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日－1

【問題 1】古代の土地制度に関する文章A、Bを読んで、下の問い（問 1～問10）に答えなさ
い。

A
ヤマト政権を長く支えた氏姓制度は、壬申の乱で大海人皇子が大友皇子を擁した大豪族を破

ったことを一つの契機として、その役割を終えようとしていた。大海人皇子は即位して天武天
皇となり、中央集権を実現するために律令制度の準備を進めた。その成果は689年に持統天皇
により施行された飛鳥浄御原令として結実した。天皇は人民の支配の強化を目指し、ⓐ公地公
民の原則のもと690年に　ア　年籍が作られ、班田収授法を実施するための台帳として戸籍が
整備され、　イ　年ごとに更新された。また、戸籍の他に　ウ　と　エ　を徴収するため
の台帳として計帳が作られた。 6歳以上の男女に与えられた口分田にかかる租税は収穫の約
　オ　％であった。

問 1　下線部ⓐの「公地公民」を目指す方針が示された「改新の詔」を記録した書として最も
適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。　 1

①　『古事記』　　②　『日本書紀』　　③　『令義解』　　④　『正倉院文書』

問 2　　ア　に入る語句として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
　 2

①　庚寅　　　②　壬申　　　③　乙巳　　　④　戊辰

問 3　　イ　に入る数字として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
　 3

①　 3　　　②　 6　　　③　 9　　　④　10

問 4 　　ウ　と　エ　に入る語句の組み合わせとして最も適切なものを、次の①～④のうち
から一つ選びなさい。　 4

①　ウ　租　　エ　段銭　　　　　②　ウ　調　　エ　雑徭
③　ウ　庸　　エ　村入用　　　　④　ウ　調　　エ　庸

問 5　　オ　に入る数字として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
　 5

①　 3　　　②　 6　　　③　 9　　　④　10



日－2

B
律令国家が財源を確保するためには、田地を拡大し確実に徴税することが重要であった。人

民の開墾する意欲を高めるために、723年にⓑ三世一身法が施行された。三世一身法は、その
施行年代にちなんで　カ　の格ともいう。三世一身法では、灌漑施設の設置と開墾をともに
自力で行った者に対し三世の私有を認め、従来からある灌漑施設を利用して開墾した場合には
本人一代の私有を認めた。
743年に三世一身法に代わってⓒ墾田永年私財法が施行された。私有地の限度は、一品の位

階を持つ　キ　と一位の位階を持つ臣下に許された五百町を最大とし、位階に応じて面積が
規定されている。墾田永年私財法を契機として、 8～ 9世紀に成立した荘園を　ク　という。
朝廷によって様々な施策が出されたにもかかわらず、 8世紀後半になると律令に基づく土地

制度のほころびは広がった。戸籍・計帳による支配を嫌って本籍地を離れる者が増え、そのう
ち所在が明らかで　ウ　と　エ　を納めている者は　ケ　と呼ばれた。

問 6　　カ　に入る語句として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
　 6

①　大宝元年　　②　和銅三年　　③　養老七年　　④　天平勝宝三年

問 7　下線部ⓑの「三世一身法」と下線部ⓒの「墾田永年私財法」の内容を伝える書として最
も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。　 7

①　『日本書紀』　　②　『続日本紀』　③　『令義解』　　④　『正倉院文書』

問 8　　キ　に入る語句として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
　 8

①　親王　　②　鎮守府将軍　　③　県主　　④　国造

問 9　　ク　に入る語句として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
　 9

①　寄進地系荘園　　②　領域型荘園　　③　初期荘園　　④　免田型荘園

問10　　ケ　に入る語句として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
　10

①　雑色人　　　②　仕丁　　　③　陵戸　　　④　浮浪人



日－3

【問題 2】次の史料A、Bを読んで、下の問い（問 1～問10）に答えなさい。（史料は、一部
省略したり、書き改めたりしたところもある。）

史料A
（ⓐ文治元年十一月）廿八日丁未、陰晴定まらず。伝へ聞く、頼朝の代官ⓑ北条丸、今夜経
房に謁すべしと云々。定めて重事等を示すか。又聞く、件のⓑ北条丸以下の郎従等、相分ちて
五畿・山陰・山陽・南海・西海の諸国を賜はり、庄公を論ぜず、ⓒ兵粮段別五升、を宛て催す
べし。啻

ただ

に兵粮の催のみに非ず、惣じて以て田地を知行すべしと云々。凡そ言語の及ぶ所に非
ず。

問 1　史料 Aの出典として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
　11　

①　玉葉　
②　吾妻鏡
③　方丈記
④　神皇正統記

問 2　下線部ⓐの「文治元年」は西暦では何年にあたるか、最も適切なものを、次の①～④の
うちから一つ選びなさい。　12　

①　1183年
②　1185年
③　1190年
④　1192年

問 3　下線部ⓑの「北条丸」を指す人物として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ
選びなさい。　13　

①　北条政子
②　北条義時
③　北条時政
④　北条泰時



日－4

問 4　下線部ⓒの「兵粮段別五升」の意味として最も適切なものを、次の①～④のうちから一
つ選びなさい。　14　

①　田地一段と五升の兵粮米
②　田地一段につき五升の兵粮米
③　田地五段と五升の兵粮米　
④　田地五段につき五升の兵粮米　

問 5　史料Aに関する記述として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさ
い。　15　

①　史料Aにおける頼朝の交渉相手は後白河法皇である。
②　史料Aは公文所・問注所の設置をめぐる交渉を伝えるものである。
③　史料Aの筆者は頼朝の代官や郎従等に対して尊称を用いている。
④　史料Aの筆者は、史料A中の頼朝の政策に大いに賛成している。

史料B
「ⓓ善人なをもちて往生をとぐ、いはんや悪人をや。しかるを、世のひとつねにいはく、『悪
人なを往生す、いかにいはんや善人をや』と。この条、一旦そのいはれあるににたれども、本
願他力の意趣にそむけり。そのゆへは、自力作善の人は、ひとへに　ア　をたのむこゝろか
けたるあひだ、ⓔ弥陀の本願にあらず。……　イ　具足のわれらは、いづれの行にても生死
をはなるゝことあるべからざるを哀たまひて、願をおこしたまふ本意、悪人成仏のためなれ
ば、　ア　をたのみたてまつる悪人、もとも往生の正因なり。よりて善人だにこそ往生すれ、
まして悪人は」と仰さふらひき。
� （ⓕ歎異抄）

問 6　下線部ⓓに関する説明として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさ
い。　16　

①　善人が極楽に往生するまで悪人は往生できない。
②　悪人が極楽に往生するまで善人は往生できない。
③　善人でさえも極楽に往生するのだから悪人が往生できないはずはない。
④　悪人でさえも極楽に往生するのだから善人が往生できないはずはない。



日－5

問 7　下線部ⓔに関連して、本願とは阿弥陀仏の四十八願の中、特に第何願を指すか。最も適
切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。　17　

①　第十七願
②　第十八願
③　第十九願
④　第二十願

問 8　下線部ⓔに関連して、阿弥陀仏に関する記述として最も適切なものを、次の①～④のう
ちから一つ選びなさい。　18　

①　東大寺には、運慶・快慶らが70日ほどで制作した阿弥陀像が伝えられている。　
②　浄智寺の阿弥陀像は、明応の地震による津波の影響で「露坐の大仏」となっている。
③　一向宗とは、浄土真宗の異称であり、「一心一向に阿弥陀仏に帰依する」ことが名称
の由来である。

④　日蓮は、「南無阿弥陀仏」という題目をとなえることで救われると説いた。

問 9　　ア　 　イ　に入る語句の組合わせとして最も適切なものを、次の①～④のうちから
一つ選びなさい。　19　

①　ア―自力� 　� イ―慈悲
②　ア―自力� 　� イ―煩悩
③　ア―他力� � イ―慈悲
④　ア―他力� � イ―煩悩

問10　下線部ⓕの「歎異抄」は、　�X　 の弟子である　�Y　 によって著されたとされる。
　�X　 と　�Y　 に入る語句の組み合わせとして最も適切なものを、次の①～④のうちか
ら一つ選びなさい。　20　

①　X―法然� � Y―親鸞
②　X―法然� � Y―唯円
③　X―親鸞� � Y―法然　
④　X―親鸞� � Y―唯円　



日－6

【問題 3】桃山文化に関する次の文章を読んで、下の問い（問 1～問10）に答えなさい。

織豊政権の時代はⓐ安土・桃山時代とも呼ばれ、この時代を中心とする文化を桃山文化と呼
ぶ。桃山文化を象徴するものの一つに城郭建築があり、平野部に石垣と堀をめぐらした平山城
や平城が、江戸時代初頭にかけて次々に築かれた。城の中心には天守（天主）と呼ばれる高楼
建築の他、大広間をもつ　ア　がつくられ、城主の居館・政庁の場として機能し、城主の権
威を広く示した。
この時代の城や寺院の壁や襖の障壁画には、ⓑ青や緑の濃い絵の具で着色されたものが多く、

特に織田信長と豊臣秀吉に仕え、雄大な作風で知られる狩野永徳や、その門人で、秀吉や豊臣
秀頼に仕えたⓒ狩野山楽の作品が残されている。また、同様の作風で活躍した絵師としては
ⓓ海北友松や長谷川等伯が知られる。
ⓔ風俗が描かれた屏風絵からは、当時の都市や庶民の生活を知ることができ、身分を問わず

小袖が一般的な衣服となっていたことが分かる。
芸能の分野では、室町時代に誕生した茶の湯が流行し、信長やⓕ秀吉が催した茶会では、彼
らに重用された堺の商人たちが活躍する一方で、千利休は簡素な　イ　を追求し、ⓖ多くの
門人を育てて茶道を確立させた。また、能や狂言が武家の儀式において公式の芸能（式楽）と
なり、庶民の間では京都で異様な風体で目立つかぶき者の姿で踊るかぶき踊りが評判となっ
た。
日本国外からの文化の流入としては、　ウ　と呼ばれた宣教師などが伝え、人々の生活に
変化をあたえたヨーロッパの文物がある。その一つである活版印刷術は、キリスト教の教科書
の他に、日本の古典や日本語辞書の出版にも用いられるようになった。また、文禄・慶長の役
において、西日本の諸大名が連れ帰った朝鮮人陶工らによって陶磁器の生産がはじまり、後の
窯業の発展の礎となった。

問 1　下線部ⓐに関連して、桃山の地にあった城として最も適切なものを、次の①～④のうち
から一つ選びなさい。　21

①　二条城
②　伏見城
③　清洲城
④　姫路城



日－7

問 2　　ア　に入る語句として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
　22

①　御殿
②　講堂
③　寝殿
④　茶室

問 3　下線部ⓑに関連して、安土・桃山時代の作品として最も適切なものを、次の①～④のう
ちから一つ選びなさい。　23

①　紅白梅図屏風
②　智積院襖絵
③　鳥獣人物戯画
④　平等院鳳凰堂扉画

問 4　下線部ⓒの「狩野山楽」について述べた文として誤っているものを、次の①～④のうち
から一つ選びなさい。　24

①　主に大坂や京都で活躍した。
②　狩野元信の子である。
③　代表作に『松鷹図』がある。
④　豊臣秀吉の小姓出身である。

問 5　下線部ⓓの「海北友松や長谷川等伯」について述べた文として誤っているものを、次の
①～④のうちから一つ選びなさい。　25

①　海北友松の作品に『山水図屏風』がある。
②　海北友松は水墨画にも秀でていた。
③　長谷川等伯の作品に『見返り美人図』がある。
④　長谷川等伯は水墨画にも秀でていた。

問 6　下線部ⓔの「風俗が描かれた屏風絵」として誤っているものを、次の①～④のうちから
一つ選びなさい。　26

①　花下遊楽図屏風
②　豊国祭礼図屏風
③　洛中洛外図屏風
④　柳鷺群禽図屏風



日－8

問 7　下線部ⓕの「秀吉が催した茶会」としてよく知られる「北野大茶湯」について述べた文
として誤っているものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。　27

①　京都北野の大徳寺の境内で催された。
②　京都の公家や諸大名の他、一般の庶民も参加できた。
③　この茶会は1587年に催された。
④　秀吉の他、千利休・津田宗及・今井宗久の茶席が設けられた。

問 8　　イ　に入る語句として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
　28

①　伊万里焼
②　九谷焼
③　闘茶
④　侘茶

問 9　下線部ⓖの「多くの門人」について、千利休の高弟の一人に数えられる人物として最も
適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。　29

①　石田三成
②　狩野探幽
③　豊臣秀頼
④　古田織部

問10　　ウ　に入る語句として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
　30

①　悪党
②　紅毛人
③　南蛮人
④　倭寇



日－9

【問題 4】昭和初期の政治情勢について述べた次の文章を読んで、下の問い（問 1～問10）に
答えなさい。

1927（昭和 2）年に成立したⓐ田中義一内閣は、欧米諸国に対して協調外交の方針を継続す
る一方、中国に対しては強硬姿勢に転じた。中国では、中国国民党の国民革命軍が全国統一を
目指して北上しており、田中内閣はそれに対抗するため、満洲軍閥の　ア　を支援するとと
もに、日本人居留民の保護を名目として 3次にわたり　イ　へ出兵した。しかし、　ア　が
国民革命軍に敗北すると、関東軍は1928年 6 月、中央にはかることなく独断で、　ア　を列
車ごと爆破し殺害した。田中首相は当初、ⓑ元老の西園寺公望の助言もあって、©天皇へ真相
の公表と厳重処分の実施を上奏したが、閣僚や軍部から反対され方針を転換した。そのため田
中首相は天皇の不興をかい、1929年に内閣は総辞職した。
田中内閣の後を継いだⓓ浜口雄幸内閣は、前日銀総裁の井上準之助を大蔵大臣に起用し、

1930（昭和 5）年に金輸出解禁を断行した。財界から、ⓔ第一次世界大戦後まもなく金本位制
に復帰した欧米諸国にならうことを望む声が高まっていたためである。しかし、1929年10月
に　ウ　のウォール街で株価が暴落したのを発端として世界恐慌が始まっていたため、日本
の経済は、金輸出解禁による不況もあわさって深刻な恐慌状態におちいる。外交政策につい
て、浜口首相は再び　エ　を外務大臣に起用し協調外交の方針を復活させた。軍縮の方針に
従い、1930年に開催されたロンドン会議に参加し、ⓕワシントン海軍軍備制限条約で除外され
た補助艦の保有量などを取り決めたロンドン海軍軍備制限条約に調印した。しかし、調印に対
し国内では野党や軍部などから反対の声がおこり、浜口首相は東京駅で右翼青年に狙撃され、
1931年に退陣した。

問 1　下線部ⓐと同じ長州出身の首相として誤っている人物を、次の①～④のうちから一つ選
びなさい。　31

①　山県有朋
②　黒田清隆
③　桂太郎
④　寺内正毅

問 2　　ア　に入る語句として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
　32

①　袁世凱
②　蔣介石
③　張作霖
④　毛沢東



日－10

問 3 　　イ　に入る語句として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
　33

①　朝鮮半島
②　内蒙古
③　山東省
④　仏領インドシナ

問 4　下線部ⓑに含まれない人物として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びな
さい。　34

①　井上馨
②　木戸孝允
③　松方正義
④　西郷従道

問 5　下線部ⓒに関連して、昭和時代（1926～89年）に起きた出来事として最も適切なもの
を、次の①～④のうちから一つ選びなさい。　35

①　ええじゃないか
②　PKO協力法の成立
③　阪神・淡路大震災
④　公害対策基本法の成立

問 6　下線部ⓓの説明として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
　36

①　外交官をつとめた後に政界に入った。
②　立憲政友会の総裁をつとめた。
③　「ライオン宰相」と呼ばれ、庶民の人気が高かった。
④　第二次世界大戦後、A級戦犯として処刑された。

問 7　下線部ⓔに関連した説明として誤っているものを、次の①～④のうちから一つ選びなさ
い。　37

①　日本は、日英同盟を理由に参戦した。
②　日本は、フランス領南洋諸島の一部を占領した。
③　日本は、中国に対し二十一カ条の要求をおこなった。
④　日本は、パリ講和会議に五大連合国の一員として参加した。
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問 8 　　ウ　に入る語句として最も適切な都市名を、次の①～④のうちから一つ選びなさ
い。　38

①　ニューヨーク
②　ロンドン
③　パリ
④　モスクワ

問 9　　エ　に入る語句として最も適切な人物を、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
　39

①　幣原喜重郎
②　副島種臣
③　榎本武揚
④　小村寿太郎

問10　下線部ⓕに関連して、ワシントン会議およびワシントン海軍軍備制限条約の説明として
誤っているものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。　40

①　ワシントン会議は、アメリカ大統領ハーディングの提唱によって開催された。
②　日本は、海軍大臣加藤友三郎を全権の一人として会議に派遣した。
③　日本は、アメリカ・イギリス・フランス・イタリアとの間で主力艦の保有率を定め
た。

④　1941（昭和16）年12月、日本はワシントン海軍軍備制限条約の破棄を通告した。


