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日－1

【問題 1】 7世紀後半から 8世紀初頭の日本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。

壬申の乱で勝利した天武天皇は、673年に飛鳥浄御原宮で即位した。天武天皇は大臣を置か
ず、皇后（のちの 　ア　 天皇）、ⓐ草壁皇子、ⓑ大津皇子、ⓒ高市皇子などの皇子らと共に政
治をおこなった。このような政治体制を 　イ　 という。684年にⓓ八色の姓を制定し、天皇と
関係の深いものを上位に置き、豪族を天皇中心の新しい身分秩序に組み込んだ。

また、天武天皇は中国の都城制にならってⓔ藤原京の造営を始めたが、完成したの
は 　ア　 天皇の時代であった。藤原京にはⓕ薬師寺のほか、 　ウ　 大寺を起源とする大官大
寺が建立されるなど、仏教興隆が国家的に推進された。

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　推古　　　　②　淳仁　　　　③　斉明　　　　④　持統

問 2 　下線部ⓐの「草壁皇子」の妃であった女性天皇の事績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　飛鳥寺を建立した。
②　庚寅年籍をつくった。
③　平城京に遷都した。
④　天寿国繍帳をつくった。

問 3 　大宝律令は下線部ⓐの「草壁皇子」の子である文武天皇の在位中に成立したが、大宝律
令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。 　 3

①　大宝律令は天武天皇の命で編纂が開始された。
②　律と令がともに日本で編纂されたのは、大宝律令がはじめてである。
③　大宝律令の編纂には藤原不比等が参加した。
④　大宝律令の編纂には刑部親王が参加した。



日－2

問 4 　『日本書紀』は下線部ⓑの「大津皇子」の文才について、「詩賦の興、大津より始れり」
と記しているが、『日本書紀』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。 　 4

①　『日本書紀』は都が藤原京に置かれた時代に成立した歴史書である。
②　『日本書紀』の編纂には、天武天皇の第 3 皇子の舎人親王が参加した。
③　『古事記』は『日本書紀』を参考にしてつくられた官撰正史である。
④　『日本書紀』が採用する編年体という歴史叙述法は、日本独自のものである。

問 5 　下線部ⓒの「高市皇子」の子は左大臣として権勢をふるったが、729年に自殺に追い込
まれた。下線部ⓒの「高市皇子」の子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　橘諸兄　　　　②　恵美押勝　　　③　長屋王　　　④　額田王

問 6 　　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。 　 6

①　大御所政治　　　②　皇親政治　　　③　得宗専制政治　　　④　摂関政治

問 7 　下線部ⓓの「八色の姓」に含まれる姓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。 　 7

①　真人・朝臣　　　②　大夫・宿禰　　③　道師・臣　　④　忌寸・稲置

問 8 　下線部ⓔの「藤原京」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。 　 8

①　藤原京は現在の奈良県に位置していた。
②　藤原京は三代の天皇の都となった。
③　藤原京では条坊制が用いられた。
④　藤原京は飛鳥浄御原宮の南側に造営された。



日－3

問 9 　下線部ⓕの「薬師寺」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　天武天皇は皇后の病気平癒を祈願して薬師寺の創建を始めた。
②　薬師寺はのちに藤原京から平城京に移転した。
③　薬師寺金堂薬師三尊像は、もとは山田寺でまつられていた金銅像である。
④　薬師寺東院堂聖観音像は白鳳文化を代表する金銅像である。

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 　百済　　　②　新羅　　　③　加耶　　　④　任那



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。

1068（治暦 4 ）年、藤原氏を外戚としない後三条天皇が即位した。後三条天皇は、 　ア　
らを登用し、ⓐ延久の荘園整理令を発するなど、国政の改革に取り組んだ。父の後三条天皇の
譲位を受けて即位したⓑ白河天皇は、1086（応徳 3 ）年、 　イ　 に位をゆずり、ⓒ院政を開
始した。この院政では、院の命令を伝える 　ウ　 や、院庁からだされる文書の 　エ　 が権威
をもつようになり、朝廷の政治に大きな影響力を与えるようになった。院政期には、院や大寺
社のみならず武士も独自の権力を形成したが、奥州では、11世紀に長期にわたる二度の合戦の
後、ⓓ奥州藤原氏が勢力を築いた。

ⓔ院政期の文化の特徴としては、貴族文化に、武士や庶民の活動及びその背後にある地方文
化が取り入れられたことが挙げられる。この時代、寺院に所属しない 　オ　 や上人などと呼
ばれた民間の布教者が貴族と武士や庶民を結び、 　カ　 の思想は全国に広がった。

問 1 　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。 　11 

Ⅰ　荘園整理令は後三条天皇の1069（延久元）年が最初で、その後もしばしば発令され
た。

Ⅱ　後三条天皇は荘園整理令の徹底を図るために記録荘園券契所（記録所）を設けた。
Ⅲ　延久の荘園整理令以前は、券契の確認は国司に委ねられていた。

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 2 　下線部ⓑに関連して、白河天皇（上皇・法皇）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。 　12　 

①　白河法皇ですら意のままにならない三つの事例（三大不如意）に関する記述が、『源
平盛衰記』にある。

②　白河天皇によって定められた宣旨枡は、太閤検地まで用いられた。
③　院の御所に北面の武士を組織した。
④　「治天の君」として、 3 代の天皇43年間にわたって統治した。



日－5

問 3 　　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。 　13 

①　ア―大江匡房 イ―堀河
②　ア―大江匡房 イ―醍醐
③　ア―藤原頼通 イ―堀河
④　ア―藤原頼通 イ―醍醐

問 4 　下線部ⓒの「院政」に関連して、院政成立期の状況を伝える史料である藤原宗忠の日記
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　大乗院寺社雑事記
②　中右記
③　玉葉
④　蔭凉軒日録

問 5 　下線部ⓒの「院政」に関連して、院政期の仏教政策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　白河・鳥羽・後白河上皇は、いずれも出家をして法皇となった。
②　法勝寺を含む六勝寺など、多くの寺院が造営された。
③　院政期には、院はしばしば熊野詣や高野詣をおこなった。
④　院政期には、盛大な法会をおこなうたびに新たに仏教の経典が創作された。

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―政所下文　エ―院宣
②　ウ―院庁下文　エ―綸旨
③　ウ―院宣　　　エ―院庁下文
④　ウ―院宣　　　エ―綸旨



日－6

問 7 　下線部ⓓの「奥州藤原氏」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。 　17 

①　金や馬などの産物の富を用いて京都文化を移入した。
②　奥州藤原三代の栄華を示す中尊寺金色堂は、国宝に指定されている。
③　秀衡は平等院鳳凰堂を模して白水阿弥陀堂を建立した。
④　北海道からさらに北方とのつながりなど、広い範囲での文化交流があったことが明ら

かになっている。

問 8 　下線部ⓔに関連して、院政期の芸能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　「今様」とは、ただ今流行している歌謡という意味で、必ず 5 ・ 7 ・ 5 ・ 7 ・ 7 の句
形をとる。

②　後白河上皇によって『梁塵秘抄』が編まれた。
③　田楽や猿楽が、庶民のみならず、貴族の間でも流行した。
④　古代の歌謡から発達した催馬楽が流行した。

問 9 　下線部ⓔに関連して、院政期に成立したとされる歴史物語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　花鏡
②　増鏡
③　吾妻鏡
④　大鏡

問10　　オ　 　カ　 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　オ―聖　　　カ―浄土教
②　オ―聖　　　カ―褝
③　オ―山伏　　カ―浄土教
④　オ―山伏　　カ―褝



日－7

【問題 3】次の［史料A］・［史料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］
当世の俗習にて、異国船の入津ハ 　ア　 に限たる事にて、別の浦江船を寄ル事ハ決して成

らざる事ト思リ。……当時 　ア　 に厳重にⓐ石火矢の備有て、却てⓑ安房、相模の海港に其
備なし。此事甚不審。細カに思へば江戸の 　イ　 よりⓒ唐、阿蘭陀迄境なしの水路也。然ル
を此に備へずして 　ア　 にのミ備ルは何ぞや。

 （ 　ウ　 兵談）

［史料 B］
……日本は 　ウ　 なれば、渡海・運送・交易は、固よりⓓ国君の天職最第一の国務なれば、

万国へ船舶を遣りて、国用の要用たる産物、及び金銀銅を抜き取て日本へ入れ、国力を厚くす
べきは 　ウ　 具足の仕方なり。 　エ　 の力を以て治る計りにては、国力次第に弱り、其弱り
皆農民に当り、農民連年耗減するは自然の勢ひなり。……

 （経世秘策）

問 1 　［史料 A］・［史料 B］それぞれの著者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。 　21

①　［史料 A］―林子平　　　　［史料 B］―佐藤信淵
②　［史料 A］―林子平　　　　［史料 B］―本多利明
③　［史料 A］―山県大弐　　　［史料 B］―佐藤信淵
④　［史料 A］―山県大弐　　　［史料 B］―本多利明

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　浦賀
②　大坂
③　長崎
④　箱館



日－8

問 3 　下線部ⓐの「石火矢」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。 　23

①　反射炉のことである。
②　大砲のことである。
③　火打石のことである。
④　防火設備のことである。

問 4 　下線部ⓑに関連して、安房と相模の海港に備えがないことに疑念を抱く理由として最も
適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。 　24

①　江戸の防備に不安があるから。
②　京都の防備に不安があるから。
③　下関の発展を阻害する恐れがあるから。
④　出羽酒田の発展を阻害する恐れがあるから。

問 5 　　イ　 に入る五街道の起点の地名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　板橋
②　上野
③　品川
④　日本橋

問 6 　下線部ⓒの「唐」は中国を指すが、当時の中国の王朝名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　宋
②　元
③　明
④　清

問 7 　　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。
　27

①　海国
②　傾国
③　興国
④　亡国



日－9

問 8 　下線部ⓓの「国君」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。 　28

①　関白のことである。
②　将軍のことである。
③　大名のことである。
④　天皇のことである。

問 9 　　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。
　29

①　他国
②　諸藩
③　自国
④　幕府

問10　［史料 A］・［史料 B］に共通する点を説明する次の文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。 　30

Ⅰ　［史料 A］・［史料 B］は日本が海に囲まれた島国という環境にもとづいて論じられた
ものである。

Ⅱ　［史料 A］・［史料 B］は日本がめざす国の姿は農業立国であることが論じられたもの
である。

Ⅲ　［史料 A］・［史料 B］は日本の喫緊の課題が軍事力の強化であることが論じられたも
のである。

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



日－10

【問題 4】幕末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。

1856（安政 3 ）年、日米和親条約の締結によって 　ア　 が初代アメリカ総領事として来日
した。 　ア　 は幕府に通商条約の締結を強く求めたが、その頃、幕府内では13代将軍徳川家
定の跡継ぎをめぐるⓐ将軍継嗣問題がおきていた。

1858（安政 5 ）年、大老に就任した彦根藩主の井伊直弼は、ⓑ通商条約の調印を強行し、ま
た 　イ　 藩主徳川慶福を家定の跡継ぎに決定した。条約締結に対し強い非難の声が上がるが、
ⓒ井伊は反対する公家や大名を強硬な態度でおさえ、その家臣らを処罰した。井伊が江戸城桜
田門外で水戸脱藩の志士らに暗殺されたあと、老中 　ウ　 が幕政の中心を担い、公武合体の
政策を進めた。しかし、 　ウ　 も江戸城坂下門外で水戸脱藩士らに傷つけられ老中を退いた。

1862（文久 2 ）年、こうした混乱のなか、京都では島津久光（ⓓ薩摩藩主忠義の父）が独自
の公武合体論の立場をとり、朝廷の支持をえて勅使を奉じて江戸へ下り、幕府に改革を要求し
た。しかし、久光の去った京都では、尊王攘夷論を唱える 　エ　 藩が朝廷を動かし、14代将
軍家茂（慶福より改名）を上洛させ攘夷の決行をせまった。

1863（文久 3 ）年、 　エ　 藩を中心とする尊王攘夷派に対し、薩摩・ⓔ会津の両藩は朝廷
の実権を奪い、 　エ　 藩勢力と公家ⓕ三条実美らを京都から追放した。 　エ　 藩は勢力の回
復を図り、翌年、京都に攻めのぼるが、薩摩・会津・桑名の藩兵に敗れ退いた。

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。
　31

①　ロッシュ
②　パークス
③　ハリス
④　ヒュースケン

問 2 　下線部ⓐに関連した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　老中水野忠邦は徳川慶喜を推していた。
②　関白九条尚忠や大奥は徳川慶喜を推していた。
③　徳川慶喜は松平慶永（春嶽）の 7 男であった。
④　徳川慶喜は一橋家の当主であった。



日－11

問 3 　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。  
　33

①　関税率は一律 5 ％とされ、課税方法は従量税となった。
②　江戸・大坂の開市が定められた。
③　領事裁判権が設定された。
④　アメリカに続き、オランダ・ロシア・イギリス・フランスとも同内容の条約を締結し

た。

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　水戸
②　越前
③　尾張
④　紀伊

問 5 　下線部ⓒに関連して、安政の大獄で死刑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。 　35

①　吉田松陰
②　中岡慎太郎
③　藤田東湖
④　高野長英

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　阿部正弘
②　堀田正睦
③　安藤信正
④　榎本武揚
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問 7 　下線部ⓓの出身者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。 　37

①　桂太郎・山本権兵衛
②　山本権兵衛・大久保利通
③　大久保利通・田中義一
④　田中義一・桂太郎

問 8 　　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。
　38

①　肥前
②　土佐
③　長州
④　加賀

問 9 　下線部ⓔに関連して、会津藩主松平容保が就任した役職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　政事総裁職
②　京都守護職
③　将軍後見職
④　京都所司代

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　東征大総督として江戸開城を実現した。
②　明治維新後に使節団を率いて欧米を視察した。
③　明治政府で太政大臣をつとめた。
④　伊藤博文の後をうけ立憲政友会総裁となった。
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