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日－1

【問題 1】平将門の乱に関する史料を読んで、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）

　ア　二年十一月廿一日を以て、　イ　に渉る。国は兼ねて警固を備へて、将門を相待つ。
……仍りて彼此合戦の程に、国の軍三千人、員の如く討ち取られたり。……
時にⓐ武蔵権守興世王、竊に将門に議りて云く、「案内を検ぜしむるに、一国を討ちたりと
雖も、公の責め軽からじ。同じくはⓑ坂東を虜掠して、暫く気色を聞かむ」といへり。将門報
答して云く、「将門が念ふところも啻これのみ。その由何となれば、……苟くも将門、ⓒ刹帝
の苗裔、三世の末葉なり。同じくは八国より始めて、兼ねて王城を虜領せむと欲ふ。今すべか
らく先づ諸国の印鎰を奪ひ、一向にⓓ受領の限りをⓔ官堵に追ひ上げてむ。然れば且つは掌に
八国を入れ、且つは腰に万民を附けむ」といへり。……
また数千の兵を帯して、　ア　二年十二月十一日を以て、先づ下野国に渡る。……
将門、同月十五日を以て、上毛野に遷る次に、上毛野介藤原尚範朝臣、印鎰を奪はれ、十九

日を以て、兼ねて使を付けて官堵に追ふ。その後、府を領し庁に入り、四門の陣を固めて、且
つ諸国の除目を放つ。時に一の昌伎あり、云へらく、　ウ　の使と

くちばし

る。朕が位をⓕ蔭子平
将門に授け奉る。……
爰に将門、頂に捧げて再拝す。いはむや四の陣を挙りて立ちて歓び、数千併ら伏し拝す。

……将門を名けて新皇と曰ふ。
� （将門記）

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　承平　　　②　承和　　　③　天慶　　　④　天暦

問 2　　ア　二年は939年であるが、その前年の938年に京の市で念仏の功徳を庶民層に布教
した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。　 2

①�　空也　　　②　源信　　　③　行基　　　④　良弁

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　上総国　　　②　下総国　　　③　安房国　　　④　常陸国

問 4　下線部ⓐの「武蔵権守」の権守とは権官の守のことであるが、国司の四等官として誤っ
ているものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。　 4

①　介　　　②　帥　　　③　掾　　　④　目



日－2

問 5　下線部ⓑの「坂東」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　坂東とは和田峠・足柄峠以東の地域のことである。
②　坂東とは野麦峠・碓氷峠以東の地域のことである。
③　坂東とは足柄峠・碓氷峠以東の地域のことである。
④　坂東とは和田峠・野麦峠以東の地域のことである。

問 6　下線部ⓒの「刹帝の苗裔」とは、将門が桓武天皇の末裔であることを指すと解される
が、臣籍に降下して桓武平氏の祖となった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。　 6

①　平高望　　　②　平良兼　　　③　平頼綱　　　④　平良将

問 7　下線部ⓓの「受領」に関する次の文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。　 7

X.　受領とは任国に赴任しているすべての国司四等官を指す。
Y.　受領の中からは、貪欲に収奪して富裕化し、土着した者も多くあらわれた。

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

問 8　下線部ⓔの「官堵」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。　 8

①�　京都　　　②　多賀城　　　③　国府　　　④　正倉

問 9　　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。　 9

①　不動明王　　　②　観音菩薩　　　③　阿弥陀如来　　　④　八幡大菩薩



日－3

問10　下線部ⓕの「蔭子」は蔭位の制の用語であるが、蔭位の制に関する次の文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.　律令制下で五位以上の官人の子は蔭子とされ、父親の位階に応じて一定の位につくこ
とができた。

Y.　律令制下で三位以上の官人の孫は蔭孫とされ、祖父の位階に応じて一定の位につくこ
とができた。

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】中世の政治・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。

1467年にⓐ応仁の乱がはじまり、主戦場となったⓑ京都の町は荒廃した。　ア　年に和議
が結ばれて、戦いに一応の終止符が打たれたが、その後も地位的な争いは続いた。近畿地方な
どでは、争乱から地域の秩序を守るために、　イ　を結成するものもあった。
応仁の乱後、足利義政は、京都の東山山荘にⓒ義満にならって銀閣を建てた。　ウ　にお
ける同仁斎は、　エ　などを特徴とする書院造の典型例であり、この時代の文化（東山文化）
の雰囲気をよく表している。ⓓ禅の精神で統一された庭園がつくられ、作庭では、河原者（山
水河原者）と呼ばれた人たちが活躍した。また、芸能にひいでたⓔ同朋衆と呼ばれた人たちも、
東山文化を支えた。この時代には、水墨画に伝統的な大和絵の手法が取り入れられてⓕ狩野派
がおこり、ⓖ茶道（茶の湯）や花道（生花）の基礎もつくられた。

問 1　下線部ⓐの「応仁の乱」の対立関係に含まれないものを、次の①～④のうちから一つ選
びなさい。　11�

①　細川勝元と山名持豊
②　斯波義敏と斯波義廉
③　畠山政長と畠山義就
④　足利成氏と足利政知

問 2　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。　12�

Ⅰ　応仁の乱後、室町幕府の体制は崩壊し、将軍の権威は失墜した。
Ⅱ　応仁の乱後、守護大名の領国で守護代や有力国人が力をのばすなど、下剋上の風潮が
高まった。

Ⅲ　応仁の乱後にも、従来の荘園制は形を変えずに残った。

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



日－5

問 3　下線部ⓑ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。　13�

Ⅰ　京都荒廃の原因の一つは、応仁の乱開始後におこった安政の大地震とされている。
Ⅱ　京都の公家たちは、京都の荒廃を機に続々と地方へ下った。
Ⅲ　『樵談治要』において「ひる強盗」と非難された足軽は、放火や略奪をおこなったこ
とが知られている。

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 4　　ア　 　イ　に入る年（西暦）・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。　14�

①　ア― 1474　　イ―　一向一揆
②　ア― 1474　　イ―　国一揆
③　ア― 1477　　イ―　一向一揆
④　ア― 1477　　イ―　国一揆

問 5　下線部ⓒの「義満」に関連して、金閣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。　15　�

①　金閣は義満が営んだ室町殿に、舎利殿として建立された。
②　鹿苑寺金閣の「鹿苑寺」は、義満の法名にちなんだ名称である。
③　金閣は三層の楼閣建築で、第二・三層の外壁に金箔が押してある。
④　金閣は創建当初の建物が1950年に焼失し、55年に再建された。

問 6　　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。　16�

①　ウ―東求堂� エ―違い棚
②　ウ―東求堂� エ―見世棚
③　ウ―飛雲閣� エ―違い棚
④　ウ―飛雲閣� エ―見世棚



日－6

問 7　下線部ⓓに関連して、夢窓疎石が作庭したと伝えられる庭園がある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。　17�

①　久遠寺
②　西芳寺
③　知恩院
④　永平寺

問 8　下線部ⓔの「同朋衆」に含まれない者を、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
　18�

①　観阿弥
②　河竹黙阿弥
③　善阿弥
④　世阿弥

問 9　下線部ⓕの「狩野派」をおこした父子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。　19　�

①　父―狩野元信� 子―狩野正信
②　父―狩野正信� 子―狩野元信
③　父―狩野永徳� 子―狩野山楽
④　父―狩野山楽� 子―狩野永徳

問10　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。　20�

①　東山文化の時代に武野紹鷗が佗茶を創始した。
②　東山文化の時代に黄金の茶室が流行した。
③　立てた花の美しさを競う立花は、仏前にそなえた供花から発展した。
④　池坊専応は義政の御前の花瓶に花を立てて、立花の成立に貢献した。



日－7

【問題 3】19世紀中頃の諸藩の様子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。

1841（天保12）年に大御所政治をおこなっていた徳川家斉が亡くなると、幕府は12代将軍・
徳川家慶のもとで老中を務めていた水野忠邦を中心に幕府権力の強化を目指して改革をおこな
った。しかし、ⓐ失政が重なり、幕府の権力の衰退は顕著となった。幕府権力の低下によって
天皇・朝廷を中心とした国の形を模索する動きがおこり、外様の大名の中には幕府権力から自
立しようとするものがあらわれた。
1827（文政10）年から薩摩藩では下級武士から登用されたⓑ調所広郷によって改革が進めら
れ、島津斉彬が藩主に就く頃には藩財政の立て直しがなされていた。藩主に就いた斉彬は、
ⓒ反射炉の築造や造船所・ガラス製造所の建設をすすめた。斉彬の後を継いだ島津忠義も紡績
工場の建設や、洋式武器を購入するなど、軍事力の強化をすすめた。
長州藩では、村田清風がおこなった紙や蠟の専売制の改革や　ア　の設置によって莫大な
利益を得て財政の再建に成功した。
ⓓ肥前藩では均田制の実施、本百姓体制の再建、ⓔ陶磁器の専売などによって生み出された

資金をもとに反射炉を備えた大砲製造所を設けて洋式軍事工業の導入がはかられた。
土佐藩では、「おこぜ組」と呼ばれるⓕ改革派を起用した山内豊信が支出を緊縮することに
よって藩財政の強化をはかり、軍備増強に努めて　イ　をつくって国産貿易をはかった。
これら薩長土肥の四藩をはじめ、宇和島藩、越前藩などはⓖ中・下級武士を藩政の中枢に参
加させ、三都の商人や領内の地主・商人との結びつきを深めることで藩権力の強化に成功して
　ウ　と呼ばれた。

問 1　下線部ⓐに関連して、天保期の幕府の「失政」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　株仲間を解散させたことで商品輸送量が減少した。
②　三方領知替えを反発の大きさから撤回した。
③　生類憐みの令を出したことによって庶民は迷惑をこうむった。
④　日光社参を実施したことによって財政を悪化させた。

問 2　下線部ⓑに関連して、調所広郷がおこなった政策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。　22

①　奄美三島特産の黒砂糖の専売を強化した。
②　三都の商人からの莫大な借財を事実上棚上げにした。
③　年貢を物納から金納に改めた。
④　琉球王国を介して清国との密貿易をおこなった。



日－8

問 3　下線部ⓒの「反射炉」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。　23

①　日本で最初に反射炉をつくったのは肥前藩である。
②　幕末に反射炉を築造したのは肥前藩、薩摩藩、水戸藩、韮山藩などの諸藩である。
③　幕末の日本の反射炉は大砲を製造するために築造された。
④　溶鉱炉の一種で、炉内で火炎を反射させて熱を集中させることからこの名がつけられ
た。

問 4　　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。
　24

①　新居関
②　掛屋
③　勘定吟味役
④　越荷方

問 5　下線部ⓓの「肥前藩」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。　25

①　当時25万石の石高があり、長州藩とほぼ同じ規模である。
②　現在の佐賀県に相当する。
③　長崎警備役の任務を受け持つ。
④　龍造寺氏の跡を受けた鍋島直茂が藩祖である。

問 6　下線部ⓔに関連して、肥前で製造される陶磁器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　有田焼
②　伊万里焼
③　唐津焼
④　九谷焼



日－9

問 7　下線部ⓕの「改革派」に属す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。　27

①　高島秋帆
②　遠山景元
③　橋本左内
④　吉田東洋

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　開成館
②　弘道館
③　時習館
④　日新館

問 9　下線部ⓖに関連して、この時期に藩政に参画した「中・下級武士」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　江川太郎左衛門
②　大塩平八郎
③　平賀源内
④　横井小楠

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　元老
②　七人の侍
③　親藩
④　雄藩



日－10

【問題 4】戦後の民主化政策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。

1945（昭和20）年、日本政府および軍の代表が降伏文書に署名して太平洋戦争が終了する
と、日本はⓐポツダム宣言にもとづき連合国に占領された。しかし、日本の場合はアメリカ軍
による事実上の単独占領で、日本政府は連合国軍最高司令官総司令部（GHQ）の指令・勧告
にもとづいて政治をおこなった。
GHQは、財閥とⓑ寄生地主制の解体を経済民主化の中心課題とした。1945年11月、三井は

じめ15財閥の資産の凍結と解体を命じるなど財閥解体を進めた。また、同年12月、日本政府は
GHQの要請にもとづき、第 1次農地改革案を決定した。しかし、これは地主制解体の面で不
徹底であったため、GHQの勧告案にもとづき翌年から第 2次農地改革を開始し、1950（昭和
25）年までにほぼ完了した。
GHQは労働政策にも力を入れ、1945年にⓒ労働組合法、翌年には労働関係調整法、さらに

1947（昭和22）年には　ア　時間労働制などを規定した労働基準法が制定されるなど、いわ
ゆる労働三法が制定された。また、同年、労働省も設置された。
教育制度の改革も民主化政策の柱の一つであった。1947年にⓓ教育基本法と学校教育法が制
定され、大学も大幅に増設されて女子学生も増加した。都道府県・市町村ごとに教育委員会が
設けられ、教育行政の地方分権化もはかられた。
このように次々と民主化政策が実施されるなか、ⓔ各政党も復活ないし新たに結成された。

1946（昭和21）年には大幅に改正された衆議院議員選挙法によって戦後初の総選挙がおこなわ
れ、女性議員も　イ　名誕生した。選挙後、戦前から親英米派の外交官だった　ウ　が第 1
次内閣を組織し、この内閣のもとでⓕ日本国憲法が1946年11月 3 日に公布された。また、新憲
法の精神にもとづき、ⓖ民法（新民法）や刑法など多くの法律が大幅な改正ないしは新たに制
定された。

問 1　下線部ⓐに関連して、ベルリン郊外のポツダムでおこなわれた会談にアメリカ大統領と
して参加した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。�
　31

①　ニクソン
②　ウィルソン
③　トルーマン
④　アイゼンハワー



日－11

問 2 　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。 �
　32

①　寄生地主制は、デフレ政策によって小作地率が低下し成立した。
②　明治民法などにより地主の法的地位が確立した。
③　地租が現物納であったのに対し、小作料は定額金納であった。
④　米価の上昇により、小作人は企業をおこしたり公債や株式に投資したりした。

問 3　下線部ⓒによって労働者へ保障された権利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。　33

①　団結権
②　団体交渉権
③　争議権
④　交戦権

問 4　　ア　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。
　34

①　 6
②　 8
③　10
④　12

問 5 　下線部ⓓ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　ソ連教育使節団の勧告によって制定された。
②　教育の機会均等や男女共学の原則がうたわれた。
③　義務教育が実質 6年から 9年に延長された。
④　安倍晋三内閣（第 1次）において改正された。



日－12

問 6 　下線部ⓔに関連して、戦後直後に復活ないしは新たに結成された政党として誤っている
ものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。　36

①　日本新党
②　日本共産党
③　日本自由党
④　日本社会党

問 7　　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。
　37

①　13
②　26
③　39
④　52

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。
　38

①　東久邇宮稔彦
②　吉田茂
③　佐藤栄作
④　芦田均

問 9　下線部ⓕ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。 �
　39

①　GHQは幣原喜重郎内閣に憲法改正を指示した。
②　政府は、鳩山一郎を委員長とする憲法問題調査委員会を設置した。
③　GHQは憲法問題調査委員会の改正試案に満足せず、英文の改正草案を作成した。
④　日本国憲法は、主権在民・平和主義・基本的人権の尊重を 3原則とした。

問10　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。 �
　40

①　戸主の家族員に対する支配権が否定された。
②　財産の均分相続にかえ家督相続制が定められた。
③　不敬罪と姦通罪が廃止された。
④　婚姻・家族関係における男性優位の諸規定は継続された。
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