
Ⅰ （配点36）

次の文を読み，（1）～（5）の問いに答えよ。

〔解答番号 1 ～ 9 〕

Ａ 弥生時代後期には各地で大規模な 1 が営まれるようになったが，3世紀中頃から後

半にかけて西日本各地で前方後円墳をはじめとする古墳が営まれるようになった。奈良県桜井

市の 2 は，出現期において最大の前方後円墳とされている。古墳がつくられた3世紀

半ばから7世紀までを古墳時代といい，古墳の特徴などから，3世紀中頃から4世紀後半を前

期，ア）4世紀後半から5世紀末を中期，6世紀から7世紀を後期と区分している。

イ）古墳時代の人々の生活は埴輪や副葬品，遺跡などからもわかる。豪族は民衆の集落から

離れた場所に居館を営み，民衆は炉を伴う竪穴住居，平地式建物，高床倉庫などからなる集落

を形成していた。そのほか，水稲農耕の普及により農耕儀礼が重視されるようになり，氏姓制

度が整備されるなかで，氏の祖先を氏神として祀る神社もつくられた。大王家の祖先神である

天照大神を祀った 3 が代表的なものである。

（1） 空欄 1 ～ 3 に当てはまる適切な語句を，次の解答群1からそれぞれ1つ選

べ。

解答群1

� 伊勢神宮 � 大神神社 � 群集墳

� 墳丘墓 � 箸墓古墳 � 高松塚古墳

（2） 下線部ア）に関連して，中期古墳に関する記述として最も適当なものを，次の�～�の中

から1つ選べ。 4

� 全国に古墳が分布する一方で，前方後円墳の規模は縮小した。

� 大阪府の誉田御廟山古墳は，中期の代表的な古墳とされる。

� 横穴式石室に加えて，追葬可能な竪穴式石室も見られるようになった。

� 石棺や壁面などに絵画や彫刻などが施された装飾古墳が盛んにつくられた。
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（3） 下線部イ）に関連して，古墳時代の人々の生活に関する記述として最も適当なものを，次

の�～�の中から1つ選べ。 5

� 古墳時代に大陸から機織りの技術が伝わると，日本でも機織りが開始された。

� 弥生土器の系譜を引く須恵器と朝鮮半島から伝わった土師器が使用された。

� 稲荷山古墳出土鉄剣などから，漢字が使用されていたことがわかる。

� 身についた穢れなどを払い除く祓や，凶の方向を避ける方違などが行われた。

Ｂ 律令国家が確立された奈良時代には， 6 を中心に高度な貴族文化が展開された。こ

の貴族文化は，遣唐使がもたらした盛唐文化の影響を受けた国際色豊かな華やかなものであっ

た。唐の影響が強くみられるものとして，正倉院鳥毛立女屛風や 7 が知られている。

また，貴族の教養として漢詩文が重視されるようになると，それに対応するためのウ）官吏養
うんてい

成機関として中央に大学，地方に国学が置かれたほか， 8 が日本初の公開図書館�亭

を開いた。このほか，政治の混乱や疫病・飢饉の流行による社会不安を背景に，仏教は朝廷の

保護のもと国家仏教として発展した。

（4） 空欄 6 ～ 8 に当てはまる適切な語句を，次の解答群2からそれぞれ1つ選

べ。

解答群2

� 石上宅嗣 � 平安京 � 平城京

� 法隆寺金堂壁画 � 薬師寺吉祥天像 � 山上憶良

（5） 下線部ウ）に関連して，官吏に関する記述として最も適当なものを，次の�～�の中から

1つ選べ。 9

� 原則として令で定められた位階を基本に，官吏はこれに応じた官職に任じられた。

� 官吏は罪の軽重に関係なく，免職・代償により実刑を免れることができた。

� 八位以上の貴族には，父祖の位階に応じて一定の位階が与えられた。

� 官職に応じて官吏に支給されたすべての職田で，租の納入が義務づけられた。
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Ⅱ （配点48）

次の文を読み，（1）～（8）の問いに答えよ。

〔解答番号 10 ～ 21 〕

Ａ 2度の蒙古襲来（元寇）後に鎌倉幕府の支配権が強化されるなかで，北条氏，とくに嫡流の

当主である得宗の権力が強化された。得宗の権力の強化に伴いア）御内人と御家人が激しく対

立するようになった。1285年に起こった 10 で安達泰盛に勝利した御内人平頼綱が政権

を掌握したが，しだいに得宗で9代将軍の北条貞時と対立するようになり，1293年に滅ぼされ

た。
ちょうしん

1316年に14代執権となった 11 の寵臣である長崎高資が政治を主導するなか，1318年

に即位したイ）大覚寺統の後醍醐天皇は，討幕に強い意欲を示した。1331年の元弘の変後，後

醍醐天皇は隠岐に配流されたものの，楠木正成や 12 が相次いで挙兵するなど，討幕の

動きが本格化した。1333年に鎌倉幕府を滅ぼすと，後醍醐天皇は天皇親政を開始したが，武士

にとって不満の強い内容であったため，不満を持った武士らが足利尊氏のもとに集結し，新政
しゅうえん

は3年足らずで終焉をむかえた。1336年，尊氏は入京して光明天皇を擁立し，建武式目を発

表すると，後醍醐天皇は吉野に逃れて皇位の正統性を主張したため，ウ）北朝と南朝が並び立

つ状態となった。

（1） 空欄 10 ～ 12 に当てはまる適切な語句を，次の解答群1からそれぞれ1つ選

べ。

解答群1

� 懐良親王 � 霜月騒動 � 宝治合戦

� 北条高時 � 北条時行 � 護良親王

（2） 下線部ア）に関連して，御内人に関して述べた次の文Ｘ・Ｙについて，その正誤の組合せ

として最も適当なものを，下の�～�の中から1つ選べ。 13

Ｘ 御内人とは得宗家の家臣のことで，その筆頭は内管領といわれた。

Ｙ 鎌倉時代後期には，得宗と御内人が政治を主導する得宗専制政治が確立した。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤
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（3） 下線部イ）に関連して，大覚寺統に関する記述として最も適当なものを，次の�～�の中

から1つ選べ。 14

� 後深草法皇の死後，皇位をめぐって大覚寺統と持明院統に分裂した。

� 大覚寺統は，亀山天皇を祖とする皇統である。

� 大覚寺統は，長講堂領を経済的な基盤の一つとしていた。

� 南北朝の合体後，大覚寺統が皇位を独占した。

（4） 下線部ウ）に関連して，南北朝の動乱が長期化した理由に関する記述として最も適当なも

のを，次の�～�の中から1つ選べ。 15

� 分割相続から単独相続へと移行するなかで，惣領制が解体されたから。

� 地縁的な結合よりも血縁的な結合が重視されるようになったから。

� 北朝内部で，足利直義と高師直が足利尊氏と対立したから。

� 北畠親房・今川了俊ら南朝側の人々が奮戦したから。

Ｂ 応仁の乱後に戦国大名が群雄割拠する乱世となったが，16世紀後半にあらわれた織田信長は，

1560年に 16 で今川義元を破ったのを皮切りにエ）全国統一の動きを進めていった。対立

した戦国大名との戦いと並行して，信長は延暦寺への焼打ちやオ）一向一揆の討伐など，仏教

勢力へ厳しい弾圧を行った。信長は従来の政治・経済の秩序などを克服して新たな支配体制づ

くりをめざしたが，1582年に家臣の明智光秀に背かれて自死した。その後，カ）豊臣秀吉が山

崎の合戦で明智光秀を， 17 で柴田勝家を破って信長の後継者として全国統一を進めて

いった。1590年に伊達政宗らを服属させた 18 により全国統一を完成させた。

（5） 空欄 16 ～ 18 に当てはまる適切な語句を，次の解答群2からそれぞれ1つ選

べ。

解答群2

� 姉川の戦い � 奥州平定 � 桶狭間の戦い

� 九州平定 � 賤ヶ岳の戦い � 長篠合戦
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（6） 下線部エ）に関連して，織田信長の統一事業に関して述べた次の文Ⅰ～Ⅲについて，古い

ものから年代順に正しく配列したものを，下の�～�の中から1つ選べ。 19

Ⅰ 天下を平定する意志を示す「天下布武」の印章の使用を開始した。

Ⅱ 将軍を京都から追放し，室町幕府を滅ぼした。

Ⅲ 石山戦争を終結させ，顕如と和睦した。

� Ⅰ－Ⅱ－Ⅲ � Ⅰ－Ⅲ－Ⅱ � Ⅱ－Ⅰ－Ⅲ

� Ⅱ－Ⅲ－Ⅰ � Ⅲ－Ⅰ－Ⅱ � Ⅲ－Ⅱ－Ⅰ

（7） 下線部オ）に関連して，織田信長が弾圧して自治を終わらせた一向一揆に関する史料とし

て最も適当なものを，次の�～�の中から1つ選べ。 20
と が し ま

� 一揆衆二十万人，富樫が城を取り回く。故を以て，同九日城を攻め落さる。
じこん い ご

� 自今以後に於いては両畠山方は国中に入るべからず。
かく

� 将軍此の如き犬死，古来其の例を聞かざる事なり。
だいはじめ

� 今土民等，代始に此の沙汰は先例と称すと云々。言語道断の事なり。

（8） 下線部カ）に関連して，豊臣秀吉に関する記述として最も適当なものを，次の�～�の中

から1つ選べ。 21

� 度量衡の統一や，公定枡として宣旨枡の採用を行ったうえで太閤検地を行った。

� 一揆の防止・農業への専念のために，刀狩令を出して農民から武器を没収した。

� 2度の朝鮮侵略は，李成桂率いる朝鮮の水軍の活躍もあり，失敗に終わった。

� 豊臣政権の維持のために，石田三成らを五大老に，徳川家康らを五奉行に任じた。
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Ⅲ （配点36）

次の文を読み，（1）～（5）の問いに答えよ。

〔解答番号 22 ～ 30 〕

Ａ 開国後，朝鮮では国内の改革を巡って親日派と親清派が激しく対立し，クーデタが相次いだ。

日本と清国はこのクーデタに介入したこともあり，関係が著しく悪化した。1885年には日本国

内では 22 の「脱亜論」が発表されるなど，清国に対する強硬な姿勢が少なくなかった

が，両国の関係調整のために 23 が結ばれた。しかし，ア）第1回帝国議会（第一議会）

で山県有朋首相が施政演説において，国境としての「主権線」と朝鮮を含む「利益線」を守る

ために軍備拡張が必要だと主張するなど，清国に対抗するための軍事力増強が進められた。

1894年7月に日英通商航海条約を結ぶなど，イギリスが日本に好意的な態度を示すと，8月

に日本は清国に宣戦布告を行い，日清戦争が始まった。この戦争は日本に優位な状況で進み，

1895年には講和が成立した。講和条約により日本は領土やイ）賠償金を得ることになったが，

講和の成立直後に，中国東北地域への進出を狙っていたロシアらが三国干渉を行うと，日本は

24 を清国に返還せざるをえなかった。

（1） 空欄 22 ～ 24 に当てはまる適切な語句を，次の解答群1からそれぞれ1つ選

べ。

解答群1

� 山東半島 � 高山樗牛 � 天津条約

� 南京条約 � 福沢諭吉 � 遼東半島

（2） 下線部ア）に関連して，第一議会を含む初期議会の時期の出来事に関する記述として最も

適当なものを，次の�～�の中から1つ選べ。 25

� 第一議会から日清戦争開戦直前の第六議会までを初期議会といい，条約改正問題や予算

などをめぐる論議が行われていた。

� 第1回衆議院議員総選挙の結果，第一議会では立憲自由党と立憲帝政党などの民党が過

半数を占めた。

� 第2回衆議院議員総選挙の際に第1次松方正義内閣の内務大臣樺山資紀を中心に激しい

選挙干渉が行われた。

� 第2次伊藤博文内閣は，議会を円滑に運営するために，進歩党の大隈重信を外相にむか

えた。
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（3） 下線部イ）に関連して，下関条約で得た賠償金の使途に関して述べた次の文Ｘ・Ｙについ

て，その正誤の組合せとして最も適当なものを，下の�～�の中から1つ選べ。 26

Ｘ 鉄鋼の自給をめざして，九州北部に官営の八幡製鉄所が建設された。

Ｙ 新貨条例を制定して，賠償金を準備金に金本位制を採用した。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤

Ｂ 「ヨーロッパの火薬庫」といわれたバルカン半島で，オーストリア帝位継承者がセルビア人

青年に暗殺された 27 がきっかけとなって，第一次世界大戦が始まった。第一次世界大

戦を中国における勢力拡大の好機ととらえた日本は， 28 を理由に参戦した。1915年に

ウ）二十一カ条の要求を突き付けるなど，中国における日本権益の拡大と確保につとめる一方

で，各国との利害調整も行った。

第一次世界大戦はこれまでにない長期戦となったが，1917年には 29 の主導によりロ

シアで革命が起こって帝政が打倒されると，翌年にはソヴィエト政権はドイツと単独講和を結

んで，第一次世界大戦から離脱した。アメリカの第一次世界大戦参戦により連合国が優勢とな

ると，同盟国が相次いで降伏した。1918年にはドイツが連合国側と休戦協定を結び，戦争は終

結した。

（4） 空欄 27 ～ 29 に当てはまる適切な語句を，次の解答群2からそれぞれ1つ選

べ。

解答群2

� サライェヴォ事件 � 三国協商 � シーメンス事件

� 日英同盟 � マルクス � レーニン

（5） 下線部ウ）に関連して，二十一カ条の要求に関する記述として最も適当なものを，次の

�～�の中から1つ選べ。 30

� 第2次大隈重信内閣の加藤高明外相の主導で，二十一カ条の要求が提示された。

� 二十一カ条の要求の受け入れを巡り，五・四運動で受け入れ拒否がとなえられた。

� 二十一カ条の要求のすべてを受け入れた日は，中国では国恥記念日とされた。

� 二十一カ条の要求に基づき，寺内正毅内閣は西原借款を行った。
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Ⅳ （配点30）

次の文を読み，（1）～（10）の問いに答えよ。

〔解答番号 31 ～ 40 〕

（1） 弥生時代に沖縄や南西諸島で展開された文化として最も適当なものを，次の�～�の中か

ら1つ選べ。 31

� オホーツク文化 � 貝塚文化

� 擦文文化 � 続縄文文化

（2） 大海人皇子が即位して天武天皇となった宮都として最も適当なものを，次の�～�の中か

ら1つ選べ。 32

� 飛鳥浄御原宮 � 近江大津宮 � 難波宮 � 藤原京

（3） 後三条天皇に関して述べた次の文Ｘ・Ｙについて，その正誤の組合せとして最も適当なも

のを，下の�～�の中から1つ選べ。 33

Ｘ ときの摂関家を外戚とせず，大江広元らの補佐のもとで親政を行った。

Ｙ 記録荘園券契所（記録所）を設けて，摂関家の荘園を含む荘園の整理を行った。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤

（4） 源頼朝により滅ぼされた奥州藤原氏の中心人物として最も適当なものを，次の�～�の中

から1つ選べ。 34

� 藤原清衡 � 藤原秀衡 � 藤原基衡 � 藤原泰衡

（5） 北山文化に関する記述として最も適当なものを，次の�～�の中から1つ選べ。 35

� 禅宗様と書院造を折衷した建築様式の金閣は，北山文化を代表する建築物である。

� 臨済宗の官寺化のために，天龍寺を別格とする五山・十刹の制が整備された。

� 絶海中津や義堂周信らが出るなど，五山文学が最盛期をむかえた。

� 大和猿楽四座の宝生座から出た観阿弥・世阿弥父子が猿楽能を完成させた。

　

（6） 新井白石に関する記述として最も適当なものを，次の�～�の中から1つ選べ。 36

� 6代将軍徳川家継，7代将軍徳川家宣のもとで政治を主導した。

� 幕府と朝廷が費用を折半して，新たに閑院宮家を創設した。

� 朝鮮からの国書に記す将軍の称号を「日本国大君殿下」に変更した。

� イタリア人宣教師シドッチを訊問して『西洋紀聞』などを著した。
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（7） 天保期に行われた藩政改革に関する記述として誤っているものを，次の�～�の中から1

つ選べ。 37

� 水戸藩主徳川斉昭は，藤田東湖らを登用し，藩校彰考館を設立した。

� 萩（長州）藩では，村田清風が財政再建のために下関に越荷方を置いた。

� 佐賀（肥前）藩主鍋島直正は，均田制を実施して本百姓制度の再建につとめた。

� 鹿児島（薩摩）藩では，調所広郷が奄美三島の黒砂糖の専売制を強化した。

（8） 明治時代の宗教や宗教政策に関する記述として最も適当なものを，次の�～�の中から1

つ選べ。 38

� キリスト教禁止の高札が撤廃されると，各地で廃仏毀釈運動が起こった。

� 政体書によって，神祇祭祀をつかさどる神祇官が太政官の上に置かれた。

� 川手文治郎の黒住教や，中山みきの天理教などが教派神道として認められた。

� 島地黙雷は神道国教化政策や廃仏毀釈に抵抗し，仏教の復興につとめた。

（9） 金融恐慌へとつながる取付け騒ぎが起こる原因となる発言をした第1次若槻礼次郎内閣の

蔵相として最も適当なものを，次の�～�の中から1つ選べ。 39

� 井上準之助 � 片岡直温 � 高橋是清 � 浜口雄幸

（10） 高度経済成長期の社会に関して述べた次の文Ｘ・Ｙについて，その正誤の組合せとして最

も適当なものを，下の�～�の中から1つ選べ。 40

Ｘ オリンピック東京大会の開催に先駆けて東海道新幹線が開通した。

Ｙ 日本万国博覧会が大阪で開催された。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤
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