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2020（令和 2）年度 沖縄国際大学入学試験問題（プレテスト） 

経済学部 経済学科・地域環境政策学科 

【選択科目：琉球・沖縄史】 

 

 

※ 解答はすべて解答用紙に記入すること。 

 

Ⅰ 次の文章を読み、後の問いに答えなさい。 

現在、日本で最も古いとされている化石人骨は、沖縄県の（ ア ）で発見された 2 万

6000～7000年前のものとされる（ １ ）である。 

現代人の祖先とされる新人は、約 20 万年前に（ イ ）で誕生し、そこから世界各地に

移動し、4万年ほど前に（ ウ ）にもたどりついたと推定されている。 

日本の旧石器人の全身像として注目された化石人骨は（ ２ ）で、（ エ ）によって

1968 年 1 月に旧・具志頭村（現・八重瀬町）で発掘・発見された。その化石人骨から当初

は、沖縄人の祖先は（ オ ）から渡ってきたと思われてきた。しかし、近年の研究では、

人骨の顎の特徴から「縄文人よりも（ カ ）先住民や（ キ ）の集団に近い」との分析

結果も出ている。また、その化石人骨が沖縄人の祖先とする考え方にも異論や異説が登場し、

旧石器時代の歴史考証が、引き続き行われている。 

旧石器時代が終わって、数千年後の貝塚時代の沖縄では、九州から奄美諸島を島伝いに南

下してきた人々によって（ ク ）が伝えられた。 

 

問１ （１）（２）の化石人骨名を書きなさい。（各 2点） 

 

問２ 空欄（ア）～（ク）に当てはまる語句を、下記の選択肢（①～⑳）から選び記号で答

えなさい。（各 1点） 

 

 

  

① 宮古島    ②石垣島  ③北大東島  ④2世紀    ⑤6世紀 

⑥アフリカ    ⑦アメリカ ⑧東アジア  ⑨中国大陸  ⑩ニューギニア   

⑪オーストラリア ⑫謝花昇  ⑬伊波普猷  ⑭大山盛保  ⑮石器文化 

⑯縄文文化    ⑰弥生文化 ⑱鉄器文化  ⑲青銅器文化 ⑳稲作文化 
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Ⅱ 琉球国に関する次の文書を読み、後の問いに答えなさい。 

 琉球国の最高機関は評定所と呼ばれ、首里城北殿にあった。摂政や三司官らが政治を司っ

た。摂政は王子や按司らの中から選ばれ、国王を補佐した。また政治を統括する実質的な最

高職となる三司官は、親方の中から選挙で選ばれ、評定所の評議をまとめ、摂政と合議して

行政を行った。現在の警察や裁判所などの機能を担っていたのが平等所で、王府の財政と薩

摩への上納を担当する部署は所帯方と呼ばれる役所があった。当時は砂糖（黒糖）やウコン

は琉球国の収入源となっており、用意方が管理を担当し、未納租税の督促などを行っていた。 

 

問１ 近世的な民衆支配制度を確立し、農業の近代化を図る『農務帳』などを記した三司官

の名前を書きなさい。（3点） 

 

問２ 琉球国がとった砂糖、ウコンの専売制について、下記の問いに答えなさい。 

（各 3点） 

① 砂糖を農民から安値で買い上げる制度を書きなさい。 

② 山林管理のために他村から集めた農民を書きなさい。  

 

 

Ⅲ 次の文章を読み、後の問いに答えなさい。 

 琉球國者南海勝地而 鍾三韓之秀以大明為     

輔車以日域為脣歯在 此ニ中間湧出之蓬莱     

嶋也以舟楫為万國之 津梁異産至宝充満十      

方刹 （以下略） 

【参考＝書き下し文】 

琉球国は南海の勝地にして 三韓の秀を鍾め、大明を以て輔車となし 日域を以て脣歯と

なす 此の二者の中間に在りて湧出する所の蓬莱島なり 舟楫を以て万国の津梁となし 

異産至宝は十方刹に充満せり（以下略） 

 

問１ この文章は、1458 年に尚泰久王が鋳造させたとされる首里城正殿に掛けられていた

銅鐘の銘文である。銅鐘の通称名を書きなさい。（2 点） 
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Ⅳ「琉球処分」に関係する主な出来事を示した次の年表に関して後の問いに答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１ 空欄（A）、（B）に適切な語句を入れなさい。（各 3 点） 

    

問２ 空欄（a）に適切な語句を、次の中から 1つ選び、記号で答えなさい。（2点） 

  ア. 清  イ. 明  ウ.  中華民 

 

問３ 空欄（b）に適切な語句を、次の中から 1つ選び、記号で答えなさい。（2点） 

  ア. 鍋島直彬  イ. 奈良原繁  ウ. 上杉茂憲 

 

問４ 下線部①として適切なものを、次の中から 1つ選び、記号で答えなさい。（2点） 

  ア. 清・朝鮮・ベトナム  イ. アメリカ・フランス・オランダ   

ウ. イギリス・ロシア・アメリカ 

 

問５ 下線部②の説明として正しくないものを、次の中から 1つ選び、記号で答えなさい。

（2点） 

 ア. 松田道之が日本兵と警官を率いて首里城に乗り込み、「琉球藩廃止、沖縄県設置」

を宣言した 

  イ. 「琉球処分」により最後の国王尚泰はまもなく東京へ連行された 

  ウ. 「廃琉置県」により三山統一から 1200年余にわたる琉球国の歴史は名実ともに消

滅した 

 

1872 年 9 月 明治政府、天皇の名で琉球国王・尚泰を「琉球藩王」に「冊封」（琉球藩王冊封） 

1873 年 3 月 1850 年代に琉球国が①諸外国と結んだ条約原書（正本）を提出する明治政府指

令（外務省指令）の通達（1874 年 5 月に条約原書を提出） 

1874 年 2 月 明治政府は（ A ）出兵の方針を決定。5月に征討軍の出兵を強行 

1875 年 7 月 松田道之（内務大丞）、琉球当局に対して清国との通行関係（進貢・冊封・慶賀

使派遣）の停止要求 

1876 年 5 月 琉球国の裁判権を内務省出張所へ移管するよう命令 

1878 年 9 月 駐日（ a ）国公使の何如璋は 2度にわたり外務卿寺島宗則に面会して抗議 

     10 月には正式に外務卿へ質問状と抗議の書簡を提出 

1879 年 3 月 琉球（ B ）官として松田道之の琉球派遣。明治政府は「廃藩置県」の「処分」

と称して沖縄県の設置（②琉球国の日本への併合＝廃琉置県）強行 

1879 年 4 月 明治政府は、琉球藩を廃して沖縄県をおくと布告。（ b ）を初代の沖縄県令

（知事）に任命 
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Ⅴ 沖縄戦に関係する以下の文章１～８について後の問いに答えなさい。 

 

1. 1944 年 8月 21日、那覇港を出発した第二陣の学童疎開者を乗せた三隻の疎開船のうち

の一隻、（ 1 ）丸が翌 22日に魚雷攻撃をうけて沈没。およそ 1500 人の犠牲者を出した。 

 

2. 1944 年 10 月のアメリカ艦載機による激しい空襲を（ 2 ）空襲という。この空襲で

那覇市の市街地の 90％が焼失した。 

 

3.  日本軍にとって勝ち目のない沖縄戦は、本土防衛・国体護持のための時間かせぎの

（ 3 ）作戦といわれている。 

 

4.  米軍の（ ア ）への上陸が沖縄における地上戦の幕開けだった。 

 

5.  1945 年 4月 1日、米軍は沖縄島の（ イ ）海岸への上陸を開始した。 

 

6. 米軍上陸後、慶良間諸島、伊江島、沖縄島中部・南部など軍民が混在した戦闘地域で

（ ウ ）集団死がおこった。 

 

7. 疎開等の住民保護対策が不十分なうえ、住民が根こそぎ戦場に動員され、（ エ ）の

方針のもとで多くの住民が犠牲になった。 

 

8. 沖縄戦は、組織的な戦闘が終わったとされる（ オ ）の軍司令官自決を経て、米軍が

沖縄作戦終了を宣言した 7月 2日で一応の終幕となり、降伏調印式をおこなった 9月 7 日

に公式に終結した。 

 

問１ 空欄（ 1 ）～（ 3 ）に適切な語句を書きなさい。（各 2点） 

 

問２ 空欄（ア）～（オ）に当てはまる語句を、下記の選択肢①～⑯から選び記号で答えな

さい。（各 1点） 

 

① 国家総動員 ② 自発的 ③慶良間諸島 ④ 南部西 ⑤ 強制 ⑥ 八重山諸島  

⑦ 6月 23日 ⑧ 軍官民共生共死 ⑨ 8月 15日 ⑩ 中部西 
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Ⅵ 終戦後の沖縄の地位に関係する次の２つの条約に関する後の問いに答えなさい。 

 

 

問１ A条約および B条約の一般的名称をそれぞれ書きなさい。（各 3点） 

 

問２ A条約の第３条によって、日本の一部地域がアメリカの施政権下におかれることに

なった。アメリカの施政権下におかれた地域として正しくないものを、次の中から１

つ選び、記号で答えなさい。（2点） 

 ア．千島列島  イ．奄美群島  ウ．小笠原諸島 

 

問３ B条約にともない締結された日米行政協定を前身として 1960年に締結された、在日

米軍に関する協定の一般的名称を書きなさい。（3点） 

   

問４ （ a ）、（ b ）に入る適切な語句を、次の中からそれぞれ一つ選び、記号で答

えなさい。（各 2点） 

A条約と B条約がともに発効したのは 1952年の 4月 28日である。今日では、4月 28

日は、日本政府によって（ a ）の日として定められている一方、沖縄では（ b ）

の日とも呼ばれている。  

 ア．慰霊  イ．屈辱  ウ．日本復帰  エ．終戦記念  オ．主権回復 

  

【A条約】 

第一条  

(a)日本国と各連合国との間の戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約

が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。 

(b)連合国は、日本国およびその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。 

【B条約】  

第一条 

 A条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を

日本国内及びその付近に配備する権利を、日本国は許与し、アメリカ合衆国はこれを

受託する。…（後略）。 
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Ⅶ 次の文に関する後の問いに答えなさい。 

 

アメリカ軍は、戦中・戦後、沖縄住民を収容所に収容し、広大な軍用地を囲い込んだ。

講和条約後も、1953年 4月に土地収用令を公布し、①暴力的な土地接収を強行した。翌

1954年には、軍用地の使用料を一括して支払い無期限に使用する方針を打ち出した。 

沖縄住民はこれに対して、土地を守る四原則をかかげて反対運動を展開した。事態を収

束させるためにアメリカから調査団が来島したが、②1956年に出されたその調査結果は、

アメリカ軍基地の重要性を認め土地の強制使用や一括払いなどを支持するものであった。

調査結果に落胆した沖縄では、アメリカ軍の軍用地施策に対する反対集会が各地で開か

れ、③全沖縄的で大規模な反対運動へ展開した。 

 

問１ 下線部①に関して、非暴力の抵抗によりこれに抵抗し、土地を取り上げられた農民

の困窮を訴えるために沖縄島を「乞食行進」した人物として最も適当なものを、次の

中から 1つ選び、記号で答えなさい。（2点） 

 ア．阿波根昌鴻  イ．比嘉秀平  ウ．瀬長亀次郎 

 

問２ 下線部②について、この調査結果の名称を、次の中から１つ選び、記号で答えなさ

い。（2点） 

 ア．ケナン勧告  イ．プライス勧告  ウ．グッドウィン報告   

 

問３ 下線部③について、この運動の一般的名称を書きなさい。（3点） 

  

問４ 占領下の沖縄で生まれた、いわゆる抵抗の文学に関して、次の（a）、（b）の作家の

作品として適切なものをそれぞれ１つ選び、記号で答えなさい。（各 2点） 

 【作家】 （a）大城立裕  （b）東峰夫 

 【作品】 ア．オキナワの少年 イ．豚の報い ウ．水滴 エ．宝島  

オ．カクテル・パーティー 
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Ⅷ 次の設問を読み、空欄（ ① ）～（ ⑦ ）に最も当てはまるものを、それぞれの

語群の中から一つ選び、その記号を解答欄に書きなさい。（各2点） 

 

問１ 日本の最西端の有人島は、沖縄県の（ ① ）西端で、沖縄島とは約510 kmの距離

にある。一方、国境を挟んで隣接する（ ② ）とは約110 kmの距離にある。 

ア．与那国島  イ．波照間島   ウ．西表島      

エ．フィリピン  オ．韓国  カ．台湾         

 

問２ 沖縄戦、米軍統治を経て、沖縄の施政権が日本に移管された現在でも、沖縄県内に

は日本の米軍専用施設の約（ ③ ）％が集中している。 

ア．６０  イ．７０  ウ．８０  

          

問３ 2004（平成16）年8月13日、米軍普天間飛行場ＣＨ５３Ｄ大型ヘリコプターが

（ ④ ）の敷地内建物に衝突して墜落炎上した。その後も、2017年12月13日に、 

普天間第二小学校の校庭に米海兵隊ＣＨ５３Ｅ大型輸送ヘリコプターの窓枠が落下す

る事故等が続き、普天間飛行場の危険性は残されたままである。 

ア．沖縄キリスト教学院大学  イ．沖縄国際大学  ウ．沖縄大学         

 

問４ 患者が社会から差別され、治療法のない不治の病として、1931（昭和６）年には 

全患者の隔離が政策として決定され、2001年（平成13）年には、国家賠償請求訴訟で

患者側が勝訴し、日本政府も隔離政策の誤りを認めた病の名前は、（ ⑤ ）であ

る。沖縄でも、1931年に宮古島に沖縄県立宮古保養院〔のちの国立療養所宮古

（ ⑥ ）〕が、1938（昭和13）年には沖縄島北部の屋我地島に沖縄県立国頭

（ ⑦ ）〔のちの国立療養所沖縄（ ⑦ ）〕）が設置された。 

 ア．ハンセン病  イ．マラリア  ウ．結核  エ．南静園 オ．愛生園 

 カ．和光園    キ．愛楽園 

  

問５ 琉球古来の武術であった手（ティー）に、中国から伝わった拳法を取り入れて生み

出されたとされる、武器をいっさい持たず、手・足のみで身を護る沖縄発祥の武道

を（ ⑧  ）という。 

ア． 居合道  イ．古武術   ウ．空手   
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Ⅸ 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。 

 

 沖縄県における赤土流出は、かなり古い時代から発生しており、琉球国では三司官

が、農作業の手引書『農務帳』(1734年)を各村に配布して、耕地の管理を徹底するよう

に指示してきた。 

 1950年代後半から1960年代には、沖縄島と八重山諸島で大規模な（ ア ）畑の造成

が始まった。これによって（ イ ）と呼ばれる沖縄特有の赤土が大量に海に流出する

ようになり、赤土による海洋汚染が次第に認識されるようになった。 

1972年の沖縄の施政権の日本への移管後は、ダム建設・道路整備事業・土地改良事業を  

はじめとする大規模な（ ウ ）事業、宅地造成・（ エ ）開発、米軍演習場内の訓練施

設建設などが行われ、沖縄県内の赤土等流出による汚染は加速度的に広がった。それにより、

発生源の地力の低下のみならず、河川や海洋の生態系、漁業や観光業にも負の影響を与えて

きた。 

 沖縄県は、1994（平成６）年度には、沖縄県赤土等流出防止（ オ ）を制定し、その

結果、2011（平成23）年度の赤土等の流出量は、1993（平成５）年度に比べて約４割が削

減されたと、沖縄県環境白書は報告している。一方で、赤土等流出の最大の発生源である

農地には同（ オ ）が適用されないため、農地対策が課題となってきた。  

赤土等流出防止対策は、畑の周辺にグリーンベルト植物を植えることによる農作物の作

付面積の減少や農作業の手間の増加など、農家の負担が大きくなることから、必ずしも実

施されているわけではない。そのような中でも、先進的な取り組みとして、石垣島白保地

域の月桃グリーンベルトから生まれた月桃ルームデオドラントや大宜味村のサトウキビ収

穫後の裸地を覆う作物としての日本蕎麦の商品化などがあり、農地の赤土等流出対策に経

済的なメリットを創出していくことが問題解決の鍵となっている。 

 

問１ 空欄（ア）～（オ）に当てはまる語句を、下記の選択肢①～⑮から選び記号で 

答えなさい。（各 2点） 

①公共  ②マンゴー  ③スポーツコンベンション  ④クチャ  ⑤条例  

⑥リゾート  ⑦民間   ⑧パイナップル  ⑨国頭マージ  ⑩法 

 

 

 

 

 

 


