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日－1

【問題 1】弥生時代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。

弥生人は縄文人と同様にⓐ竪穴住居に住むのが一般的であった。弥生時代には稲などを貯蔵
するための高床倉庫がしだいに多く見られるようになった。高床倉庫は高床建物の一種でⓑ銅
鐸の絵に描かれているが、 　ア　 県の登呂遺跡や山木遺跡の出土例からその構造が解明され
た。佐賀県にある 　イ　 遺跡の物見櫓も高床建物に分類される。

　イ　 遺跡は日本屈指の大規模なⓒ環濠集落で、弥生前期に集落を形成した。中期にⓓ墳丘
墓が築造され、中には甕棺とともにⓔ副葬品が発見された墳丘墓もある。物見櫓は後期に設置
されたと考えられている。物見櫓は 　ウ　 東夷伝倭人条に登場する「楼観」に相当する建物
であるという見方もある。

弥生時代における特徴的な集落として、環濠集落のほかにⓕ高地性集落がある。高地性集落
である紫雲出山遺跡からは弓矢に用いられた 　エ　 が多数出土した。これらは狩猟用より大
きく重い戦闘用の 　エ　 とみられている。このことから当時激しい争いがあったことがうか
がわれ、高地性集落の軍事・防御的機能を重視する説が有力である。

問 1 　下線部ⓐの「竪穴住居」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　竪穴住居の内部では火を使用した炊事はなされなかった。
②　竪穴住居の内部では食料の貯蔵はなされなかった。
③　竪穴住居の中には、地面を掘り下げない平地式のものもあった。
④　竪穴住居は白鳳文化の時期にはすでに作られなくなっていた。

問 2 　下線部ⓑの「銅鐸」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。 　 2

①　銅鐸は朝鮮式小銅鐸と呼ばれる鈴に起源をもつ。
②　銅鐸は九州北部を中心に出土し、近畿地方では発見されていない。
③　銅鐸の高さは12～135cm で、大小さまざまの銅鐸が存在する。
④　銅鐸の文様には流水文・袈裟襷文などがある。

問 3 　　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。 　 3

①　富山　　　　②　長野　　　　③　岐阜　　　　④　静岡



日－2

問 4 　　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。 　 4

①　吉野ヶ里　　　②　荒神谷　　　③　加茂岩倉　　　④　纒向

問 5 　下線部ⓒの「環濠集落」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　弥生時代前期の環濠集落として福岡県の板付遺跡が挙げられる。
②　弥生時代中期の環濠集落として奈良県の唐古・鍵遺跡が挙げられる。
③　厳重な防御施設を持つ環濠集落のような集落は、縄文時代にはみられなかった。
④　多くの環濠集落から大量の須恵器が出土し、朝鮮半島の影響が観察された。

問 6 　下線部ⓓの「墳丘墓」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　方形の低い墳丘の周りに溝をめぐらせた墓のことを方形周溝墓という。
②　楯築墳丘墓は吉備の首長墓であると考えられている。
③　多くの墳丘墓では、石室から金銅仏像が出土している。
④　四隅突出型墳丘墓は山陰地方から富山県にかけて分布している。

問 7 　下線部ⓔの「副葬品」に関連して、弥生時代の墓と副葬品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。 　 7

①　登呂遺跡の墓からは副葬品として三角縁神獣鏡が発見された。
②　須玖岡本遺跡の墓からは副葬品として銅剣や銅矛が発見された。
③　楯築墳丘墓からは副葬品として鉄剣や玉類が発見された。
④　赤坂今井墳丘墓からは副葬品としてガラス勾玉を使用した頭飾りが発見された。

問 8 　　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。 　 8

①　『漢書』　　　②　『後漢書』　　　③　『魏書』　　　④　『宋書』



日－3

問 9 　下線部ⓕの「高地性集落」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　高地性集落は瀬戸内海沿岸を中心とする西日本にあらわれた。
②　大阪府高槻市にある会下山遺跡は、弥生後期の高地性集落である。
③　山口県の土井ヶ浜遺跡は、高地性集落の典型例である。
④　兵庫県芦屋市にある三内丸山遺跡は、弥生前期の高地性集落である。

問10　　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。 　10

①　石斧　　　②　石鏃　　　③　石錐　　　④　石鍬



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。

鎌倉幕府において支配の根本となったのは、将軍と御家人との主従関係である。ⓐ源頼朝は
御家人に対し、主に、ⓑ地頭に任命することによって、 　ア　 や新恩給与などの御恩をほど
こした。この御恩に対して御家人は、戦時には軍役を、平時にはⓒ諸役などをつとめて、奉公
した。鎌倉幕府はこのような 　イ　 にもとづく初めての政権であった。しかし、この時代に
は、朝廷は国司を任命して全国の一般行政を統轄し、貴族・大寺社は受領や荘園領主として土
地からの収益の多くを握るなど、朝廷や貴族・大寺社が力を残していた。

鎌倉幕府の経済的基盤となっていたのは、ⓓ頼朝自身も所有していた知行国や、ⓔ平家没官
領を含む大量の荘園（関東御領）であった。幕府と朝廷の関係は、朝廷の法令である 　ウ　
や、 　エ　 で定められていた。

ⓕ鎌倉時代の武士たちは、一族の子弟たちに所領をわけ与えるⓖ分割相続を原則としていた。
宗家（本家）と分家との集団は一門・一家といわれ、宗家の首長は 　オ　 、ほかは 　カ　 と
呼ばれた。 　オ　 は祖先や氏神の祭祀をつかさどり、 　カ　 を統轄して御家人役をつとめ
た。

問 1 　下線部ⓐの「源頼朝」が右近衛大将に任命された年（西暦）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　1180年
②　1185年
③　1190年
④　1192年

問 2 　下線部ⓑの「地頭」に関連して、守護・地頭の設置を献策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。 　12 

①　比企能員
②　和田義盛
③　三善康信
④　大江広元



日－5

問 3 　下線部ⓒの「諸役など」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。
　13　

①　京都大番役
②　鎌倉番役
③　関東御公事
④　酒屋役

問 4 　　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。 　14 

①　ア―本領安堵　　イ―律令制度
②　ア―本領安堵　　イ―封建制度
③　ア―徳政　　　　イ―律令制度
④　ア―徳政　　　　イ―封建制度

問 5 　下線部ⓓに関連して、「関東知行国（関東御分国）」は最も多い時で何ヵ国あったか、最
も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。 　15 

①　 3 ヵ国
②　 6 ヵ国
③　 9 ヵ国
④　12 ヵ国

問 6 　下線部ⓔに関連して、1183年に平氏が都落ちした時の天皇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　安徳天皇
②　弘文天皇
③　後白河天皇
④　仲恭天皇

問 7 　　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。 　17 

①　ウ―新制　　　エ―宣旨
②　ウ―新制　　　エ―令旨
③　ウ―半済令　　エ―宣旨
④　ウ―半済令　　エ―令旨



日－6

問 8 　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。 　18 

Ⅰ　武芸の訓練として、流鏑馬・笠懸・犬追物や巻狩などをおこなっていた。
Ⅱ　源頼朝や北条時頼が武士にぜいたくな生活を推奨した話が伝わっている。
Ⅲ　鎌倉時代に武士の倫理・道徳を大成した『武士道』が著された。

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

問 9 　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。 　19　

Ⅰ　当時の家族制度では女性の地位は低く、相続の際も男性と同じ財産の分配にあずかる
ことはなかった。

Ⅱ　単独相続は鎌倉時代末期からおこなわれるようになった。
Ⅲ　分割相続は所領の細分化を招き、結果として武士を窮乏させた。

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―惣領（家督）　　　カ―名子
②　オ―惣領（家督）　　　カ―庶子
③　オ―おとな（乙名）　　カ―名子
④　オ―おとな（乙名）　　カ―庶子



日－7

【問題 3】近世の社会構造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。

近世の日本社会の構成は、政治や軍事、学問、知識を独占したⓐ支配身分である武士と、農
業・林業・漁業などの小規模な経営に従事する百姓、手工業に従事する職人、商業や金融、流
通、運輸を担う商人を中心とする都市の家持町人という被支配身分が社会の大部分を占めると
いうものであった。また、村や都市社会の周縁部分に存在したⓑ宗教者、ⓒ肉体労働者などが
小さな身分集団を構成していたが、その中で下位の身分とされたかわた（長吏）や非人は、居
住地や衣服・髪型などの点で他の身分と区別されて蔑視の対象とされた。

これらの諸身分は、ⓓ団体や集団ごとに組織され、個人は家に所属し、家や家が所属する集
団を通じて、それぞれの身分に位置づけられた。武士の家では家長に強い権限があり、家督や
財産、家業を相続するのは長子とするのを基本としていて、一部の有力な百姓や町人の家でも
同じ相続の形をとることもあった。これらの家では、家長以外の家族の存在は軽く扱われ、な
かでも女性は家督から排除されていた。

被支配身分である百姓と百姓が所属する集団である村は、その数の多さから近世の社会を構
成する最大の要素となっていた。村は百姓の家屋敷から構成される集落を中心として田畑の耕
地に野・山・浜を含めた広い領域をもつ小社会として成熟し、その自治的な組織は農業生産の
うえに成り立つ幕藩体制にとって、もっとも重要な基盤として機能した。 　ア　 政権下で実
施された検地と兵農分離政策によってはじめて全国的な村の直接把握がされるようになり、
　イ　の分割や耕地の開発によって新しい村が生まれたことなどから、17世紀末には全国で 
　ウ　 余りもの村を数えるに至った。

村にはその所在地や近隣の環境、村高・家数の大小などの差が大きく、一つひとつに個性が
あるが、概ね次のような特徴をそなえていた。村の運営は、ⓔ村役人（村方三役）を中心とす
る本百姓によって行われた。彼らはⓕ入会地の利用、用水や山野の管理、道の整備、治安・防
災などの仕事を自主的に行い、これにかかるⓖ経費は村民が共同で負担した。村の運営は村法
にもとづいて行われ、これに違反した場合には村八分などの制裁が加えられたりもした。こう
した村の自治機能を利用することで幕府や大名・旗本たちは年貢や諸役の割り当て、収納、村
民の把握が可能となっていたのである。

問 1 　下線部ⓐの「支配身分」に関して、武士以外の近世の支配身分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　公家
②　上層の僧侶
③　天皇家
④　陵戸



日－8

問 2 　下線部ⓑの「宗教者」に含まれない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。 　22

①　陰陽師
②　修験者
③　神職
④　瞽女

問 3 　下線部ⓒの「肉体労働者」の呼称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　運上
②　豪農
③　俵物
④　日用

問 4 　下線部ⓓに関連して、江戸時代の組織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　部曲
②　舎人
③　仲間
④　隣組

問 5 　　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。
　25

①　豊臣
②　足利
③　織田
④　平氏

問 6 　　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。
　26

①　班田
②　殿下渡領
③　惣村
④　天領



日－9

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　1700
②　 5 万7000
③　 6 万3000
④　12万7000

問 8 　下線部ⓔの「村役人（村方三役）」の構成員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。 　28

①　組頭
②　月番
③　名主
④　百姓代

問 9 　下線部ⓕの「入会地」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　この場所で勝手に採取した場合は領主によって罰せられた。
②　薪炭や用材を採取する場所である。
③　肥料の材料となる草を採取する場所である。
④　村共有の山野地である。

問10　下線部ⓖの「経費」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　上げ米
②　蔵物
③　冥加
④　村入用



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。）

●ⓐ三国干渉
ⓑ露国皇帝陛下ノ政府ハ、ⓒ日本ヨリ清国ニ向テ求メタルⓓ講和条件ヲ査閲スルニ、其要求

ニ係ル 　ア　 ヲ日本ニテ所有スルコトハ、常ニⓔ清国ノ都ヲ危フスルノミナラズ、之ト同時
ニⓕ朝鮮国ノ独立ヲ有名無実トナスモノニシテ、右ハ将来永ク 　イ　 永久ノ平和ニ対シ障害
ヲ与フルモノト認ム。随テ露国政府ハⓖ日本国皇帝陛下ノ政府ニ向テ重テ其誠実ナル友誼ヲ表
センガ為メ、茲ニⓗ日本国政府ニ勧告スルニ、 　ア　 ヲ確然領有スルコトヲ放棄スヘキコト
ヲ以テス。

 （日本外交文書）

問 1 　下線部ⓐに関連して、ロシアとともに日本政府へ勧告をおこなった国の組み合わせとし
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。 　31

①　イギリス・ドイツ
②　ドイツ・フランス
③　フランス・アメリカ
④　アメリカ・イギリス

問 2 　下線部ⓑが皇太子時代に日本を来訪した際、警備の巡査に傷つけられた事件として最も
適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。 　32

①　虎の門事件
②　加波山事件
③　大津事件
④　血盟団事件



日－11

問 3 　下線部ⓒに関連して、日清間の出来事について述べた次の文Ⅰ～Ⅳについて、古いもの
から年代順に正しく配列した最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。
　33

Ⅰ　日清戦争がおきた。
Ⅱ　北清事変に日本も連合軍として参加した。
Ⅲ　天津条約を締結した。
Ⅳ　日清修好条規を締結した。

①　Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ
②　Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ→Ⅰ
③　Ⅳ→Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ
④　Ⅳ→Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ

問 4 　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。 　34

①　講和会議は、ポーツマスでおこなわれた。
②　日本の全権は、伊藤博文と陸奥宗光であった。
③　清国の全権は、李鴻章であった。
④　清国は、日本へ賠償金 2 億両（邦貨約 3 億1000万円）を支払うこととなった。

問 5 　　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。
　35

①　遼東半島
②　台湾
③　山東半島
④　満州

問 6 　下線部ⓔ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　上海
②　重慶
③　南京
④　北京
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問 7 　下線部ⓕに関連して、日本が韓国併合後に設置した朝鮮総督府の初代総督として最も適
切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。 　37

①　伊藤博文
②　樺山資紀
③　寺内正毅
④　後藤新平

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。
　38

①　日露
②　極東
③　亜細亜
④　世界

問 9 　下線部ⓖの在位中に起きた出来事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　新橋・横浜間の鉄道開通
②　ラジオ放送の開始
③　金本位制の確立
④　小学校教科書の国定化

問10　下線部ⓗに関連して、この勧告に対し、不満を高めた国民が合言葉にした標語として最
も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選びなさい。 　40

①　ええじゃないか
②　平和共存
③　臥薪嘗胆
④　文化大革命
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