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日－1

【問題 1】律令国家の時代に関する文章A、Bを読んで、下の問い（問 1～問10）に答えなさ
い。

A
710（和銅 3）年、　ア　はⓐ藤原京から奈良盆地北部に位置する平城京に遷都した。平城

京は唐の都　イ　をモデルとし、碁盤の目状に道路がつくられ、都城の規模は東西約4.3km、
南北約4.8km であった。城壁は都城の南面にのみつくられ、朱雀大路の南端には　ウ　とい
う名の門が設けられた。平城京の北部中央にはⓑ平城宮がつくられ、ここが天皇の居所や政
務・儀礼の場とされた。

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　持統天皇　　②　皇極天皇　　③　元明天皇　　④　天武天皇

問 2　下線部ⓐの「藤原京」に関連する文X、Y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。　 2

X　天智天皇は藤原鎌足の功績を記念して藤原京と命名した。
Y　藤原京の中心に藤原宮があり、その東西には中ツ道と下ツ道がある。

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

問 3　　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。　 3

①　洛陽　　②　長安　　③　建康　　④　平城

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　応天門　　②　壬生門　　③　朱雀門　　④　羅城門



日－2

問 5　下線部ⓑの「平城宮」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。　 5

①　平城宮における天皇の生活の場は朝堂と呼ばれた。
②　平城宮における官人の待機所は内裏と呼ばれた。
③　東大寺大仏殿は平城宮のすぐ真北に建てられた。
④　平城宮跡から多数の木簡が出土した。

B
律令国家の時代においては、東北地方に住む人々を　エ　、九州南部の人々を　オ　と呼
び、討伐の対象とした。　エ　に対する最前線基地として、 7世紀半ばにⓒ渟足柵という城
柵が設けられた。斉明天皇の時代には　カ　が派遣され、さらに北方の　エ　と関係を結ん
だ。 8世紀になると、　エ　を軍事力で服属させようとする政策が推進された。日本海側に
は712年に　キ　国が設置され、国府は当初　キ　柵におかれたが、733年に秋田城に移され
た。太平洋側にも 7世紀後半の城柵に続けてⓓ多賀城が築かれた。

問 6　　エ　と　オ　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。　 6

①　エ　蝦夷　　オ　隼人　　　②　エ　下戸　　オ　部曲
③　エ　隼人　　オ　下戸　　　④　エ　部曲　　オ　蝦夷

問 7　下線部ⓒの「渟足柵」の所在地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　越前国　　②　越後国　　③　陸奥国　　④　能登国

問 8　　カ　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。　 8

①　阿倍比羅夫　　②　藤原広嗣　　③　坂上田村麻呂　　④　源頼義

問 9　　キ　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。　 9

①　石見　　②　加賀　　③　出羽　　④　出雲



日－3

問10　下線部ⓓの「多賀城」に関連する文X、Y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。　10

X　多賀城跡からは木簡や漆紙文書が出土した。
Y　奥州藤原氏は多賀城に鎮守府をおき、ここを中心的な拠点とした。

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



日－4

【問題 2】室町時代の社会の諸相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。

室町幕府 6代将軍ⓐ足利義教は、1438（永享10）年、関東に討伐軍を派遣し、翌年、幕府に
反抗的な　ア　を討ち滅ぼした。義教は、その後も有力守護を弾圧したため、1441（嘉吉元）
年、播磨の守護である　イ　によって謀殺された。この事件以降、将軍の権威は大きくゆら
いでいった。
この頃、近畿地方を中心に、ⓑ土一揆が頻発するようになった。また、1467（応仁元）年に

はじまったⓒ応仁の乱により、幕府の求心性が低下すると、下剋上が各地でみられるようにな
った。1485（文明17）年のⓓ山城の国一揆や、1488（長享 2）年のⓔ加賀の一向一揆は、その
現れであった。
室町時代には、ⓕ全国的に二毛作が普及し、畿内などの先進地帯では三毛作もおこなわれる
ようになるなど、ⓖ農業が発達した。また、ⓗ地方の産業が発達し、各地のさまざまな特産品
が生産されるようになった。そして、この時代には、　ウ　などの富裕な商工業者の中に、
　エ　と呼ばれる高利貸業を兼ねていた者が多く現れた。室町幕府は、これらの　エ　・
　ウ　を保護・統制するとともに、営業税を徴収し、幕府の重要財源とした。

問 1　下線部ⓐの「足利義教」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。　11　

①　芸能者・文化人を外様衆として庇護した。　
②　朝貢形式を不服として、日明貿易を中断した。
③　義教の死後、北山殿は鹿苑寺となった。　
④　 4代将軍の死後、くじ引きで後継者に決定した。

問 2　　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。　12　

①　ア―足利持氏　　イ―赤松満祐
②　ア―足利持氏　　イ―山名持豊
③　ア―足利基氏　　イ―赤松満祐
④　ア―足利基氏　　イ―山名持豊



日－5

問 3　下線部ⓑの「土一揆」は主として何を要求して蜂起したか、最も適切なものを、次の①
～④のうちから一つ選びなさい。　13　

①　徳政令の発布
②　将軍の交代
③　天皇の譲位
④　外国との貿易停止

問 4　下線部ⓒの「応仁の乱」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　応仁の乱を題材とした『応仁記』は一条兼良によって著された。
Ⅱ　1467年にはじまった応仁の乱は、1472年に和議が結ばれて収束した。
Ⅲ　応仁の乱の一因として、畠山・斯波家の家督争いがあった。

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ⓓに関連して、「山城」は現在のどの府県名にあたるか、最も適切なものを、次
の①～④のうちから一つ選びなさい。　15　

①　滋賀
②　京都
③　兵庫
④　三重

問 6　下線部ⓔの「加賀の一向一揆」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。　16　

Ⅰ　この一揆は、蓮如の布教によって広まった浄土宗の勢力を背景とする。
Ⅱ　この一揆によって守護の富樫政親が倒された。
Ⅲ　一揆が実質的に支配する領国は、豊臣秀吉に制圧されるまで、約150年間続いた。

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



日－6

問 7　下線部ⓕ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。　17　

①　二毛作とは、同時に同じ土地で二種の作物を育てることである。
②　二毛作は、室町時代になってはじめておこなわれるようになった。
③　背景には、水車などによる灌漑や排水施設の整備・改善があった。
④　畿内では、米・麦・甘藷の三毛作がおこなわれるようになった。

問 8　下線部ⓖに関連して、室町時代の農業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　水稲の品種改良が進み、早稲・中稲・晩稲の作付けが普及した。
②　農書の普及によって農業技術が向上し、生産力が上昇した。
③　手工業の原料として、苧・桑・楮・漆・藍・茶などの栽培が盛んになった。
④　肥料として、刈敷・草木灰などとともに下肥が広く使われるようになった。

問 9　下線部ⓗに関連して、国内向けだけでなく、日明貿易の重要輸出品としても大量に生産
され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。　19　

①　刀剣
②　酒　
③　鉄砲　
④　大蔵経

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―両替商	 エ―土倉　
②　ウ―両替商	 エ―借上
③　ウ―酒屋	 エ―土倉
④　ウ―酒屋	 エ―借上　



日－7

【問題 3】近世の経済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。

17世紀後半以降、三都を中心に全国を結ぶⓐ陸上・水上の交通網が整えられたことで、社
会・経済・文化は著しく成長することになった。
この時代に大幅に農業生産量が増大したが、それはⓑ改良された鉄製の農具や、あらたに考

案された農具、金肥と呼ばれる肥料、ⓒ農書などを介した農業の技術や知識の普及の他に、新
田開発などがその主な要因である。幕府や藩が、激増した田畑面積から得られる年貢米を販売
し、ⓓ商品作物の生産を奨励して税収入の増加をはかることで、三都や城下町の市場が発達す
るとともに、全国の港町を中心に市場が商品流通網で結ばれていくことになった。
農業以外にも、林業や漁業も著しい発達をとげた。林業では、飛騨や紀伊のほか、陸奥・出

羽や蝦夷地の山林で伐採したⓔ木材を都市で販売して巨額の利益を上げる者があらわれた。ま
た、漁場の開発や漁法の改良が進んだ漁業では、商品作物の生産に欠かせない肥料として、鰯
や鰊を加工して生産される干鰯や〆粕などが各地へ出荷されるようになり、また、清国向けの
主要な輸出品として俵物や昆布の需要が高まると蝦夷地や陸奥でも漁業が盛んになった。
また、各地に名産品が生まれたのもこのころである。河内の木綿や近江の麻などの他にも、

高度な技術を要する高級品として京都の西陣で独占的に生産された西陣織などの織物が生まれ
た。陶磁器としては、　ア　藩の保護のもとで生産され、長崎貿易の主要輸出品となった有
田焼などがある。
商品の流通を円滑にすすめるために幕府は全国に通用する貨幣の安定供給に力を注いだ。

　イ　が金座・銀座で大量につくらせた慶長金銀は同じ規格・品質の貨幣としては日本で最
初のものとされる。また、輸入貨幣や粗悪なものが混用されるなどにより不安定であった銭貨
は、徳川家光が将軍であったころに開設させた銭座で鋳造した　ウ　が全国にいきわたるよ
うになったことで商品流通は飛躍的に発展した。しかし、ⓕ東日本と西日本で主に取引や貨幣
計算に用いられる貨幣が異なったことや、三貨の交換比率が相場によって決まるなどの状況は
ⓖ1871年まで解消されなかった。

問 1　下線部ⓐに関連して、江戸時代に整備された交通網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。　21

①　城下町以外に設置された宿駅は宿場町として周辺地域の流通の中心となっていった。
②　東海道は江戸と京都を結ぶ街道として整備された。
③　南海路は長崎と江戸を結ぶ海運として整備された。
④　出羽酒田を起点としていた西廻り海運は、河村瑞賢の尽力により蝦夷地松前にまで延
びた。



日－8

問 2　下線部ⓑの「改良された鉄製の農具」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　唐臼
②　千歯扱
③　唐箕
④　踏車

問 3　下線部ⓒの「農書」の一つである『農業全書』の著者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　新井白石
②　契沖
③　宮崎安貞
④　本居宣長

問 4　下線部ⓓの「商品作物」に関連して、藩などが生産を奨励した商品作物として誤ってい
るものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。　24

①　阿波の藍玉
②　越前の蜜柑
③　甲斐の葡萄
④　山城宇治の茶

問 5　下線部ⓔの「木材を都市で販売して巨額の利益を上げる者」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。　25

①　紀伊国屋文左衛門
②　井原西鶴
③　木下順庵
④　隠元隆琦

問 6　　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。
　26

①　岡山
②　佐賀
③　篠山
④　敦賀



日－9

問 7　　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。
　27

①　明智光秀
②　徳川家康
③　徳川秀忠
④　豊臣秀吉

問 8　　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。
　28

①　永楽通宝
②　寛永通宝
③　富本銭
④　和同開珎

問 9　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。
　29

①　東日本では金貨、西日本では銀貨が貨幣計算の中心であった。
②　東日本では金貨、西日本では銭貨が貨幣計算の中心であった。
③　東日本では銀貨、西日本では金貨が貨幣計算の中心であった。
④　東日本では銭貨、西日本では金貨が貨幣計算の中心であった。

問10　下線部ⓖに関連して、新貨条例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。　30

①　 1円金貨を原貨とする新硬貨をつくった。
②　円・銭・厘の十進法を採用した。
③　金本位制の確立を目指した。
④　貿易には銭貨の使用のみが認められた。



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。）

ⓐ余ハⓑ日露非開戦論者である許
ばか

りでない、戦争絶対的廃止論者である。戦争ハ　ア　で
ある。爾

そ

うして　ア　ハ大罪悪である。爾うして大罪悪を犯して個人も国家も永久に利益を
収め得やう筈

はず

ハない。世にハ戦争の利益を説く者がある。然
しか

り、余も一時ハ斯
か

かる愚
ぐ

を唱へた
者である。然

しか

しながら今に至
いたつ

て其愚の極
きよく

なりしを表
ひようはく

白する。戦争の利益ハ其害毒を　ふに足り
ない、戦争の利益ハ強

ごう

盗
とう

の利益である。……近くハ其実例を二十七八年の日清戦争に於
おい

て見る
ことが出来る。二億の富と　イ　の生命を消費して日本国がⓒ此

この

戦争より得しものハ何であ
る乎

か

。……其目的たりし　ウ　の独立ハ之
これ

がために強められずして却
かえつ

て弱められ、ⓓ支那分
割の端

たん

緒
しよ

ハ開かれ、日本国民の分担ハ非常に増加され、其道徳ハ非常に堕
だ

落
らく

し、　エ　全体
を危

き

殆
たい

の地位にまで持ち来
きた

ったでハない乎
か

。……勿
もち

論
ろん

ⓔサーベルが政権を握る今日の日本に於
おい

て余の戦争廃止論が直
ただち

に行はれやうとハ余と雖
いえども

も望まない。然
しか

しながら戦争廃止論ハ今や
　オ　の識

しき

者
しや

の輿
よ

論
ろん

となりつゝある。
	 （ⓕ万朝報）

問 1　下線部ⓐの「余」（内村鑑三）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。　31

①　札幌農学校を卒業した後に渡米した。
②　天皇署名のある教育勅語に最敬礼せず、第一高等中学校嘱託教員を辞職した。
③　京都に同志社英学校を創立し、キリスト教精神による教育をおこなった。
④　日本的キリスト教の独立につとめ、無教会主義をとなえた。

問 2　下線部ⓑに関連して、日露戦争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。　32

①　日本は、ロシアの南下政策に対抗するためアメリカと同盟を結んだ。
②　日本の連合艦隊は、ミッドウェー海戦でバルチック艦隊を壊滅させた。
③　日本とロシアは、アメリカ大統領の斡旋によりポーツマスで講和条約に調印した。
④　日本国民は、講和条約の内容に不満を爆発させ米騒動をおこした。

問 3　　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。
　33

①　人を殺すこと
②　街を破壊すること
③　土地を奪うこと
④　利権を得ること

あがな



日－11

問 4 　　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。
　34

①　一万
②　五万
③　十万
④　十五万

問 5　下線部ⓒに関連して、下関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。　35

①　下関条約は、日本全権伊藤博文・陸奥宗光と清の全権李鴻章のあいだで調印された。
②　清は、日本へ山東半島をゆずることとなった。
③　清は、日本へ賠償金 2億両を支払うこととなった。
④　清は、日本へ新たに沙市・重慶・蘇州・杭州の 4港を開くこととなった。

問 6　　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。
　36

①　台湾
②　朝鮮
③　内蒙古
④　満洲

問 7　下線部ⓓに関連して、日清戦争後にロシアが清から租借した都市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　天津
②　厦門
③　旅順
④　澳門

問 8　　エ　と　オ　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。　38

①　エ：日本　　オ：欧米列強
②　エ：日本　　オ：文明国
③　エ：東洋　　オ：欧米列強
④　エ：東洋　　オ：文明国



日－12

問 9 　下線部ⓔに関連して日露戦争開戦時の首相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　原敬
②　桂太郎
③　西園寺公望
④　東条英機

問10　下線部ⓕの創刊者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。
　40

①　黒岩涙香
②　福沢諭吉
③　徳富蘇峰
④　三宅雪嶺
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