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第1問　次の Aから Cの文章を読んで、後の問いに答えよ。

A　701年に刑部親王や ア らによって大宝律令が完成し、律令制度による政治の仕組みはほぼ

整った。イ律令のうち律は今の刑法に当たり、令は行政組織やウ人民の租税・労役などの規定で	

ある。

　　その後、エ律令体制が次第に変容をとげていくと、その変容に対応するため、令には定められてい

ない官職である令外官が設置されるようになっていった。

　　桓武天皇が設けた オ や カ 天皇が設けた検非違使などがそれに当たる。

問 1　空欄 ア に入る語句として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。 1

1　藤原鎌足	 2　藤原道長	 3　藤原良房	 4　藤原不比等

問 2　下線部イについて述べた文として正しいものを、次のうちから一つ選べ。 2

1　持統天皇は飛鳥浄御原令を施行した後、天智天皇へと政権を引き継いだ。

2　日本の律令は中国の宋が定めた律令にならって定められた。

3　718年にまとめられた養老律令は大宝律令の内容を大きく変えたものではない。

4　律令は武士の政権が誕生すると無用のものとなり、源頼朝は律令の廃止を命じた。

問 3　下線部ウについて述べた文として誤りを含んでいるものを、次のうちから一つ選べ。 3

1　租は田 1段につき、収穫の 3％程度に当たる稲 2束 2把をおさめるものである。

2　庸は都の労役にかえて布を国司におさめるもので、正丁は 2丈 6尺とされた。

3　調は郷土の産物の一定量を中央政府におさめるものである。

4　雑徭は国司の命令で土木工事などに従事するもので、正丁は年間60日を限度とした。
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問 4　下線部エについて述べた文として正しいものを、次のうちから一つ選べ。 4

1 �　軍団の兵士の質が低下すると、少数精鋭の軍をつくるため、政府は郡司の子弟などを田堵と

して採用した。

2 �　中央政府の財政が苦しくなると、政府は大宰府に公営田を畿内に官田を設けるなど財源の確

保につとめた。

3 �　国司の中には任国へおもむかないものが現れ、地方の政治は国司に派遣された寄親が地方の

有力者である寄子を指揮して行うようになる。

4 �　人口増加により口分田が不足すると、政府は723年に墾田永世私財法を発し、開墾地を三世

にわたり私有することを認めた。

問 5　空欄 オ と空欄 カ に入る語句の組み合わせとして最も適当なものを、次のうちか

ら一つ選べ。 5

1　オ　摂政　　カ　醍醐	 2　オ　勘解由使　　カ　醍醐

3　オ　摂政　　カ　村上	 4　オ　勘解由使　　カ　村上

5　オ　摂政　　カ　嵯峨	 6　オ　勘解由使　　カ　嵯峨

B　京都を制した足利尊氏は キ の光明天皇を立て、政治方針を示す建武式目を発表した。対する

ク後醍醐天皇は京都から吉野に逃れ、正統の皇位にあることを主張した。以後、およそ60年間に及ぶ

全国的なケ南北朝の動乱期となる。

　　３代将軍の足利義満は南朝の コ 天皇を説得して入京させ、天皇は北朝の後小松天皇ひとり

となり、南北朝の合体を実現した。また、義満は守護の統制を進め、明徳の乱で山名氏清を滅ぼし、

サ で大内義弘を討伐するなど守護大名の勢力の削減に努めた。この間義満は明に使者を送り、

シ日明貿易を始めた。

問 6　空欄 キ と空欄 コ に入る語句の組み合わせとして最も適当なものを、次のうちか

ら一つ選べ。 6

1　キ　大覚寺統　　コ　光厳	 2　キ　持明院統　　コ　光厳

3　キ　大覚寺統　　コ　後陽成	 4　キ　持明院統　　コ　後陽成

5　キ　大覚寺統　　コ　後亀山	 6　キ　持明院統　　コ　後亀山
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問 7　下線部クについて述べた文として誤りを含んでいるものを、次のうちから一つ選べ。 7

1　後醍醐天皇は、政治を進めるため記録所や雑訴決断所を置いた。

2　後醍醐天皇は、東北地方を治めるため、奥州探題を置いた。

3　後醍醐天皇は、討幕を期して挙兵を企てて失敗し、隠岐に流された。

4　後醍醐天皇の政治の影響を風刺したものに『二条河原落書』がある。

問 8　下線部ケの期間のできごとを、起こった順に古いものから正しく並べたものを、次のうちから

一つ選べ。 8

1　観応の擾乱　→　足利尊氏が征夷大将軍となる　→　今川了俊が九州探題となる

2　観応の擾乱　→　今川了俊が九州探題となる　→　足利尊氏が征夷大将軍となる

3　足利尊氏が征夷大将軍となる　→　観応の擾乱　→　今川了俊が九州探題となる

4　足利尊氏が征夷大将軍となる　→　今川了俊が九州探題となる　→　観応の擾乱

5　今川了俊が九州探題となる　→　足利尊氏が征夷大将軍となる　→　観応の擾乱

6　今川了俊が九州探題となる　→　観応の擾乱　→　足利尊氏が征夷大将軍となる

問 9　空欄 サ に入る語句として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。 9

1　応永の乱	 2　霜月騒動	 3　宝治合戦	 4　嘉吉の変

問10　下線部シについて述べた文として正しいものを、次のうちから一つ選べ。 10

1　幕府は天龍寺の造営費用を得るため、遣明船に仕立てた天龍寺船を派遣した。

2　日明貿易は将軍足利義持の時にいったん中断されたが、将軍義教が再開した。

3　明へ日本からの輸出品である生糸や陶磁器を運んだのは主に琉球商人であった。

4　遣明船には明から交付された「天下布武」の印判を持参することが義務付けられた。
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C　ス18世紀にはいると、 8代将軍徳川吉宗は旗本大岡忠相、宿駅の名主であったセ田中丘隅や儒学者

の荻生徂徠、室鳩巣らを登用して改革政治を実施した。ソ吉宗の多岐にわたった財政再建策は一定の

成果をあげた。

　　18世紀後半には、10代将軍の タ を補佐した老中田沼意次が チ など商工業重視の財政

再建策を実施した、その後に続いて、11代将軍の徳川家斉を補佐した老中 ツ は、田沼とは対

照的に農村の復興を中心とする財政政策を行ったが大きな成果をあげることができなかった。

問11　下線部スのできごとを、起こった順に古いものから正しく並べたものを、次のうちから一つ選

べ。 11

1　宝暦事件		→　尊号一件　→　閑院宮家創設

2　宝暦事件　→　閑院宮家創設　→　尊号一件

3　尊号一件　→　閑院宮家創設　→　宝暦事件

4　尊号一件　→　宝暦事件　→　閑院宮家創設

5　閑院宮家創設　→　宝暦事件　→　尊号一件

6　閑院宮家創設　→　尊号一件　→　宝暦事件

問12　下線部セについて述べた文として正しいものを、次のうちから一つ選べ。 12

1　この人物は『民間省要』という地方書を記した。

2　この人物は『蘭学階梯』という地方書を記した。

3　この人物は『民間省要』という蘭学の入門書を記した。

4　この人物は『蘭学階梯』という蘭学の入門書を記した。

問13　下線部ソについて述べた文として正しいものを、次のうちから一つ選べ。 13

1　大名から石高 1万石につき100石を臨時に上納させる上げ米を実施した。

2　棄捐令を発して、大名の役職就任による役高の支出の削減を図った。

3　倹約令を発して、旗本・御家人の大名からの借金を禁止した。

4　商人の新田開発を禁止し、大名の新田開発を奨励した。
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問14　空欄 タ と空欄 ツ に入る語句の組み合わせとして最も適当なものを、次のうちか

ら一つ選べ。 14

1　タ　徳川家治　　ツ　水野忠邦	 2　タ　徳川家治　　ツ　松平定信

3　タ　徳川家慶　　ツ　水野忠邦	 4　タ　徳川家慶　　ツ　松平定信

5　タ　徳川綱吉　　ツ　水野忠邦	 6　タ　徳川綱吉　　ツ　松平定信

問15　空欄 チ に入る文として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。 15

1　五品江戸廻送令を出して、江戸の商業の発展を図る

2　天領を増やして幕府の増収を図るため上知令を発する

3　金銀の輸出を奨励し、長崎貿易を拡大する

4　運上や冥加などの増収をめざし、株仲間を公認する
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第2問　次の A～ Fの日本の土地制度や農業に関する各文を読んで、後の問いに答えよ。

A　弥生時代に使われた耕作用の鋤や鍬などの木製農具の製作には、初めは磨製石器が用いられたが、

しだいに ア が使用されるようになった。

問 1　空欄 ア に入る語句として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。 16

1　打製石器	 2　青銅製工具	 3　細石器	 4　鉄製工具

B　平安時代に政府の出した太政官符や民部省符によって税の免除が認められた荘園を官省符荘、国

司によって税が免除された荘園を国免荘と呼んだ。また、荘園領主の中には、国衙の使者である

イ の荘園への立ち入りを認めない者も現れた。

問 2　空欄 イ に入る語句として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。 17

1　検田使	 2　荘官	 3　開発領主	 4　勘定奉行

C　鎌倉時代の後半には農業の発展が広くみられ、このころ西日本一帯では麦を裏作とする二毛作が普

及し、牛馬の使用も広まった。肥料には ウ や草木灰などが用いられた。また、鍛冶や鋳物師

などの手工業者も農村内に住んで商品を製作した。

問 3　空欄 ウ に入る語句として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。 18

1　干鰯	 2　油粕	 3　俵物	 4　刈敷

D　江戸時代には農業技術を教える書籍が普及した。17世紀末には宮崎安貞が『農業全書』を著し、19

世紀には大蔵永常の『 エ 』や『広益国産考』が刊行された。

問 4　空欄 エ に入る語句として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。 19

1　清良記	 2　農政本論	 3　農具便利論	 4　大和本草
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E　明治新政府は財源の安定をめざして、土地制度・税制改革に乗り出した。田畑勝手作りを許可した後、

田畑永代売買の禁止令を解き、地券を発行した。そして、 オ 年には地租改正条例を公布して

地租改正に着手した。これによって、政府の財政的基盤は安定した。

問 5　空欄 オ に入る語句として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。 20

1　1867	 2　1870	 3　1873	 4　1876

F　第 2 次桂太郎内閣は日露戦争後の農業の停滞や農村の困窮に対応するため、内務省を中心に

カ を進め、協同事業に成功した村を模範村として、その事例を全国に紹介した。

問 6　空欄 カ に入る語句として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。 21

1　自由民権運動	 2　地方改良運動

3　新体制運動	 4　国民精神総動員運動
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第3問　次の Aと Bの史料を読んで、後の問いに答えよ。

A　太祖の元
げ ん か

嘉二年、 ア 又司
し

馬
ば

曹
そう

達
たつ

を遣わして表を奉り方物を献ず。 ア 死して弟	

イ 立つ。・・・二十年、倭国王 ウ 、使を遣わして奉献す。また以て安東将軍倭国王

となす。・・・ ウ 死す。世
せ い し

子 エ 、使を遣わして貢献す。・・・ エ 死して弟

オ 立ち、自ら使
し

持
じ

節
せつ

都
と と く

督倭・百済・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓七国諸軍事、安東大将軍、

倭国王と称す。

	 （『宋書』倭国伝　原漢文）

	 （注）史料は読みやすいように、一部変更して表記してある。

B		 第七百四十九条　 カ は キ の意に反して其居所を定むることを得ず

	 	 第七百五十条　　 カ が婚姻又は養子縁組を為すには キ の同意を得ることを要す

	 （注）片仮名は平仮名に修正して表記してある。

問 1　空欄 ア から オ には『宋書』に記載された倭国王名が入る。このうち、 ア 、	

エ 、 オ に入る名前の組み合わせとして最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。

ただし、同じ記号の空欄には同じ名前が入る。 22

1　ア　興　　　エ　讃　　　オ　武	 2　ア　興　　　エ　武　　　オ　讃

3　ア　讃　　　エ　興　　　オ　武	 4　ア　讃　　　エ　武　　　オ　興

5　ア　武　　　エ　讃　　　オ　興	 6　ア　武　　　エ　興　　　オ　讃

問 2　史料 Aについて述べた文として正しいものを、次のうちから一つ選べ。 23

1　この史料から、当時、倭国が卑弥呼を王とする邪馬台国と争っていたことが分かる。

2　この史料から、当時、倭国王の地位は例外なく親から長男に継承されていたことが分かる。

3 �　この史料から、当時、朝鮮半島には新羅・百済・高句麗・高麗などの勢力があったことが分

かる。

4　この史料から、当時、倭国が中国の王朝に朝貢していたことが分かる。
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問 3　史料 Aの示している頃の政治や社会について述べた文として正しいものを、次のうちから一

つ選べ。 24

1 �　箸墓古墳など追葬を可能とする竪穴式石室をもつ大規模な古墳が、九州地方に集中して建造

された。

2 �　朝鮮半島進出の足掛かりを築くため、対馬から大和にかけて大野城などの古代朝鮮式山城が

築かれた。

3 �　漢字の使用が始まり、稲荷山古墳出土の鉄剣の銘文など漢字の音を用いた表記が行われるよ

うになった。

4 �　狩猟や漁撈の技術が進むと人々の生活は安定し、青森県の三内丸山遺跡などにみられる大規

模な集落が作られた。

問 4　史料 Bは明治期に制定された民法の一部である。

　　　空欄 カ と空欄 キ に入る語句の組み合わせとして最も適当なものを、次のうちか

ら一つ選べ。ただし、同じ記号の空欄には同じ語句が入る。 25

1　カ　妻　　　キ　惣領	 2　カ　妻　　　キ　戸主

3　カ　女子　　キ　惣領	 4　カ　女子　　キ　戸主

5　カ　家族　　キ　惣領	 6　カ　家族　　キ　戸主

問 5　史料 Bについて述べた文として誤りを含んでいるものを、次のうちから一つ選べ。 26

1　民法は当初、フランスの法学者ボアソナードが起草したが施行に至らなかった。

2　民法典論争に参加した法学者のひとりに帝国大学教授の穂積八束がいる。

3　この民法が当初のものから修正され、施行されるのは日清戦争後であった。

4　この民法は大正デモクラシーの風潮の高まりの中で、全面的に改正される。
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第4問　次の日本の近現代史に関する Aと Bの各文を読んで問いに答えよ。

A　日本の最初の衆議院議員総選挙はア大日本帝国憲法を公布した翌年実施された。この選挙で勝利し

たのは立憲自由党（翌年自由党に改称）や立憲改進党など民党と呼ばれた旧民権派であった。そして、

第 1回帝国議会が開かれると、イ第 1次山県有朋内閣は超然主義の立場をとって、民党が多数派を形

成した議会とおもに予算案をめぐって対立した。以後、内閣と議会はさまざまの懸案をめぐってたび

たび対立することになる。

　　第 1回の総選挙の際に選挙権を有した者は、衆議院議員選挙法に定められた満25歳以上の男性で直

接国税15円以上の納入者に限られていた。この選挙法はウ第 2次山県有朋内閣の時に直接国税10円以

上、さらに エ の時に直接国税 3円以上と引き下げられていったが制限選挙のままであったた

め、オ普通選挙を要求する運動がますます高まっていった。

問 1　下線部アについて述べた文として正しいものを、次のうちから一つ選べ。 27

1　政府は北方開発のため、この年、蝦夷地を北海道と改称して、開拓使を置いた。

2　製紙女工など労働者の待遇改善が進む中、この年、労働基準法が制定された。

3　大規模生産に成功した紡績業は、この年、綿糸の生産量が輸入量を上回った。

4　筑豊炭田に近い北九州に、この年、官営八幡製鉄所が設立された。

問 2　下線部イについて述べた文として正しいものを、次のうちから一つ選べ。 28

1 �　山県は、「主権線」に加え、朝鮮を含む「利益線」の防衛のため、軍備拡張が必要であると

主張して議会と対立した。

2 �　山県は、三国干渉を主導したロシアとの戦争に備えるため、大規模な軍備拡張が必要である

と主張して議会と対立した。

3 �　民党は、大詰めを迎えていた条約改正交渉に際し、諸列強に対して政府が強硬に対応するた

めには軍備拡張が必要であると主張して政府と対立した。

4 �　民党は、甲申事変の一方の当事者である親日改革派（独立党）を支援するため軍備拡張が必

要であると主張して政府と対立した。
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問 3　下線部ウについて述べた文として誤りを含んでいるものを、次のうちから一つ選べ。 29

1　この内閣は、治安維持法を制定した。

2　この内閣は、文官任用令を改正した。

3　この内閣は、軍部大臣現役武官制を定めた。

4　この内閣は、憲政党の協力を得て地租増徴案を成立させた。

問 4　空欄 エ に入る文として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。 30

1　憲政会総裁の大隈重信を首班とする内閣

2　立憲政友会総裁の大隈重信を首班とする内閣

3　海軍大将の大隈重信を首班とする内閣

4　憲政会総裁の原敬を首班とする内閣

5　立憲政友会総裁の原敬を首班とする内閣

6　海軍大将の原敬を首班とする内閣

問 5　下線部オについて述べた文として正しいものを、次のうちから一つ選べ。 31

1 	　立憲民政党などの野党は衆議院に男女を問わず普通選挙を実施するための法案を提出したた

め、政府は衆議院を解散して対抗した。

2 	　運動の高まりの中で幸徳秋水らにより結成された社会主義政党である社会民主党は衆議院選

挙で初の議席を獲得した。

3 	　普通選挙に反対する政府は運動の高まりを抑えるため、ロンドン海軍軍縮会議に参加し大規

模な軍縮を内容とする四カ国条約に調印した。

4 	　総選挙で政友本党に圧勝した護憲三派は加藤高明を首班として連立内閣を組織し、普通選挙

法を成立させた。
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B　1945年 8 月に受諾した、 カ にもとづいて、キ日本は連合国に占領された。占領の形態はアメ

リカ軍による事実上の単独占領で、GHQの指令・勧告にもとづいて日本政府が政治を行う間接統治

の方法がとられた。

　　占領状態から日本が独立して主権を回復するには、1951年に開かれたクサンフランシスコ講和会議

によるケサンフランシスコ平和条約の調印・発効を待たなければならなかった。そして、この、平和

条約の調印と同じ日に日米安全保障条約が調印され、独立後もアメリカ軍が駐留することとなった。

問 6　空欄 カ に入る語句として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。 32

1　カイロ宣言	 2　ヤルタ秘密協定	 3　ハル＝ノート	 4　ポツダム宣言

問 7　下線部キの間のできごとを古い順に正しく並べたものを、次のうちから一つ選べ。 33

1　特別高等警察の廃止　→　警察予備隊の新設　　→　日本国憲法の公布

2　特別高等警察の廃止　→　日本国憲法の公布　　→　警察予備隊の新設

3　警察予備隊の新設　　→　特別高等警察の廃止　→　日本国憲法の公布

4　警察予備隊の新設　　→　日本国憲法の公布　　→　特別高等警察の廃止

5　日本国憲法の公布　　→　特別高等警察の廃止　→　警察予備隊の新設

6　日本国憲法の公布　　→　警察予備隊の新設　　→　特別高等警察の廃止

問 8　下線部クについて述べた文として誤りを含んでいるものを、次のうちから一つ選べ。 34

1　講和会議に出席した吉田茂は当時第 3次吉田茂内閣の首班であった。

2　講和会議と平和条約への対応をめぐって、日本社会党は左右両派に分裂した。

3　講和会議が始まると北朝鮮が韓国に侵攻し、朝鮮戦争が始まった。

4　講和会議には中華人民共和国と中華民国はともに招かれなかった。
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問 9　下線部ケについて述べた文として正しいものを、次のうちから一つ選べ。 35

1 �　講和会議に出席しながら条約に調印しなかったソ連とは1956年に日ソ中立条約を締結して、

国交を正常化した。

2 �　条約では琉球諸島を含む南西諸島はアメリカ、小笠原諸島はソ連の施政権下におかれること

になった。

3 �　条約には48カ国が調印したが、フィリピン、インドネシアなど日本軍に占領された東南アジ

アの国々の多くは調印しなかった。

4 �　条約では日本の交戦国に対する賠償責任は著しく軽減されるとともに、アメリカなど多くの

国は賠償請求権を放棄した。
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第5問　日本の文化に関する問 1から問 4までのそれぞれの Aと Bの文を読んで正誤を判断し、	

正誤の組み合わせとして正しいものを、次の選択肢の中から一つ選べ。

［選択肢］

　 1　Aは正、Bは正

　 2　Aは正、Bは誤

　 3　Aは誤、Bは正

　 4　Aは誤、Bは誤

問 1　 36

　A　白鳳期には薬師寺が創建された。建築物として東塔、仏像彫刻として本堂である金堂の薬師三

尊像や東院堂の聖観音像などが当時の文化を今に伝えている。

　B　天平期の彫刻としては、東大寺の法華堂の不空羂索観音像や東大寺南大門の金剛力士像などが

当時の文化の様式を今に伝えている。

問 2　 37

　A　平安時代に浄土教が発達し、末法思想が流行したことから、絵画の分野では、極楽往生を願う

人々の間で似絵や頂相が好まれた。

　B　江戸記代に人気となった浮世絵は、葛飾北斎が版画を始め、喜多川歌麿が多色刷り浮世絵版画

（錦絵）を完成し、歌川広重が風景画に傑作を残した。

問 3　 38

　A　鎌倉時代になると後鳥羽上皇の命により、『新古今和歌集』が編纂されるとともに、源実朝の	

『山家集』など個人の和歌集も編まれた。

　B　鎌倉時代に生まれた連歌は元寇の頃に宗祇が出て、正風連歌を確立し、『新撰菟玖波集』を編

纂して各地に普及した。

問 4　 39

　A　武士の活躍を描いた軍記物には、前九年合戦を描いた院政期の『陸奥話記』、平氏の興亡を描

いた鎌倉時代の『平家物語』などがある。

　B　明治期には坪内逍遙が『小説神髄』を発表して、人間の内面を客観的・写実的に描くことを提

唱し、その提唱は二葉亭四迷の『浮雲』に結実した。


