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日－1

【問題 1】倭国と中国・朝鮮半島との交流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。

中国が南北に分裂した南北朝時代に入ると、周辺諸民族に対する影響力は低下し、東アジア
の諸地域では新たな国家が形成された。楽浪郡は 　ア　 の武帝により設けられたが、朝鮮半
島北部で勢力を伸張した高句麗によって滅ぼされた。朝鮮半島南部では馬韓・弁韓・辰韓とい
う小国家群が形成されていたが、 　イ　 になるとⓐ百済とⓑ新羅が建国された。

朝鮮半島南部の 　ウ　 を確保するために、倭国は百済や加耶と協同して高句麗と争うこと
になった。高句麗のⓒ好太王碑の碑文には、倭国が高句麗と交戦したという記載が見られる。
この間、多くのⓓ渡来人が海を渡って、多様な技術や文化を日本に伝えた。 　エ　 天皇の時
代には、ⓔ弓月君やⓕ王仁らが渡来した。

ⓖ継体天皇の時代になると、百済から五経博士の段楊爾が渡来し、体系的な儒教が日本に伝
来した。さらに継体天皇の子の 　オ　 天皇の時代に仏教が伝えられ、飛鳥文化誕生に向かう
道が開かれた。

問 1 　　ア　 にあてはま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。 　 1

①　秦　　　②　前漢　　　③　後漢　　　④　魏

問 2 　　イ　 にあてはま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　 2 世紀　　　②　 3 世紀　　　③　 4 世紀　　　④　 5 世紀

問 3 　下線部ⓐの「百済」と下線部ⓑの「新羅」の起源となった小国家群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。 　 3

①　百済・馬韓　　　新羅・辰韓
②　百済・弁韓　　　新羅・馬韓
③　百済・辰韓　　　新羅・弁韓
④　百済・弁韓　　　新羅・辰韓

問 4 　　ウ　 にあてはま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。 　 4

①　硫黄　　　②　銀　　　③　銅　　　④　鉄



日－2

問 5 　下線部ⓒの「好太王碑」に関する記述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。 　 5

①　好太王碑は現在の中国吉林省にある。
②　好太王碑の別名は広開土王碑である。
③　好太王碑は高句麗の都である建康に建てられた。
④　好太王碑の碑文の中で、百済は百残と記されている。

問 6 　下線部ⓓの「渡来人」に関する記述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。 　 6

①　渡来人の中には、楽浪郡や帯方郡に住んでいた漢民族の人々もいる。
②　渡来人の中には、今来漢人と呼ばれる百済系の人々もいる。
③　『日本書紀』では、渡来人のことを帰化人と記している。
④　倭王讃は渡来人を迎えるために鴻臚館を建てた。

問 7 　　エ　 にあてはま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。 　 7

①　神武　　　②　崇峻　　　③　応神　　　④　天武

問 8 　下線部ⓔの「弓月君」と下線部ⓕの「王仁」を祖とする氏族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。 　 8

①　弓月君・物部氏　　　王仁・秦氏
②　弓月君・秦氏　　　　王仁・西文氏
③　弓月君・西文氏　　　王仁・東漢氏
④　弓月君・東漢氏　　　王仁・物部氏

問 9 　下線部ⓖの「継体天皇」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。 　 9

①　継体天皇の時代に、筑紫国造磐井が反乱をおこした。
②　倭王武とは継体天皇のことである。
③　稲荷山古墳は継体天皇陵とされている。
④　継体天皇は郡司の子弟や有力農民を健児として採用した。



日－3

問10　　オ　 にあてはま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　仁徳　　　②　欽明　　　③　文徳　　　④　舒明



日－4

【問題 2】中世の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。

ⓐ鎌倉時代に広がった新仏教に共通する特色の一つは、天台・真言をはじめⓑ旧仏教の腐敗
を批判した点にあるとされる。新仏教のなかでも、臨済宗は鎌倉幕府によって重んじられた。
ⓒ栄西の死後、幕府はⓓ蘭溪道隆・ⓔ無学祖元ら多くの禅僧をまねき、鎌倉に大寺をつぎつぎ
と建立していった。鎌倉時代末期になると、鎌倉仏教の影響を受けた独自の神道理論が、伊勢
外宮の神官 　ア　 によって形成された。 　ア　 は、『類聚神祇本源』を著し、 　イ　 をとな
えた。

鎌倉時代の学問では、公家のあいだで、ⓕ有職故実の学や古典の研究がさかんになった。ま
た、武士たちも、内外の文化や学問への関心をもつようになり、ⓖ『吾妻鏡』も編まれた。北
条氏一門の金沢実時とその子孫は、ⓗ金沢文庫を設け、和漢の書物を集めて学問に励んだ。一
方、鎌倉時代の末期には、儒学の一つである 　ウ　 が伝えられ、その 　エ　 は、後醍醐天皇
を中心とする討幕運動の理論的なよりどころとなるなど、与えた影響は小さくなかった。

問 1 　下線部ⓐに関連して、南宋に渡った経験のあ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。 　11 　

①　道元　
②　親鸞
③　日蓮
④　法然

問 2 　下線部ⓑの「旧仏教」の宗派の人物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。 　12　 

①　貞慶
②　明恵 
③　叡尊
④　良寛　

問 3 　下線部ⓒの「栄西」が中国から日本にもたらしたもの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　踊念仏
②　法華経（妙法蓮華経）
③　茶　
④　生花



日－5

問 4 　下線部ⓓの「蘭溪道隆」に関する次の記述Ⅰ～Ⅲについて、その正誤の組み合わせとし
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。 　14 　

Ⅰ　蘭溪道隆が日本に伝えたものの一つに専修念仏の教えがある。
Ⅱ　蘭溪道隆は北条時頼の帰依を受けた。
Ⅲ　蘭溪道隆が開いた建長寺は鎌倉五山第 1 位である。

①　Ⅰ―正　Ⅱ―正　Ⅲ―誤
②　Ⅰ―正　Ⅱ―誤　Ⅲ―誤　
③　Ⅰ―誤　Ⅱ―正　Ⅲ―正　
④　Ⅰ―誤　Ⅱ―誤　Ⅲ―正

問 5 　下線部ⓔの「無学祖元」に関連して、円覚寺舎利殿は何様の代表的な建築物であるか、
最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。 　15 　

①　和様
②　折衷様
③　大仏様
④　禅宗様　

問 6 　　ア　　　イ　 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。 　16 　

①　ア―度会家行 　　イ―本地垂迹説
②　ア―度会家行 　　イ―神本仏迹説　
③　ア―吉田兼倶 　　イ―本地垂迹説
④　ア―吉田兼倶 　　イ―神本仏迹説

問 7 　下線部ⓕに関連して、順徳天皇が著した有職故実の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。 　17 　

①　禁秘抄　
②　十訓抄
③　梁塵秘抄
④　愚管抄



日－6

問 8 　下線部ⓖの『吾妻鏡』に関する記述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。 　18 　

①　編者は不詳で東鏡ともいわれる。　
②　幕府の歴史を編年体で記した史書である。　
③　13世紀後半～14世紀初頭に編纂されたと考えられている。
④　『大鏡』などとともに四鏡の一つに数えられている。

問 9 　下線部ⓗの「金沢文庫」に関連して、鎌倉幕府滅亡後に金沢文庫を経営した寺院として
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　寿福寺
②　称名寺　
③　建長寺
④　建仁寺

問10　　ウ　　　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。 　20 　

①　ウ―宋学（朱子学） 　エ―大義名分論　
②　ウ―宋学（朱子学） 　エ―知行合一
③　ウ―陽明学  　エ―大義名分論
④　ウ―陽明学  　エ―知行合一　



日－7

【問題 3】江戸時代の一揆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。

享保の改革の後、農村部では一部の有力な百姓が 　ア　・庄屋などの村役人をつとめて
ⓐ地主手作を行い、また困窮した百姓に資金を貸し付け、質にとった田畑を集めて地主に成長
した。彼らは、豪農とよばれ、村々においてⓑ商品作物生産や流通・金融の中心となり、地域
社会の運営を担うようになった。一方で、困窮した百姓のなかには年季奉公や日用稼ぎに従事
し、江戸や近隣の都市部に流出するものもでた。その結果、経済格差は拡大し、ⓒ村役人を兼
ねる豪農と小百姓や小作人との対立が深まることになった。

17世紀後半からの百姓一揆には、ⓓ村々の代表者が百姓全体の要求をまとめて領主に直訴す
るものが増えた。従来からの百姓一揆は、ⓔ村請制のもとで年貢や諸役を課せられた百姓が、
その重い負担により生活や生産活動が大きく損なわれる原因が幕府や藩にある場合に、村を単
位に領主に対して広い範囲で結集し、要求を掲げて直接行動を起こすことであった。

17世紀末になると、各地でⓕ広い地域にわたる大規模な一揆もおこるようになる。彼らは要
求を通すために、時には藩との関係が深い商人や、村役人の家を打ちこわすなどの実力行動に
でることもあった。

一揆の要求に対し、幕府や諸藩はそれを認めることもあったが、多くは武力による鎮圧を行
い、一揆の主導者を厳罰に処して弾圧を加えた。しかし、百姓一揆はその後も増加し、
　イ　 年には、天候不順によって西日本一帯でいなごやうんかが大量に発生し、大凶作にな
ったことで全国に飢饉が及んだ。いわゆる 　ウ　 の飢饉である。翌年には、江戸で有力な米
問屋が米価急騰の原因を作ったとして打ちこわしにあった。また、1782年の冷害に翌年の
　エ　 の大噴火が重なり数年にわたる大飢饉では東北地方を中心に多くの餓死者を出したこ
とで、全国で数多くの百姓一揆がおこり、江戸や大坂などでも激しい打ちこわしが発生した。

問 1 　　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。
　21

①　親方
②　名子
③　名主
④　引付

問 2 　下線部ⓐの「地主手作」について述べた文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　人足寄場をつくり、無宿人を集めて使役することである。
②　自らの村の百姓に対して食事を振る舞うことである。
③　領主の支配の及ばない共同体を構築することである。
④　零細農民を年季奉公人などとして使役して行う農業経営のことである。



日－8

問 3 　下線部ⓑの「商品作物」として知られる四木三草の四木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。 　23

①　漆
②　銀杏
③　桑
④　茶

問 4 　下線部ⓒに関連して、村役人の不正を追及し、村の民主的で公正な運営を求める小百姓
らの運動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。 　24

①　組合村
②　講談
③　御用取次
④　村方騒動

問 5 　下線部ⓓに関連して、江戸時代の伝説的義民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。　25

①　山田長政
②　二宮尊徳
③　佐倉惣五郎
④　江川太郎左衛門

問 6 　下線部ⓔの「村請制」に関する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。 　26

①　一村の石高である村高に税率を乗じてその村の年貢高を定める。
②　原料・器具を村民に前貸しして生産物を買い上げる。
③　名主が納入責任者となって年貢を納める。
④　村全体の責任で年貢・諸役を納入する。



日－9

問 7 　下線部ⓕに関連して、藩領全域に及ぶ全藩一揆に関する文の正誤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。 　27

X　若狭の全藩一揆は、沼田城主真田信利の苛政を幕府に訴え出たことをきっかけにおこっ
た。

Y　陸奥磐城平藩領内で1738年におこった全藩一揆を元文一揆という。

①　X　正　　　Y　正
②　X　正　　　Y　誤
③　X　誤　　　Y　正
④　X　誤　　　Y　誤

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　1712
②　1722
③　1732
④　1742

問 9 　　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。
　29

①　寛永
②　天保
③　享保
④　天明

問10　　エ　 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　浅間山
②　雲仙岳
③　桜島
④　富士山



日－10

【問題 4】次の史料を読んで、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。）
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問 1 　下線部ⓐに関連して、この勅諭が発せられるきっかけとなった開拓使官有物払下げ事件
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。 　31

①　政府は、北海道の開発に総額 1 億5000万円を投資していた。
②　北海道の開拓使官有物を旧薩摩藩出身の金子直吉らに払下げようとした。
③　払下げの条件は、38万円余・30年賦・無利息であった。
④　世論の批判が高まるが、政府は払下げを強行した。

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　一千
②　一千五百
③　二千
④　二千五百

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　民主
②　立憲
③　親政
④　専制



日－11

問 4 　　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。
　34

①　元老院
②　枢密院
③　左院
④　貴族院

問 5 　下線部ⓑに関する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。 　35

①　1878年に制定された府県会規則に基づき全国に設置された。
②　府県会の設置に反対した農民は血税一揆（騒動）を起した。
③　議員は大・中地主など豪農から選ばれた。
④　府県会に与えられた権限は、府県予算案の部分的審議権など弱いものであった。

問 6 　　エ　 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。
　36

①　明治十五年
②　明治二十三年
③　明治三十七年
④　明治四十五年

問 7 　下線部ⓒに関連して、大日本帝国憲法（明治憲法）と同時に公布された衆議院議員選挙
法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。 　37

①　制定当初、定員 5 名原則の大選挙区制が採用された。
②　制定当初、衆議院議員の定数は465人とされた。
③　第 1 回衆議院議員総選挙の際の有権者は人口の約1.1％であった。
④　1925（大正14）年より、20歳以上の男女に選挙権があたえられた。

問 8 　下線部ⓓに関連して、第 1 回帝国議会が開催された際の首相であった山県有朋の説明と
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。 　38

①　旧土佐藩の出身である。
②　幕末期、神風連を率いて倒幕に活躍した。
③　明治維新後、海軍の基礎を確立した。
④　元老として政界に君臨した。
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問 9 　　オ　 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。
　39

①　初志
②　皇基
③　尊栄
④　休戚

問10　下線部ⓔに関連して、自由民権運動家が起こした事件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　加波山事件
②　大阪事件
③　江華島事件
④　秩父事件
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