
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 古代には豪族の私有地である 1 および私有民である 2 を廃止して公地公民制

が採用されたが，奈良時代には人口の増加による口分田不足などによって税収・財源の不足が

顕著になった。こうしたなか，朝廷は口分田の増加をはかるためにさまざまな施策を行ったが，

土地の私有を認めたことにより，初期荘園が成立することになった。荘園の乱立に伴う公領の

減少により財政が悪化した朝廷は，902年に初の荘園整理令である延喜の荘園整理令を出した

が，十分な成果はあがらず，律令制度の動揺は止まらなかった。10世紀には政策の転換により，

実際に任地に赴き，その国内の公領の税を厳しく徴収することを請け負う国司があらわれるよ

うになった。これによりア）国司の権限が増大した。さらに，自身の利権を守るために開発領

主が荘園を有力者に寄進し，自らは 3 となる場合も増加した。こうしてイ）寄進地系荘

園が成立した。

（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

� 部曲 � 在庁官人 � 荘官

� 田荘 � 田部 � 屯倉

（2） 下線部ア）に関連して，国司（受領）の支配など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。 4

Ｘ 任地に赴任しない国司は，自身のかわりに遙任国司を派遣して，国務をとらせた。

Ｙ 受領には，『今昔物語集』に描かれた受領藤原元命のように強欲な者もいた。

� 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，寄進地系荘園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

� 開発領主が最初に寄進した先は本家といわれ，貴族や寺社が多かった。

� 太政官符や大蔵省符で不輸の特権が認められた荘園を官省符荘という。

� 国司が自身の任期の間，不輸の特権を認めた荘園を国免荘という。

� 勘解由使の立ち入りを拒否できる不入の特権を認められた荘園もあった。

Ｂ 支配領域の拡大をめざした朝廷は日本海側を北上し，7世紀中頃に渟足柵・磐舟柵を置いて，

東北進出の拠点とした。さらに，ウ）斉明天皇のもとで派遣された 6 が蝦夷と関係を結

んだ。724年に藤原氏式家の祖である 7 が蝦夷の反乱を平定すると，その後に多賀城が

築かれた。780年に蝦夷の族長伊治呰麻呂が反乱を起こして以降，東北地方で反乱が相次いだ

が，坂上田村麻呂が阿弖流為らを降伏させた。その後，徳政相論を経て，一旦，蝦夷征討は中

止されたが，嵯峨天皇のもとで再開され，811年に征夷将軍文室綿麻呂が蝦夷を平定した。こ

れを最後に律令国家の蝦夷征討は一応の終わりを見せ，以後は融和政策がとられるようになっ

た。

平安時代後期には，「俘囚の長」となった陸奥の豪族 8 が勢力を拡大させたが，前九

年合戦・後三年合戦を経て，東北地方に奥州藤原氏の覇権が確立された。

（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

� 安倍氏 � 阿倍比羅夫 � 蠣崎氏

� 紀古佐美 � 藤原宇合 � 藤原房前

（5） 下線部ウ）に関連して，斉明天皇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
ちょうそ

� 孝徳天皇の死後，推古天皇が重祚して斉明天皇となった。

� 斉明天皇のもとで，初めての年号である大化が定められた。

� 斉明天皇は百済再興のために赴いた難波宮で死去した。

� 斉明天皇の死後，しばらくの間，中大兄皇子が皇太子のまま政治を行った。
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Ⅱ （配点36）

次の文を読み，（1）～（5）の問いに答えよ。

〔解答番号 10 ～ 18 〕

Ａ ポルトガルの東方支配の拠点である 10 でアンジローに出会い，日本での布教を決意

したといわれるイエズス会の宣教師フランシスコ＝ザビエルが1549年に鹿児島に渡来し，日本

にキリスト教が伝来した。その後，ア）宣教師の来日が相次ぎ，布教活動と貿易が一体で行わ

れていることを知った大名のなかには，洗礼を受けキリシタンとなる者もいた。1582年には九

州地方のキリシタン大名が 11 のすすめでローマ教皇のもとに少年使節を派遣した。し

かし，その後，キリスト教の布教を認めていた豊臣秀吉が方針を転換してバテレン追放令を出

した。1596年に土佐に漂着した 12 の乗組員の発言から26聖人殉教が起こるなど，秀吉

はキリスト教への警戒を強めていった。

江戸時代初め，幕府はキリスト教の布教や信仰を黙認していた。しかし，キリスト教の信者

が増大するなかで，しだいに信仰のための信者の団結を危惧するようになり，1612年に直轄領

に禁教令を出したのを皮切りに，キリスト教への弾圧が強まった。1637年に九州地方で起こっ

た島原の乱以降，イ）幕府は宗教統制を強化した。

（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

� ヴァリニャーニ � オルガンティノ � サン＝フェリペ号

� マニラ � マラッカ � リーフデ号

（2） 下線部ア）に関連して，宣教師や南蛮貿易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。 13

� 宣教師はコレジオやセミナリオなどの学校をつくって布教を行った。

� 宣教師が伝えた活字印刷術により，ローマ字で書かれた慶長勅版がつくられた。

� 宣教師や南蛮人の様子は，『松林図屛風』に描かれている。

� 南蛮貿易では，中国産生糸や鉄砲などが輸入され，日本からは金が輸出された。

（3） 下線部イ）に関連して，江戸幕府の宗教統制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。 14

� 紫衣勅許をめぐる紫衣事件に際して大徳寺の沢庵らを処罰した。

� 寺院が，その寺院に所属する人々が檀家であることを証明する寺請制度が設けられた。

� 信仰調査である宗門改めを実施して，宗門改帳を作成させた。

� 金地院崇伝が起草した諸社禰宜神主法度によって神社への統制を強めた。
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Ｂ 18世紀末には日本近海でも外国船の出現が相次いだ。1792年5月には 15 などでウ）海

防の必要性を説いた林子平が弾圧されたが，9月にはロシア使節ラクスマンが根室に来航して

通商を要求した。これを受けて，幕府は江戸湾と蝦夷地の防備を諸藩に命じた。また，1798年

には 16 らを派遣して千島探査を行わせ，翌年には東蝦夷地を直轄とした。1804年に長

崎に来航したロシア使節 17 の通商要求を幕府が拒否すると，ロシア船は樺太・択捉島

を攻撃した。そこで，幕府は1807年に松前藩と西蝦夷地をすべて直轄にして松前奉行の管理下

に置いた。

同じ頃にイギリス船やアメリカ船の日本近海への出現が相次ぐなか，幕府は1825年に異国船

打払令で強硬な姿勢を打ち出すと，1837年にはモリソン号事件が起こった。

（4） 空欄 15 ～ 17 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

� 『赤蝦夷風説考』 � 伊能忠敬 � 『海国兵談』

� ゴローウニン � 近藤重蔵 � レザノフ

（5） 下線部ウ）に関連して，江戸時代後期の海防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。 18

� 水野忠邦は海防の強化などのために上知令により江戸・大坂周辺の直轄化をはかったが，

諸大名の反対で失敗した。

� 老中首座堀田正睦は，海防の充実をはかるために長崎に海軍伝習所を設けた。

� 伊豆沿岸の防備を建言した代官の高島秋帆は，伊豆韮山に反射炉を築いた。

� 蝦夷地の海岸防備強化のため，明治時代初めまで松前奉行が蝦夷地を管理した。
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Ⅲ （配点48）

次の文を読み，（1）～（8）の問いに答えよ。

〔解答番号 19 ～ 30 〕

Ａ 明治時代末期には，官僚・貴族院・軍部の支持を得ていた桂太郎とア）立憲政友会総裁西園

寺公望が交互に政権を運営する，いわゆる桂園時代が現出した。

日露戦争後の慢性的な不況のなかで緊縮政策をとるイ）第2次西園寺内閣が，陸軍の2個師

団増設の要求を拒否すると，1912年12月に陸軍大臣の上原勇作が天皇に単独で辞表を提出した。

さらに，陸軍が 19 を盾に後任を立てなかったことから，第2次西園寺内閣は総辞職に

追い込まれた。この後，内大臣・侍従長をつとめた桂が第3次内閣を組織すると，「宮中・府

中の別」を乱すとして批判された。1913年1月に桂が新党としての 20 結成計画を発表

すると，2月には立憲政友会と立憲国民党が内閣不信任案を提出し，ウ）尾崎行雄が国会で桂

首相弾劾演説を行った。その後，民衆が国会議事堂を取り囲むなど，反桂の動きが激化したた

め，桂内閣は50日余りで退陣し，かわって海軍大将の 21 が立憲政友会を与党に組閣し，

官僚や軍部に対する政党の影響力の拡大につとめた。

（1） 空欄 19 ～ 21 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

� 加藤友三郎 � 軍部大臣現役武官制 � 憲政会

� 文官任用令 � 山本権兵衛 � 立憲同志会

（2） 下線部ア）に関連して，立憲政友会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。 22

� 立憲政友会は，進歩党と伊藤博文を支持する官僚らによって結成された。

� 加藤高明内閣を支持する非主流派は，政友本党を結成した。

� 「憲政の常道」の頃には，立憲政友会に立憲民政党が合流した。

� 新体制運動の一環で大政翼賛会が結成され，立憲政友会は解党した。

（3） 下線部イ）に関連して，第2次西園寺公望内閣のとき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。 23

� 日米通商航海条約が改正調印されて，日本の関税自主権が回復した。

� 内務省が中心となった町村改革運動である地方改良運動が開始された。

� 辛亥革命が起こり，中華民国が成立して清朝が倒れた。

� 前統監の伊藤博文がハルビン駅頭で安重根に殺害された。
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（4） 下線部ウ）に関連して，尾崎行雄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。 24

� 大隈重信を党首に結成された立憲帝政党に参加した。

� 第1次大隈重信内閣の文相をつとめたが，蛮勇演説で辞職した。

� 犬養毅らと「臥薪嘗胆」などをスローガンに第一次護憲運動を展開した。

� 第二次世界大戦後まで衆議院議員をつとめ，「憲政の神様」と称された。

Ｂ 富国強兵を進めるうえで，国民の教育水準の向上が急務と考えた明治政府は，教育制度の整

備を進めた。1871年に文部省を設置し，翌年に 25 の学校制度を手本とした，国民皆学

をめざす学制を公布した。しかし，1873年の就学率は男子が40％，女子は15％にとどまった。

そこで，1879年に学制を改正して自由主義的な 26 を公布し，義務教育期間を最低16か

月に短縮したが，教育現場が混乱して就学率が下がった。こうした状況を受けて，1880年に自

由主義的な 26 は改正されて国家の統制が強化された。1886年には初代文部大臣エ）森有

礼のもとで国家主義的な教育理念を掲げる 27 が出され，オ）その後も教育への国家の関

与が強まった。

その後，資本主義の発達や行政機構の拡大に伴い，知識人が求められるようになったため，

こうした要請を受けて原敬内閣は高等教育機関の拡充につとめた。

昭和時代初期に国家主義が高揚すると，その影響は教育にも及んだ。文部省は国民教化のた

めに1937年に『国体の本義』を，1941年に『臣民の道』を作成した。また，太平洋戦争開始後，

カ）戦況の悪化に伴う兵力不足と労働力不足を補うために，学徒出陣や勤労動員などが行われ

るなど，日本の教育機関は機能しなくなった。

（5） 空欄 25 ～ 27 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

� 学校令 � 教育令 � 高等学校令

� 大学令 � ドイツ � フランス
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（6） 下線部エ）に関連して，森有礼について述べた次の文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。 28

Ｘ 森有礼らの提唱で，啓蒙思想団体である明六社が結成された。

Ｙ 私擬憲法である「東洋大日本国国憲按」を作成した。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤

（7） 下線部オ）に関連して，近代における国家の教育への関与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。

29

Ｘ 井上毅・副島種臣らが起草した教育に関する勅語（教育勅語）により，学校教育の理念

が示された。

Ｙ 小学校において，文部省の著した教科書を使用する国定教科書制度が導入された。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤

（8） 下線部カ）に関連して，兵力不足・労働力不足への対応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。 30

� 兵力不足を補うために，日本の支配下にあった朝鮮と台湾で徴兵制が実施された。

� 学徒出陣により，理工医学系・教員養成系を含む全学生・生徒が徴兵された。

� 本土決戦に備えて，女性による自警団である女子挺身隊が組織された。

� 国民学校の児童を含む学生・生徒，女性らが軍需産業に従事させられた。
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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） 弥生時代に脱穀具として使用された木製農具として最も適当なものを，次の�～�の中か

ら1つ選べ。 31

� 木鍬 � 木鋤 � 田下駄 � 竪杵

（2） 蘇我馬子に関連して述べた次の文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。 32

Ｘ 氏寺として飛鳥寺（法興寺）を建立した。

Ｙ 厩戸王（聖徳太子）とともに「旧辞」「帝紀」を著した。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤

（3） 菅原道真に関連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。

33

� 遣唐大使に任じられた際には，宇多天皇に遣唐使派遣の停止を建言した。

� 六国史の内容を事項別に分類し，年代順に並べて『群書類従』を編んだ。

� 非業の死を遂げた菅原道真の霊を慰めるために大祓が開催された。

� 国風文化期には菅原道真の生涯などを描いた『北野天神縁起絵巻』がつくられた。

（4） 鎌倉幕府の侍所初代長官（別当）で，1213年に滅ぼされた人物として最も適当なものを，

次の�～�の中から1つ選べ。 34

� 梶原景時 � 比企能員 � 三浦泰村 � 和田義盛

（5） 室町時代の東アジア情勢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

� 三浦の乱で細川氏に勝利した大内氏が，日明貿易（勘合貿易）を独占した。

� 日朝貿易では，日本は朝鮮から木綿や大蔵経などを輸入した。

� 山北（北山）王の尚巴志が三山を統一して，琉球王国を建国した。

� 倭人の圧迫に対してシャクシャインに率いられたアイヌが蜂起した。
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（6）18世紀後半に錦絵を創始した人物として最も適当なものを，次の�～�の中から1つ選べ。

36

� 歌川広重 � 葛飾北斎 � 鈴木春信 � 菱川師宣

（7） 日米修好通商条約に関連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。

37

� 神奈川・長崎・新潟・兵庫の開港が定められた。

� アメリカに対する片務的最恵国待遇から双務的最恵国待遇へと変更された。

� イギリス・ドイツ・フランス・ロシアとも類似の条約を結んだ。

� 日米修好通商条約で定められた関税率のうち輸入税は，改税約書で引上げられた。

（8） 明治時代の産業革命に関連して述べた次の文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。 38

Ｘ 製糸業では，器械製糸から座繰製糸への転換が進み，生産量でも座繰製糸が器械製糸の

生産量をこえた。

Ｙ 日露戦争開戦に備えて，軍事物資運搬の効率化をはかるために鉄道国有法が公布された。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤

（9）1939年に日本がソ連と交戦中に，ドイツがソ連と不可侵条約を結んだことに衝撃を受けた

平沼騏一郎内閣が総辞職した。1939年の日本軍とソ連軍・モンゴル軍の軍事衝突として最も

適当なものを，次の�～�の中から1つ選べ。 39

� 済南事件 � 張鼓峰事件

� ノモンハン事件 � 柳条湖事件

　

（10） 幣原喜重郎内閣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。

40

� 五大改革指令の実施をためらい総辞職した東久邇宮稔彦内閣のあとを受けて，幣原内閣

が成立した。

� 軍国主義の温床となった寄生地主制の撤廃のために，2次にわたって農地改革を行った。

� インフレーション（インフレ）抑制のために金融緊急措置令を出し，預金封鎖などに

よって通貨流通量を収縮させた。

� 日本国憲法下で行われた初の衆議院議員総選挙で日本自由党が第一党となったことを受

け，幣原内閣は総辞職した。
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