
 

以 上！ 


