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日－1

【問題 1】古代の土地政策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。

722年に政府は人口増加によるⓐ口分田の不足を補い、税の増収をはかるため、 　ア　 町歩
開墾計画を立て、翌年の723年にはⓑ三世一身法を発布した。三世一身法は発布の年代にちな
んで養老七年の 　イ　 とも呼ばれる。

724年に即位した聖武天皇の治世のうちに三世一身法の不備が問題になり、ⓒ743年にⓓ墾田
永年私財法を発布した。その後、ⓔ765年に寺院などを除いて開墾は一時禁止されたが、772年
に再び開墾と墾田の永年私有が認められた。ⓕ東大寺などの大寺院は、広大な原野を独占し、
国司や郡司の協力を得つつ、付近の農民や浮浪人らを使役して大規模な開墾を実施した。これ
を 　ウ　 という。

問 1 　下線部ⓐの「口分田」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。 　 1

①　口分田は 6 歳以上の男女に班給された。
②　口分田は大宝元年に制定された班田収授法に基づいて初めて班給された。
③　班給された口分田は、60歳になると国に返還しなければならなかった。
④　 5 年ごとに作成される戸籍に基づいて、口分田の班給が実施された。

問 2 　　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。 　 2

①　一万　　　②　十万　　　③　百万　　　④　千万

問 3 　下線部ⓑの「三世一身法」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。 　 3

X.　三世一身法の三世とは、本人・子・孫とする説と子・孫・曽孫を指すとする説があ
る。

Y.　旧来の灌漑施設を利用して開墾した田地の場合は、本人とその子の代までの保有が認
められた。

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



日－2

問 4 　下線部ⓑの「三世一身法」が発布された時期の政府の権力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。 　 4

①　藤原道長　　　②　藤原時平　　　③　早良親王　　　④　長屋王

問 5 　　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。 　 5

①　式　　　②　格　　　③　令　　　④　律

問 6 　下線部ⓒの「743年」は天平15年であるが、この年にお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。 　 6

①　多賀城が設置された。
②　藤原広嗣の乱がおきた。
③　国分寺建立の詔が出された。
④　大仏造立の詔が出された。

問 7 　下線部ⓓの「墾田永年私財法」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.　新たに開墾したすべての墾田に対して、租を納める義務を例外なく免除した。
Y.　墾田の所有面積について身分に応じた制限を設けていた。

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「765年」は天平神護元年であるが、この年におきた事跡として最も適切な
ものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。 　 8

①　恭仁京に遷都した。
②　三善清行が「意見封事十二箇条」を提出した。
③　道鏡が太政大臣禅師となった。
④　蝦夷の豪族である伊治呰麻呂が乱をおこした。



日－3

問 9 　下線部ⓕの「東大寺」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。 　 9

①　東大寺は南都七大寺の一つである。
②　造東大寺司の管下には写経所・造仏所・鋳所などの現業官司があった。
③　東大寺には天下三戒壇の一つがあった。
④　現存する東大寺講堂は、もと平城宮の宮殿建築であった。

問10　　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。 　10

① 　初期荘園　　　②　知行地　　　③　受領　　　④　屯倉



日－4

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

史料 A
上天の眷命せる大蒙古国皇帝、書を日本国王に奉る。ⓐ朕惟ふに、古より小国の君は境土相

接すれば、尚ほ講信修睦に務む、況んや我が祖宗、天の明命を受け、区夏を奄有す。遐方異域
の威を畏れ徳に懐く者、悉く数うべからず。…… 　ア　 は朕の東藩なり。日本は 　ア　 に密
邇し、開国以来、亦時として 　イ　 に通ぜり。朕が躬に至りては、一乗の使も以て和好を通
ずること無し。尚ほ王の国これを知ること未だ審ならざるを恐る。故に特に使を遣はし、書を
持して朕が志を布告せしむ。冀わくば今より以往、問を通じ好を結び、以て相に親睦せん。且
つ聖人は四海を以て家と為す。相に通好せざるは、豈に一家の理ならんや。兵を用ふるに至り
ては、夫れ孰か好む所ならん。王其れこれを図れ。不宣。

ⓑ至元三年八月　日
 （東大寺尊勝院文書）

問 1 　史料 A に関連して、蒙古が強要した朝貢を拒否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。 　11 

①　北条貞時
②　北条泰時
③　北条時宗
④　北条時頼 

問 2 　下線部ⓐの「朕」の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。 　12 

①　チンギス
②　フビライ
③　亀山天皇
④　後宇多天皇

問 3 　　ア　 　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。 　13 

①　ア―金　　　イ―高麗
②　ア―金　　　イ―中国
③　ア―高麗　　イ―金
④　ア―高麗　　イ―中国



日－5

問 4 　下線部ⓑの「至元三年」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。 　14 

①　1266年
②　1274年
③　1281年
④　1289年

問 5 　史料 A から読み取れること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　日本は蒙古に幾度も使をおくっているが、その都度拒絶された。
②　史料 A は日本からの書に対する蒙古の返事である。
③　蒙古は日本に対して兵を用いることを宣言している。
④　史料 A 末尾の「不宣」によって、意を十分に述べつくしていないことが示されてい

る。

史料 B
もろこし我がてうに、もろもろの智者達のさたし申さるゝ、観念の念ニモ非ズ。又学文をし

て念の心を悟リテ申念仏ニモ非ズ。たゞ往生極楽のためニハ、 　ウ　 と申て、疑なく往生ス
ルゾト思とりテ、申外ニハ別ノ子さい候ハず。……念仏ヲ信ゼン人ハ、たとひⓒ一代ノ法ヲ
能々学ストモ、一文不知ノ愚とんの身ニナシテ、尼入道ノ無ちノともがらニ同しテ、ちしやノ
ふるまいヲせずして、只一かうに念仏すべし。

問 6 　史料 B 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。  
　16 

①　一枚起請文
②　選択本願念仏集
③　歎異抄
④　教行信証

問 7 　史料 B の著者である法然の主張に批判を加え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。 　17 

①　熊谷直実
②　貞慶（解脱）
③　源信
④　九条兼実



日－6

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。
　18 

①　専修念仏
②　南無妙法蓮華経
③　南無阿弥陀仏
④　悪人正機

問 9 　下線部ⓒの「一代ノ法」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。 　19 

①　法然が一生かけて説いた教え
②　釈尊（釈迦）が一生かけて説いた教え
③　鎌倉時代の高僧たちが一生かけて説いた教え
④　天皇が一生かけて説いた教え

問10　史料 B から読み取れること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　法然は往生のためには瞑想をして学問を修める必要があると説いている。
②　法然は念仏以外の教えを信じることを厳しく非難している。
③　法然は念仏をとなえた結果として地獄に堕ちてもかまわないと考えている。
④　法然は智者のふるまいをせずに念仏をとなえるべきであると説いている。



日－7

【問題 3】17世紀中頃の社会情勢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。

1651（慶安 4 ）年、江戸幕府の第 3 代将軍・徳川家光が死去し、ⓐ徳川家綱が第 4 代将軍に
就いた。大陸でⓑ明が完全に滅亡したことで、ⓒ島原の乱を最後に戦乱が収束していた日本を
ふくめた東アジア全体が、社会秩序の安定しつつある時代に入った。

家綱は叔父のⓓ保科正之らの補佐をえて、いまだ戦乱を望む牢人や、秩序を乱しがちなかぶ
き者の対策に取り組んだ。ⓔ慶安の変の後に 　ア　 を緩和したのもその一つである。

ⓕ明暦の大火によって甚大な被害を受けた江戸城と城下の復興を果たした1663（寛文 3 ）年
に、家綱は代がわりの武家諸法度の発布にあわせて 　イ　 の禁止を命じ、将軍家と大名、大
名とその家臣の関係を、従者は主人個人ではなく、主人の家（主家）に奉公するという主従の
関係を明らかにした。

世の中が安定することによって諸藩も軍役動員の負担が軽減したことで、大名の中には有能
な家臣を補佐役に置き、領内経済の発展、支配機構の整備をすすめ、藩主の権力の強化をはか
るものがあらわれた。しかし、軍役動員の負担が減ったとはいえ、参勤交代やⓖ手伝普請の支
出もあり、多くの藩では財政が好転するまでには至らなかった。また、ⓗ藩主が儒学者を招き、
藩政の刷新をはかった藩があらわれたのもこの頃であった。

問 1 　下線部ⓐに関連して、徳川家綱が将軍に就任したときの年齢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　 3 歳
②　11歳
③　13歳
④　15歳

問 2 　下線部ⓑの「明が完全に滅亡した」ことを説明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。 　22

①　台湾を拠点として抵抗していた鄭成功が死去した。
②　亡命政権の最後の王である桂王が亡くなった。
③　明が完全に滅亡した年は1652年である。
④　明を滅ぼした国は清である。



日－8

問 3 　下線部ⓒの「島原の乱」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　この乱がおこったのは1637年である。
②　この乱がおこった場所をかつて治めていた小西行長や鍋島直正はキリシタン大名であ

った。
③　この乱の鎮圧に功があった松平信綱は伊豆守に任官されていたことから「知恵伊豆」

と称された。
④　この乱の鎮圧のために幕府はおよそ12万人の兵を動員した。

問 4 　下線部ⓓの「保科正之」について説明する次の文について、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。 　24

Ⅰ　会津藩主である。
Ⅱ　徳川家光の異母弟である。
Ⅲ　山崎闇斎から陽明学を学んだ。

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

問 5 　下線部ⓔの「慶安の変」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　この反乱がおこったのは家継が将軍に就任した翌年である。
②　この反乱には多くの牢人が加わっていた。
③　この反乱は幕府転覆を企てたものであった。
④　この反乱の首謀者の一人に由井正雪がいる。

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　禁教令
②　生類憐みの令
③　服忌令
④　末期養子の禁止



日－9

問 7 　下線部ⓕの「明暦の大火」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。 　27

①　車長持が被害を大きくした原因の一つとされ、その後、禁止された。
②　この火事の様子を描いたものに「不忍池図」がある。
③　全市の75％が焼け、死者は30万人を超えたことがわかっている。
④　目黒行人坂の大円寺から出火したことから「目黒行人坂の大火」ともいう。

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　殉死
②　贅沢
③　殺生
④　賄賂

問 9 　下線部ⓖの「手伝普請」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。 　29

①　18世紀には田沼意次が主導した印旛沼干拓事業が手伝普請としておこなわれた。
②　18世紀末には、諸外国の脅威に対処するため、江戸湾と蝦夷地の海防の強化が手伝普

請としておこなわれた。
③　19世紀には水野忠邦が主導した印旛沼掘割工事が手伝普請としておこなわれた。
④　江戸幕府を開いた徳川家康によって江戸城と江戸市街地の造成が手伝普請として全国

の大名に命じられた。

問10　下線部ⓗに関連して、17世紀に儒教による藩政の刷新をはかった大名と、その大名が招
いた儒学者の組み合わせ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　池田光政　―　熊沢蕃山
②　上杉治憲　―　細井平洲
③　前田綱紀　―　木下順庵
④　徳川光圀　―　朱舜水



日－10

【問題 4】明治初期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。

新政府はⓐ戊辰戦争を進めるとともに、没収した旧幕府領に府県を設置した。しかし、諸藩
では大名が統治する体制が存続していたため、新政府は1869（明治 2 ）年、 4 藩主にⓑ版籍奉
還を願い出させた。多くの藩がこれにならい、新政府はこれ以外の全藩主にも版籍奉還を命じ
た。ただし、旧大名には年貢収入の 　ア　 分の 1 に当たる家禄が与えられ、知藩事となって
旧領地の統治を引き続き担った。続けて、1871（明治 4 ）年、藩制度の全廃を決意した新政府
は、ⓒ廃藩置県を断行した。

新政府は幕藩体制の解体を進めるとともに、中央政府の組織の整備もおこなった。版籍奉還
の際には、ⓓ政体書による太政官制が改められ、廃藩置県後の官制改革では、太政官
を 　イ　 の三院制とした。新政府内では三条実美や岩倉具視ら少数の公家のほか、薩摩・長
州など限られた藩出身の若き実力者が実権を握ったため、のちにⓔ藩閥政府と呼ばれるように
なる。

廃藩置県によって国内統一を達成した新政府は、ⓕ岩倉具視を大使とする使節団を米欧諸国
に派遣した。その間、 　ウ　 を中心とする留守政府がⓖ大規模な内政改革を進めた。

問 1 　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。  
　31

①　鳥羽・伏見の戦いが発端となった。
②　勝海舟と島津久光の会見により、幕府は江戸城を無血で開城した。
③　西園寺公望を擁して奥羽諸藩による反新政府同盟が結成された。
④　弘前の五稜郭が陥落し終局を迎えた。

問 2 　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。  
　32

①　木戸孝允と大久保利通らが画策した。
②　版籍奉還とは、藩主が領地と領民を天皇に返還することをいう。
③　最初に版籍奉還を願い出た 4 藩は、薩摩・長州・土佐・肥前であった。
④　一部の士族は版籍奉還に不満を高め、佐賀の乱が起きた。

問 3 　　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。
　33

①　 3
②　 5
③　10
④　20



日－11

問 4 　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。  
　34

①　実施に際し、薩摩・尾張・越前から御親兵をつのり軍事力を固めた。
②　すべての藩が廃止され府県となった。
③　旧大名である知藩事は罷免され京都居住を命じられた。
④　徴税と軍事の両権は引き続き府県に属することとなった。

問 5 　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。  
　35

①　アメリカの制度を参考とし、三権分立などを骨子とした。
②　農商務省が設置され、地方改良運動が進められた。
③　ドイツ憲法を参考とし、主権在君制が確立した。
④　教部省が設置され、神仏合同で教化運動が進められた。

問 6 　　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。 　36

①　正院・大審院・枢密院
②　正院・左院・右院
③　元老院・大審院・枢密院
④　元老院・左院・右院

問 7 　下線部ⓔに関連して、世論から強く批判され国会開設の勅諭のきっかけとなった事件と
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　下山事件
②　大阪事件
③　開拓使官有物払下げ事件
④　シーメンス事件

問 8 　下線部ⓕに関連して、使節団に随行した女子留学生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　景山（福田）英子
②　山川菊栄
③　樋口一葉
④　津田梅子



日－12

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。
　39

①　西郷隆盛
②　大久保利通
③　木戸孝允
④　伊藤博文

問10　下線部ⓖ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　学制の公布
②　徴兵令の公布
③　地租改正条例の公布
④　廃刀令の公布
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