
やさしい中学歴史 13-1 チェック問題  氏名                              

(1) 大正
たいしょう

時代 1912 年、長州藩
ちょうしゅうはん

出身
しゅっしん

の桂
かつら

太郎
た ろ う

による内閣
ないかく

が成立
せいりつ

し、国民
こくみん

の意見
い け ん

を無視
む し

した[①  政治]だ

という批判
ひ は ん

が高まった。尾崎
お ざ き

行
ゆき

雄
お

や犬養
いぬかい

毅
つよし

らは内閣
ないかく

不信任
ふしんにん

案
あん

を提出
ていしゅつ

し、桂内閣を倒
たお

し、立憲
りっけん

政治
せ い じ

を守る

運動を起こした。これを[②  運動]という。 

 

(1)① 藩閥
はんばつ

政治
せ い じ

 (1)② 第一次
だいいちじ

護憲
ご け ん

運動
うんどう

  

 

 

 

やさしい中学歴史 13-2 前半(p340～346)チェック問題  氏名                              

(1) アジア進出
しんしゅつ

をあきらめたロシアは、ヨーロッパの[①  半島
はんとう

]に目を向けた。ここは様々
さまざま

な民族
みんぞく

が入り混
い  ま

じり国どうしの対立
たいりつ

が激
はげ

しく[②   ]と呼ばれていた。 

(2) ドイツは[① フランスやロシア / オーストリアやイタリア ]と[② 三国
さんごく

協 商
きょうしょう

 / 三国
さんごく

同盟
どうめい

 ]を結
むす

んでい

た。イギリスは[③ フランスやロシア / オーストリアやイタリア ]と[④ 三国協商 / 三国同盟 ]を結ん

でいた。 

(3) 1914 年、オーストリアの皇太子
こうたいし

夫妻
ふ さ い

が、セルビア人青年
せいねん

により暗殺
あんさつ

される[①  事件]が起きた。これ

がキッカケとなり[②   ]が始まった。この戦争は長期戦
ちょうきせん

となり、国力
こくりょく

の全てをかけて戦う[③   ]

となった。 

(4) ドイツ軍
ぐん

に敗
やぶ

れたロシアでは、国内
こくない

で反乱
はんらん

が相次
あ い つ

ぎ、1917 年には[①   ]が指導
し ど う

する労働者
ろうどうしゃ

や兵士
へ い し

た

ちが世界
せ か い

初
はつ

の社会
しゃかい

主義
し ゅ ぎ

の政府
せ い ふ

である[②  政府]をつくった。これを[③  革命]という。これによりド

イツ優勢
ゆうせい

となったが、その後[④   ]の参戦
さんせん

で形勢
けいせい

は逆転
ぎゃくてん

した。 

 

(1)① バルカン半島 (1)② ヨーロッパの火薬庫
か や く こ

 (2)① オーストリアやイタリア 

(2)② 三国
さんごく

同盟
どうめい

 (2)③ フランスやロシア (2)④ 三国
さんごく

協 商
きょうしょう

 

(3)① サラエボ事件 (3)② 第一次
だいいちじ

世界
せ か い

大戦
たいせん

 (3)③ 総力戦
そうりょくせん

 

(4)① レーニン (4)② ソビエト政府
せ い ふ

 (4)③ ロシア革命
かくめい

 

(4)④ アメリカ   

 

  



やさしい中学歴史 13-2 後半(p346～356)チェック問題  氏名                              

(1) 日本は[①   ]を理由に[② 三国
さんごく

同盟
どうめい

 / 三国
さんごく

協 商
きょうしょう

 ]側
がわ

として第一次
だいいちじ

世界
せ か い

大戦
たいせん

に参戦
さんせん

した。また輸出
ゆしゅつ

が

増え
ふ  

景気
け い き

が良くなった。これを[③  景気]と呼ぶ。 

(2) 中国では 1911 年、[①  革命
かくめい

]が起こった。この運動が広がり 1912 年、[②  主義
し ゅ ぎ

]を唱
とな

えた

[③   ]が中心となり当時の王朝
おうちょう

である清
しん

を倒
たお

し、アジア初の共和
きょうわ

国
こく

である[④   ]が建国
けんこく

された。 

(3) 1915 年、日本は中国に対し、山東省
さんとんしょう

にあるドイツの権益
けんえき

を日本が受け継ぐ
う  つ  

など、日本の利権
り け ん

を拡大
かくだい

する

[   ]をつきつけた。 

(4) 1918 年、ロシア革命により誕生
たんじょう

したソビエト政府
せ い ふ

をつぶすために、日本は[①   ]をしたが、勝てず

に軍を引き上げた。1922年にはレーニンら新政府
しんせいふ

により[②   ]が建国された。日本
に ほ ん

国内
こくない

では米
こめ

の値段
ね だ ん

が約 4 倍となり、1918 年には富山県
とやまけん

で米の安売りを求める運動が起こった。この運動が全国に広がり、

米を買い占め
か  し  

ている米屋
こ め や

などを襲
おそ

う[③   ]へと発展
はってん

した。この責任
せきにん

を取って寺内
てらうち

内閣
ないかく

は総辞職
そうじしょく

した。

その後、立憲
りっけん

政友会
せいゆうかい

の[④   ]が日本で最初の本格的
ほんかくてき

な政党
せいとう

内閣
ないかく

をつくった。 

(5) 1919 年、第一次世界大戦が終わり、フランスの[①   ]で講和
こ う わ

会議
か い ぎ

が開かれ[②  条約]が結
むす

ばれた。

敗戦
はいせん

国
こく

のドイツは領土
りょうど

を失
うしな

い、経済
けいざい

が破綻
は た ん

した。1919 年には新しい憲法
けんぽう

[③  憲法]がつくられた。 

(6) ベルサイユ条約では[①   ]の原則
げんそく

がとられたが、アジアには適用
てきよう

されなかった。これに反感
はんかん

を覚
おぼ

え、

1919 年、朝鮮
ちょうせん

で日本からの独立
どくりつ

を求める[②  運動]が広がった。中国でも反日
はんにち

感情
かんじょう

が高まり、さら

に帝国
ていこく

主義
し ゅ ぎ

に反対
はんたい

する[③  運動]が起こった。インドでもイギリスからの独立を求めて[④   ]が

[⑤   ]の反英
はんえい

運動
うんどう

を展開
てんかい

した。 

(7) 1920 年、第一次世界大戦を反省
はんせい

し、アメリカ大統領
だいとうりょう

[①   ]の提案
ていあん

により[②   ]が設立
せつりつ

された。

日本の[③   ]は事務局
じむきょく

次長
じちょう

として活躍
かつやく

した。 

 

(1)① 日英
にちえい

同盟
どうめい

 (1)② 三国
さんごく

協 商
きょうしょう

 (1)③ 大戦
たいせん

景気
け い き

 

(2)① 辛亥
しんがい

革命
かくめい

 (2)② 三民主義
さんみんしゅぎ

 (2)③ 孫
そん

文
ぶん

 

(2)④ 中華
ちゅうか

民国
みんこく

 (3) 二十一
にじゅういち

か条
じょう

の要求
ようきゅう

 (4)① シベリア出兵
しゅっぺい

 

(4)② ソビエト社会
しゃかい

主義
し ゅ ぎ

共和
きょうわ

国
こく

連邦
れんぽう

 (4)③ 米
こめ

騒動
そうどう

 (4)④ 原敬
はらたかし

 

(5)① パリ (5)② ベルサイユ条約
じょうやく

 (5)③ ワイマール憲法
けんぽう

 

(6)① 民族
みんぞく

自決
じ け つ

 (6)② 三・一独立
どくりつ

運動
うんどう

 (6)③ 五・四運動 

(6)④ ガンディー (6)⑤ 非暴力
ひぼうりょく

・不服従
ふふくじゅう

 (7)① ウィルソン 

(7)② 国際
こくさい

連盟
れんめい

 (7)③ 新渡戸
に と べ

稲造
いなぞう

  

 

  



やさしい中学歴史 13-3 チェック問題  氏名                              

(1) 1923 年 9 月 1 日、日本では[   ]が起こり、深刻
しんこく

な不景気
ふ け い き

となった。 

(2) 大正時代になると女性の社会
しゃかい

進出
しんしゅつ

が進んだ。[①   ]は青鞜社
せいとうしゃ

を結成
けっせい

した。女性だけでなく国民の間に

民主
みんしゅ

主義
し ゅ ぎ

・自由
じ ゆ う

主義
し ゅ ぎ

を求める風潮
ふうちょう

が高まった。これを[②   ]という。 

(3) [①   ]は、「政治
せ い じ

に民意
み ん い

を反映
はんえい

させるべきだ」という考えの[②  主義]を唱えた。この考えが国民の

間にも広まり、1924～32 年まで、衆議院
しゅうぎいん

の多数派
た す う は

の総裁
そうさい

が内閣
ないかく

を組織
そ し き

する[③   ]と呼ばれる状態
じょうたい

が続いた。 

(4) 1925 年、[①  法]が成立した。これにより納税
のうぜい

額
がく

の制限
せいげん

がなくなり、満[②  才]以上の全ての[③ 男

子 / 男女 ]に選挙権
せんきょけん

が与えられた。それに先立って政府は、社会
しゃかい

主義
し ゅ ぎ

運動
うんどう

を広げないための法律である

[④  法]も成立させた。 

(5) 農地
の う ち

を借りている小作人
こさくにん

が集団となって、地主
じ ぬ し

に土地の借り賃
か  ち ん

の減額
げんがく

などを要求
ようきゅう

する[①   ]や、労働

者が集団となって、経営者
けいえいしゃ

に給料アップなど待遇
たいぐう

の改善
かいぜん

を訴える
うった    

[②   ]がさかんになった。このよう

な貧しい
まず    

階級
かいきゅう

の人たちを題材
だいざい

にした[③  文学]もうみ出された。 

(6) 大正時代を代表する作家に、『羅生門
らしょうもん

』などを書いた[   ]がいる。 

(7) [①   ]は女性の参政権
さんせいけん

獲得
かくとく

を目指す運動をつづけた。また江戸時代に差別されていた身分の人たちも

差別からの解放
かいほう

を求めて[②   ]を設立
せつりつ

した。 

(8) 大正時代には新聞
しんぶん

、レコード、[   ]が普及
ふきゅう

するなど、マスコミが発達
はったつ

した。 

 

(1)① 関東
かんとう

大震災
だいしんさい

 (2)① 平塚
ひらつか

らいてう (2)② 大正
たいしょう

デモクラシー 

(3)① 吉野
よ し の

作造
さくぞう

 (3)② 民本
みんぽん

主義
し ゅ ぎ

 (3)③ 憲政
けんせい

の常道
じょうどう

 

(4)① 普通
ふ つ う

選挙法
せんきょほう

 (4)② 25 才 (4)③ 男子 

(4)④ 治安
ち あ ん

維持法
い じ ほ う

 (5)① 小作
こ さ く

争議
そ う ぎ

 (5)② 労働
ろうどう

争議
そ う ぎ

 

(5)③ プロレタリア文学 (6) 芥川龍之
あくたがわりゅうの

介
すけ

 (7)① 市川房
いちかわふさ

江
え

 

(7)② 全国
ぜんこく

水平社
すいへいしゃ

 (8) ラジオ  

 

 


