
Ⅰ （配点48）

次の文を読み，（1）～（7）の問いに答えよ。

〔解答番号 1 ～ 12 〕

Ａ 589年に中国を統一した隋が朝鮮半島などの周辺地域へ進出すると，東アジア地域の緊張が

高まり，東アジア諸国で政治改革の機運が高まった。この頃政治を主導していたア）蘇我馬子

は，592年に姪を初の女帝として即位させると，厩戸王（聖徳太子）と協力して，イ）天皇を中

心とした国づくりを進めていった。この7世紀前半を中心とした時期には，ウ）渡来人が活躍

し，飛鳥地方を中心に初の仏教文化であるエ）飛鳥文化が栄えた。

（1） 下線部ア）に関連して，蘇我馬子に関して述べた次の文Ｘ・Ｙについて，その正誤の組合

せとして最も適当なものを，下の�～�の中から1つ選べ。 1

Ｘ 対立していた大連物部守屋を滅ぼして，政権内の権力を握った。

Ｙ 厩戸王と協力して，歴史書『旧辞』『帝紀』を編集した。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤

（2） 下線部イ）に関連して，6世紀末から7世紀初めに行われた政治に関する記述として最も

適当なものを，次の�～�の中から1つ選べ。 2

� 仏法興隆の詔を出して諸国に国分寺・国分尼寺を建立させた。

� 個人の才能や功績などに応じて冠位を授ける官位相当の制が定められた。

� 憲法十七条を定めて，豪族に官僚としての心構えを示した。

� 各地に天皇家の直轄領である屯倉が設置され始めた。

（3） 下線部ウ）に関連して，渡来人に関する記述として最も適当なものを，次の�～�の中か

ら1つ選べ。 3

� 王仁は易学（陰陽道）を伝えたとされている。

� 弓月君は養蚕・機織を伝えたとされている。

� 僧の観勒は彩色・紙・墨の技法を伝えたとされている。

� 僧の曇徴は暦法を伝えたとされている。

日本史（情報科学部・知的財産学部）

日 本 史
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（4） 下線部エ）に関連して，飛鳥文化に関する記述として最も適当なものを，次の�～�の中

から1つ選べ。 4

� 秦河勝が創建した中宮寺など，豪族は権威の象徴として氏寺を建立した。

� 鞍作鳥は柔和な表情の中国南朝様式の飛鳥寺釈迦如来像をつくった。

� 若草伽藍跡の発掘で，法隆寺は創建当時の姿であることが明らかになった。

� 厩戸王の妃は亡き夫をしのんで，天寿国繡帳をつくらせた。

Ｂ 藤原不比等は，701年の 5 の制定やオ）平城京遷都を主導したほか，娘の光明子をの

ちの 6 に嫁がせるなどして，藤原氏の勢力を伸ばしていった。そのため，奈良時代の

政治は藤原氏と皇親らの勢力争いを軸に展開された。不比等の4人の子は，不比等の死後に政

権を握っていた皇族を自殺に追い込んだが，まもなく相次いで病死し，政権は皇族出身の

7 へと移った。 7 は吉備真備らを重用したが，これに不満を持つ 8 が九

州で兵をあげた。その後，再び政権は藤原氏に移ったが，孝謙太上天皇の寵愛を受けた僧の

9 が台頭し，政治にも介入するようになった。宇佐八幡宮の神託を利用して 9

を天皇に即位させようとする動きもあったが， 10 が宇佐八幡宮の神託は偽託であると

したため， 9 の即位は阻止された。また，カ）奈良時代を通じて，税収不足が深刻とな

り，税収・財源の確保のためにさまざまな土地政策がとられた。

（5） 空欄 5 ～ 10 に当てはまる適切な語句を解答群1からそれぞれ1つ選べ。

解答群1

� 玄昉 � 称徳天皇 � 聖武天皇 � 大宝律令

� 橘奈良麻呂 � 橘諸兄 � 道鏡 � 長屋王

	 藤原仲麻呂 
 藤原広嗣 � 養老律令 � 和気清麻呂

（6） 下線部オ）に関連して，平城京に関連する記述として最も適当なものを，次の�～�の中

から1つ選べ。 11

� 元正天皇の命によって平城京が造営された。

� 平城京では唐の都長安にならった条坊制が敷かれた。

� 京内を南北に貫く朱雀大路の東側を右京，西側を左京とよんだ。

� 本朝十二銭の最初のものである富本銭が宮都造営費の支払いにあてられた。
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（7） 下線部カ）に関連して，奈良時代の土地政策に関して述べた次の文Ⅰ～Ⅲについて，古い

ものから年代順に正しく配列したものを，下の�～�の中から1つ選べ。 12

Ⅰ 農民に食料・道具を支給し，10日間開墾させて田地の拡大を狙った。

Ⅱ 旧来の灌漑施設を用いて開墾した者は本人に限り田地の所有を認めた。

Ⅲ 身分による面積の制限はあるものの，墾田の永久所有を認めた。

� Ⅰ－Ⅱ－Ⅲ � Ⅰ－Ⅲ－Ⅱ � Ⅱ－Ⅰ－Ⅲ

� Ⅱ－Ⅲ－Ⅰ � Ⅲ－Ⅰ－Ⅱ � Ⅲ－Ⅱ－Ⅰ
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Ⅱ （配点36）

次の文を読み，（1）～（9）の問いに答えよ。

〔解答番号 13 ～ 21 〕

Ａ 室町時代には，灌漑や排水施設の拡充などもあり，ア）農業生産力が大きく向上した。農業

の発達に伴い商品作物も盛んに生産されるようになり，農村で生まれた手工業者の生産物とと

もに取引されるようになった。こうした農業や手工業の発展により商業も発達し，扱う商品ご

とのイ）座も増え，ウ）行商人も活躍するようになった。商品経済の発展につれ，エ）農村を含め

た広い地域で貨幣経済が浸透した。

（1） 下線部ア）に関連して，室町時代の農業に関する記述として最も適当なものを，次の�～

�の中から1つ選べ。 13

� 畿内や西日本では麦を裏作とする二毛作が行われるようになった。

� 中国から伝わった揚水機である踏車によって田に灌水が行われた。

� 稲の品種改良が行われ，早稲・中稲・晩稲という品種が生まれた。

� 貨幣経済が浸透し，干鰯・〆粕などの金肥が使用されるようになった。

（2） 下線部イ）に関連して，座に関する次の史料中の空欄 ア ・ イ に当てはまる

語句の組合せとして最も適当なものを，下の�～�の中から1つ選べ。 14

いわしみずはちまんぐうおおやまざきのじにんら ならび はたまた さ

石清水八幡宮大山崎神人等，公事幷に ア の事，免除せらるる所なり。将又摂州道
いのこ う じ てんのうじ このむら すみよし お り お の お あき ほしいまま

祖小路・天王寺・木村・住吉・遠里小野幷に江州小秋散在の土民等，恣に イ を売買
きょうこう よし よっ げ じ くだん ごと

せしむと云々。向後彼の油器を破却すべきの由，仰せ下さるる所なり。仍て下知件の如し。

（『離宮八幡宮文書』）

� ア 土倉役 イ 荏胡麻 � ア 土倉役 イ 綿

� ア 小物成 イ 荏胡麻 � ア 小物成 イ 綿

（3） 下線部ウ）に関連して，行商人に関して述べた次の文Ｘ・Ｙについて，その正誤の組合せ

として最も適当なものを，下の�～�の中から1つ選べ。 15

Ｘ 京で鮎を売り歩いた鵜飼の女性の行商人を連雀商人という。

Ｙ 京の山里の女性は肩にかついだ棒に炭や薪を下げて売り歩いた。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤
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（4） 下線部エ）に関連して，室町時代の貨幣経済に関する記述として最も適当なものを，次の

�～�の中から1つ選べ。 16

� 宋銭に加えて，乾元大宝などの明銭も広く流通するようになった。

� 遠隔地間の取引において，為替（割符）の使用が始まった。

� 農村にも貨幣経済が浸透し，年貢を銭でおさめる代銭納が始まった。

� 撰銭令で良貨と悪貨の交換比率を定めるなど貨幣流通の円滑化をはかった。

Ｂ 江戸時代を通じて，オ）江戸・大坂・京都は三都といわれ，大いに発展した。

「将軍のお膝元」である江戸は，1590年に豊臣秀吉が カ で北条氏を滅ぼした後に，徳

川家康が北条氏の支城であった江戸城に入城して大規模工事が行われ，町の礎が築かれた。江

戸幕府が開かれると，政治の中心地として，そして多くの人口を抱える消費都市として発展し

た。「天下の台所」といわれた大坂は，キ）豊臣政権下で政治・経済の中心として繁栄したが，

ク で豊臣氏が滅びた後は，経済の中心となった。平安京以来の都で，天皇が居住する

ケ）京都は，伝統工芸品の産地としても発展した。

三都の発展とともに都市間を結ぶ交通網も整備された。特に，近接する大坂・京都間では，

コ）大坂から伏見に船で運ばれた荷物が川を通って京都まで運ばれるなど，活発な交易が行われ

た。

（5） 下線部オ）に関連して，江戸に関する記述として最も適当なものを，次の�～�の中から

1つ選べ。 17

� 市中の行政や司法を担当する南・北奉行所がおかれ，月番で執務をとった。

� 江戸をはじめとする東日本の商取引では銀貨がおもに使用された。

� 江戸では荷受問屋の仲間である二十四組問屋が結成された。

� 明暦の大火を受けて，徳川綱吉のもとで町火消が設置された。

（6） 空欄 カ ・ ク に当てはまる語句の組合せとして最も適当なものを，次の�～

�の中から1つ選べ。 18

� カ 小牧・長久手の戦い ク 大坂の役

� カ 小牧・長久手の戦い ク 慶安の変

� カ 小田原攻め ク 大坂の役

� カ 小田原攻め ク 慶安の変

― 5 ―



（7） 下線部キ）に関連して，豊臣政権の施策に関する記述として最も適当なものを，次の�～

�の中から1つ選べ。 19

� 全国の主要な鉱山を直轄として金銀を独占し，慶長小判を鋳造させた。

� 全国統一を果たした後，バテレン（宣教師）追放令を出して禁教を命じた。

� 政務を分担させるために，有力家臣である石田三成らを五大老に任じた。

� 海賊取締令を出して海賊行為を禁止したため，倭寇は鎮静化した。

（8） 下線部ケ）に関連して，京都の産業に関して述べた次の文Ｘ・Ｙについて，その正誤の組

合せとして最も適当なものを，下の�～�の中から1つ選べ。 20

Ｘ 本阿弥光悦は上絵付法をもとに色絵を完成させ，京焼を大成した。

Ｙ 江戸時代後期には，西陣織で工場制手工業（マニュファクチュア）がみられるように

なった。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤

（9） 下線部コ）に関連して，京都と伏見を結ぶ川を開削した人物と，その川に就航した船の名

称の組合せとして正しいものを，次の�～�の中から1つ選べ。 21

� 人物－河村瑞賢 船－内海船 � 人物－河村瑞賢 船－高瀬船

� 人物－角倉了以 船－内海船 � 人物－角倉了以 船－高瀬船
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Ⅲ （配点36）

次の文を読み，（1）～（9）の問いに答えよ。

〔解答番号 22 ～ 30 〕

Ａ 明治時代には，政府の主導する近代化政策に伴い，ア）自然科学や技術などが西洋から積極

的に摂取された。一方で，そうした動きに対する反発も生まれたため，西洋的な思想や生活様

式と，イ）東洋的な伝統とが混在する文化が生まれた。

また，ウ）教育制度・機関の整備に加えて，政府の殖産興業政策によって交通・通信・エ）出

版などが発達したことが，文化の国民的な広がりを後押しした。

（1） 下線部ア）に関連して，明治時代の自然科学の発達に関する記述として最も適当なものを，

次の�～�の中から1つ選べ。 22

� 細菌学者の志賀潔は赤痢菌を発見した。

� 細菌学者の北里柴三郎はガーナで黄熱病の研究を行った。

� 化学者の高峰譲吉はオリザニン（ビタミンＢ1）を発見した。

� 地震学者の大森房吉はフォッサ＝マグナを発見した。

（2） 下線部イ）に関連して，明治時代の日本画に関する次の文の空欄 ア ・ イ に

当てはまる語句の組合せとして最も適当なものを，下の�～�の中から1つ選べ。 23

近代化政策を進める明治政府のもとで西洋美術教育が推進されたこともあり，日本画は一

時衰退したが，日本の伝統美術の復興をとなえる岡倉天心やアメリカ人の ア などの

尽力で，1887年に邦画（日本画）を中心とした イ が設立された。

� ア フェノロサ イ 東京美術学校

� ア フェノロサ イ 日本美術院

� ア フォンタネージ イ 東京美術学校

� ア フォンタネージ イ 日本美術院

（3） 下線部ウ）に関連して，明治時代の教育に関して述べた次の文Ⅰ～Ⅲについて，古いもの

から年代順に正しく配列したものを，下の�～�の中から1つ選べ。 24

Ⅰ 小学校において，文部省著作の教科書を使う国定教科書制度が導入された。

Ⅱ 教育に関する勅語（教育勅語）が出され，忠君愛国の精神が強調された。

Ⅲ 文相森有礼のもとで学校令が出され，国家主義的教育制度の基礎が確立された。

� Ⅰ－Ⅱ－Ⅲ � Ⅰ－Ⅲ－Ⅱ � Ⅱ－Ⅰ－Ⅲ

� Ⅱ－Ⅲ－Ⅰ � Ⅲ－Ⅰ－Ⅱ � Ⅲ－Ⅱ－Ⅰ
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（4） 下線部エ）に関連して，明治時代の出版に関する記述として最も適当なものを，次の�～

�の中から1つ選べ。 25

� 坪内逍遙は言文一致体の小説である『浮雲』を出版した。

� 北村透谷らが創刊した『文学界』はロマン主義文学の母体となった。

� 『万朝報』を退社した幸徳秋水らは政教社を結成し，機関紙を発行した。

� 福沢諭吉は明六社の機関誌『明六雑誌』に「脱亜論」を発表した。

Ｂ 満州事変以後，日本でもナショナリズムが高揚するなかで，政府による社会主義運動への弾

圧は強化され，社会主義勢力の転向が相次いだ。また，思想統制も厳しくなり，1935年には

オ）国体明徴声明が出されるなど，カ）思想や学問への弾圧事件が相次いだ。1937年に日中戦争が

勃発すると，翌年にはキ）石川達三が特派員として取材して著した『生きてゐる兵隊』が発禁

処分を受けた。

日中戦争が長期化するなかで，ク）人々の生活も大きな制約を受けるようになった。また，

ケ）政府による戦時統制も強化されていった。

（5） 下線部オ）に関連して，国体明徴声明を出した内閣と，国体明徴声明が否定した学説の組

合せとして最も適当なものを，次の�～�の中から1つ選べ。 26

� 内閣－岡田啓介内閣 学説－天皇機関説

� 内閣－岡田啓介内閣 学説－民本主義

� 内閣－広田弘毅内閣 学説－天皇機関説

� 内閣－広田弘毅内閣 学説－民本主義

（6） 下線部カ）に関連して，思想・学問に対する弾圧に関する記述として最も適当なものを，

次の�～�の中から1つ選べ。 27

� 京大教授津田左右吉の自由主義的刑法学説が非難され，休職処分を受けた。

� 東大教授矢内原忠雄のとなえる小日本主義が反戦思想として攻撃された。

� 人民戦線事件で，大内兵衛らの経済学者が治安維持法違反で検挙された。

� 国家改造運動の理論的指導者である北一輝は獄中で転向声明を出した。

（7） 下線部キ）に関連して，1943年に『細雪』の連載禁止処分を受けた作家と，その人物が大

正時代に著した作品の組合せとして最も適当なものを，次の�～�の中から1つ選べ。

28

� 作家－有島武郎 作品－『或る女』

� 作家－有島武郎 作品－『痴人の愛』

� 作家－谷崎潤一郎 作品－『或る女』

� 作家－谷崎潤一郎 作品－『痴人の愛』
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（8） 下線部ク）に関連して，戦時中の国民生活に関する記述として最も適当なものを，次の

�～�の中から1つ選べ。 29

� 兵力不足を補うために，全学生の徴兵猶予を停止して学徒出陣を断行した。

� 地域の治安維持のために，女性の自警組織である女子挺身隊が組織された。

� 国民学校令が出され，小学校・中学校は国民学校に統合された。

� 米の安定供給をめざして，政府は農家に対する米の供出制を実施した。

（9） 下線部ケ）に関連して，政府による戦時統制に関して述べた次の文Ｘ・Ｙについて，その

正誤の組合せとして最も適当なものを，下の�～�の中から1つ選べ。 30

Ｘ 国家総動員法によって政府は議会の審議を経ずに勅令で戦時に必要な人員・物資を動員

できるようになった。

Ｙ 東条英機内閣のもとで行われた衆議院議員総選挙で政府の推薦候補が絶対多数を獲得し

た結果，議会は政府の政策を承認するだけの機関になった。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤
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Ⅳ （配点30）

次の文を読み，（1）～（10）の問いに答えよ。

〔解答番号 31 ～ 40 〕

（1） 縄文時代の遺跡から発見された石材の産出地に関連して，長野県和田峠などを原産地とし

て，石器の材料として使用された石材として最も適当なものを，次の�～�の中から1つ選

べ。 31

� アスファルト � 黒曜石 � サヌカイト � ひすい

（2） 古墳時代の信仰に関する記述として最も適当なものを，次の�～�の中から1つ選べ。

32

� 身についた穢れや災いを神に祈って取り除く抜歯が行われた。

� 心身の罪や穢れを清浄な水によって清める加持祈禱が行われた。

� 春には五穀豊穣を祈る農耕儀礼である祈年祭が行われた。

� 鹿の骨を焼いた際の割れ目の形で吉凶を判断する盟神探湯が行われた。

（3） 平安時代の政争に関する記述として最も適当なものを，次の�～�の中から1つ選べ。

33

� 承和の変で伴善男・橘逸勢が処罰されると，藤原氏北家の優位が確立した。

� 応天門の変の結果，藤原良房が正式に臣下で初めて関白に任じられた。

� 宇多天皇が出した勅書をめぐる阿衡の紛議後，藤原基経が摂政に就いた。

� 源高明が大宰府に左遷された安和の変後，摂政・関白はほぼ常置された。

（4） 内管領平頼綱が有力御家人安達泰盛を滅ぼした事件として最も適当なものを，次の�～�

の中から1つ選べ。 34

� 霜月騒動 � 比企氏の乱 � 宝治合戦 � 和田合戦

（5） 南北朝の動乱に関して述べた次の文Ｘ・Ｙについて，その正誤の組合せとして最も適当な

ものを，下の�～�の中から1つ選べ。 35

Ｘ 足利尊氏が京都に入って光厳天皇を擁立すると，後醍醐天皇は京都を脱出して吉野に移

り，北朝と南朝が並び立つ状態となった。

Ｙ 北朝側では，足利尊氏の執事で急進派の高師直と，尊氏の弟で漸進派の足利直義が対立

した。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤
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（6） 家臣団の城下町一乗谷への集住などを定めている分国法（家法）あるいは家訓として最も

適当なものを，次の�～�の中から1つ選べ。 36

� 朝倉孝景条々 � 今川仮名目録 � 塵芥集 � 甲州法度之次第

（7） 享保の改革における政策に関する記述として最も適当なものを，次の�～�の中から1つ

選べ。 37

� 年貢の増収をはかるために，従来の定免法にかえて検見法を採用した。

� 目安箱への投書を受け，都市の窮民政策の一環として人足寄場を設置した。

� 『蕃薯考』を著した野呂元丈に，甘藷の栽培の普及を推進させた。

� 大岡忠相らが裁判・刑罰の基準となる公事方御定書を編纂した。

（8） 自由民権運動に関連して，松方正義の政策により困窮した農民らが困民党を組織して蜂起

した激化事件として最も適当なものを，次の�～�の中から1つ選べ。 38

� 加波山事件 � 秩父事件 � 名古屋事件 � 福島事件

（9） 第一次護憲運動に関する記述として最も適当なものを，次の�～�の中から1つ選べ。

39

� 立憲政友会の尾崎行雄，立憲国民党の犬養毅らが中心となって，「政費節減・民力休養」

をスローガンに，第3次桂太郎内閣打倒運動を展開した。

� 尾崎行雄が国会において行った桂内閣弾劾演説は，舌禍事件である共和演説事件へと発

展した。

� 桂太郎は，自らが総裁となって立憲同志会を結成し，第一次護憲運動に対抗した。

� 第一次護憲運動の結果，第3次桂太郎内閣は総辞職し，立憲政友会を与党とする第1次

山本権兵衛内閣が成立した。

（10） 連合国軍による占領に関して述べた次の文Ｘ・Ｙについて，その正誤の組合せとして最も

適当なものを，下の�～�の中から1つ選べ。 40

Ｘ 日本本土では直接軍政は敷かれず，ＧＨＱ（連合国軍最高司令官総司令部）の指令・勧

告のもとで日本政府が政治を行う間接統治がとられた。

Ｙ 対日占領政策を決定する機関として，ワシントンに対日理事会がおかれた。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤
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