
Ⅰ （配点36）

次の文を読み，（1）～（9）の問いに答えよ。

〔解答番号 1 ～ 9 〕

Ａ 厩戸王（聖徳太子）の死後さらに勢力を伸ばしたア）蘇我氏は，政権内の有力者を滅ぼすな

どして権力の集中を進めていった。こうした蘇我氏の独裁に対する不満を背景に，645年に中

大兄皇子らが蘇我本宗家を滅ぼし， イ を即位させ，翌年にはウ）改新の詔を出して改新

政府の政治の基本方針を明らかにした。中大兄皇子は皇太子となり，即位しないまま政治を主

導したが， エ 後の対外的な危機が高まるなかでオ）天智天皇として即位し，政治改革を

進めていった。

（1） 下線部ア）に関連して，蘇我氏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。 1

� 仏教公伝の際，仏教の崇拝を主張した蘇我稲目は物部尾輿と対立した。

� 蘇我馬子は，敏達天皇を暗殺した後に推古天皇を即位させた。

� 蘇我蝦夷・入鹿父子は難波宮で中大兄皇子・中臣鎌足らに討たれた。

� 蘇我倉山田石川麻呂は，国博士として改新政府に参加した。

（2） 空欄 イ ・ エ 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。 2

� イ 皇極天皇 エ 磐井の乱 � イ 皇極天皇 エ 白村江の戦い

� イ 孝徳天皇 エ 磐井の乱 � イ 孝徳天皇 エ 白村江の戦い

日本史（情報科学部・知的財産学部）

日 本 史
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（3） 下線部ウ）に関連して，次の史料は改新の詔の一部である。この史料に関して述べた下の

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，あとの�～�の中から1つ

選べ。 3

そ む か し こ し ろ ところどころ み や け およ こと おみ

其の一に曰く，昔在の天皇等の立てたまへる子代の民，処々の屯倉，及び，別には臣・
むらじ とものみやつこ くにのみやつこ むらのおびと た も て か き べ たどころ や よ じ き ふ まえつきみ

連・伴 造・国 造・村 首の所有る部曲の民，処々の田荘を罷めよ。仍りて食封を大夫より
たま おのおの くだ き ぬ

以上に賜ふこと，各差有らむ。降りて布帛を以て，官人・百姓に賜ふこと，差有らむ。……
はじ み さ と くにのみこともち こおりのみやつこ せきそこ う か み さきもり は ゆ ま

其の二に曰く，初めて京師を修め，畿内・国 司・郡 司・関塞・斥候・防人・駅馬・
つたわりうま すずしるし つく やまかわ

伝 馬を置き，鈴契を造り，山河を定めよ。……

（『日本書紀』）

Ｘ 天皇の直属民である子代・屯倉，諸豪族の私有民である部曲と田荘を廃止することが示

された。

Ｙ 国司・郡司などの行政組織，斥候・防人などの軍事制度，関塞・伝馬などの交通制度を

定めることが示された。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤

（4） 下線部オ）に関連して，天智天皇時代の事績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

� 北陸や東国などとの交通の便がよい近江大津宮に遷都した。

� 初の全国におよぶ戸籍である庚午年籍を作成した。

� 国内最古の鋳造貨幣である富本銭を鋳造した。

� 天皇を中心とする身分秩序に豪族を編成するために八色の姓を制定した。
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Ｂ 奈良時代末期に仏教勢力の介入により政治が乱れたことから，784年に長岡京に遷都された

が，造長岡宮使の カ の暗殺を受けて，794年に平安京に遷都された。キ）桓武天皇は律

令制の再建をはかるとともに，ク）蝦夷征討と平安京造営の二大事業を続けたが， ケ の

建議を受けて二大事業を中止した。桓武天皇の政治方針は子の平城天皇・コ）嵯峨天皇にも受

け継がれた。しかし，平安時代初期には農民の浮浪・逃亡などにより朝廷は財政の維持が困難

になっていった。そこで，サ）朝廷は直接に田地を経営して，財源を確保するようになって

いった。

（5） 空欄 カ ・ ケ 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。 5

� カ 藤原種継 ケ 菅野真道 � カ 藤原種継 ケ 藤原緒嗣

� カ 藤原百川 ケ 菅野真道 � カ 藤原百川 ケ 藤原緒嗣

（6） 下線部キ）に関連して，桓武天皇の事績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。 6

� 兵士の質の低下を受けて軍団を全廃し，新たに全国で健児を採用した。

� 雑徭の期間を年間60日から30日に改め，公民の負担の軽減をはかった。

� 京の治安維持などにあたる令外官である検非違使を設けた。

� 班田の期間を12年（一紀）1班から6年1班に改め，班田を励行した。

（7） 下線部ク）に関連して，平安時代の東北経営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。 7

Ⅰ 胆沢城が築城され，多賀城から鎮守府が移された。

Ⅱ 征夷将軍に任じられた文室綿麻呂が蝦夷を平定した。

Ⅲ 坂上田村麻呂が征夷大将軍に就任した。

� Ⅰ－Ⅱ－Ⅲ � Ⅰ－Ⅲ－Ⅱ � Ⅱ－Ⅰ－Ⅲ

� Ⅱ－Ⅲ－Ⅰ � Ⅲ－Ⅰ－Ⅱ � Ⅲ－Ⅱ－Ⅰ

（8） 下線部コ）に関連して，嵯峨天皇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。 8

� 嵯峨天皇の治世には，三代格式の最初のものである貞観格式が完成した。

� 和様の書の名手である嵯峨天皇は，空海・橘逸勢とともにのちに三筆といわれた。

� 嵯峨天皇は，平城太上天皇の変（薬子の変）に際して，藤原冬嗣を蔵人頭に任じた。

� 嵯峨天皇は最澄を保護し，最澄に平安京内に東寺（教王護国寺）を与えた。
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（9） 下線部サ）に関連して，直営方式の田地のうち，大宰府管内に設けられたものと畿内に設

置されたもの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。 9

� 大宰府－官田 畿内－勅旨田

� 大宰府－公営田 畿内－勅旨田

� 大宰府－公営田 畿内－官田

� 大宰府－勅旨田 畿内－公営田
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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 10 ～ 18 〕

Ａ 11世紀末以降，白河上皇からア）後白河法皇の時期にかけての院政期において，各地で武士

団が成長し，庶民が台頭したことを背景に，上皇や貴族に加えて，武士・庶民を担い手とする

文化が発達した。

文学では，イ）貴族の栄華を振り返る歴史物語が書かれた一方で，武士の活躍を描いた軍記

物語も書かれるようになった。このほか，インド・中国などの仏教説話を集めた『今昔物語

集』も編まれた。また，大和絵の手法を用いて，詞書と絵を交互に書いたウ）絵巻物が多くつ

くられた。

平安時代後期からの浄土信仰は，地方へも広がり， エ が平泉に建立した中尊寺金色

堂や現在の鳥取県の山中にある オ などの阿弥陀堂が地方につくられた。

（1） 下線部ア）に関連して，後白河法皇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。 10

Ｘ 後白河法皇が白河に建立した法勝寺をはじめとする6つの寺院は六勝寺と総称されてい

る。

Ｙ 後白河法皇自身が民間で流行していた今様を学んで，それらを『梁塵秘抄』にまとめた。

� 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，院政期につくられた歴史物語・軍記物語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。 11

� 藤原氏の栄華を批判的に述べた歴史物語『今鏡』が著された。

� 高倉天皇までを扱った歴史物語『増鏡』が著された。

� 前九年合戦を描いた軍記物語である『陸奥話記』が著された。

� 源平の争乱を描いた軍記物語である『平家物語』が著された。

（3） 下線部ウ）に関連して，院政期の絵巻物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。 12

� 『伴大納言絵巻』には承和の変で伴健岑が失脚する過程が描かれている。

� 『信貴山縁起絵巻』には信貴山に住む僧命蓮の奇跡などが描かれている。

� 『平治物語絵巻』は源氏が失脚し平氏が政権を握る契機となった平治の乱が描かれてい

る。

� 高階隆兼による『春日権現験記』には春日神社の由来などが描かれている。
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（4） 空欄 エ ・ オ 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。 13

� エ 藤原清衡 オ 三仏寺投入堂

� エ 藤原清衡 オ 白水阿弥陀堂

� エ 藤原秀衡 オ 三仏寺投入堂

� エ 藤原秀衡 オ 白水阿弥陀堂

Ｂ 江戸幕府5代将軍徳川綱吉の治世を中心とする時期には，上方の町人をおもな担い手とする

元禄文化が栄えた。

封建体制の維持のために，幕府はカ）儒学のうち朱子学を重視したが，朱子学以外を禁じた

わけではなかったため，岡山藩主池田光政に登用されたキ）熊沢蕃山のような陽明学者も活躍

した。また，儒学の影響で合理的思考や実証的研究が盛んになり，ク）自然科学などの学問が

発達した。このほか，人形浄瑠璃や歌舞伎などの演劇が大きく発展した。人形浄瑠璃では，

ケ の『曽根崎心中』などが演じられ，歌舞伎では上方において和事を得意とする

コ が出て活躍した。さらに，経済的に力をつけたサ）上方の有力町人を中心に洗練され

た美術作品が生み出された。

（5） 下線部カ）に関連して，儒学者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。 14

� 藤原惺窩の推挙で林鵞峰が幕府に登用されたことにより，林家が興隆した。

� 徳川綱吉により林鳳岡（信篤）が初代大学頭に任じられた。

� 古文辞学派の山鹿素行は『聖教要録』で朱子学を批判したため処罰された。

� 孔子・孟子の古典に立ち返ることを説く伊藤仁斎は，私塾蘐園塾を開いた。

（6） 下線部キ）に関連して，熊沢蕃山の著書と，彼が設立した学塾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。 15

� 著書－『大学或問』 学塾－閑谷学校

� 著書－『大学或問』 学塾－花畠教場

� 著書－『経済録』 学塾－閑谷学校

� 著書－『経済録』 学塾－花畠教場

（7） 下線部ク）に関連して，元禄文化期の自然科学に関する記述として最も適当なもの，次の

�～�の中から1つ選べ。 16

� 本草学者の稲生若水は加賀藩主前田綱紀の保護下で『庶物類纂』を著した。

� 農学者の宮崎安貞は『広益国産考』を著して農業技術の普及につとめた。

� 渋川春海（安井算哲）は暦の誤差を修正して宣明暦を完成させた。

� 吉田光由は筆算代数式とその計算法を研究し『発微算法』を著した。
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（8） 空欄 ケ ・ コ 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。 17

� ケ 井原西鶴 コ 坂田藤十郎

� ケ 井原西鶴 コ 芳沢あやめ

� ケ 近松門左衛門 コ 坂田藤十郎

� ケ 近松門左衛門 コ 芳沢あやめ

（9） 下線部サ）に関連して，元禄文化期の美術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。 18

Ｘ 尾形光琳は『燕子花図屛風』などの絵画のほか，『色絵藤花文茶壷』のような陶器でも

優れた作品を残した。

Ｙ 菱川師宣は肉筆浮世絵『見返り美人図』を描き，浮世絵を大成した。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤
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Ⅲ （配点48）

次の文を読み，（1）～（7）の問いに答えよ。

〔解答番号 19 ～ 30 〕

Ａ 近代化を進める明治政府にとって不平等条約の改正は急務であった。1871年に条約改正の予

備交渉のために 19 を特命全権大使とする使節が派遣されたが，交渉は不調に終わった。

1876年からは外務卿 20 により関税自主権の回復を目的とした条約改正交渉が行われた

が，失敗に終わった。1882年からア）井上馨が極端な欧化主義をとりながら条約改正交渉を進

めたが， 21 に対する批判や改正案への反発から井上は辞任に追い込まれた。その後，

大隈重信が交渉を行ったが，改正案への不満から大隈が 22 の青年に襲われて負傷した

ため，交渉は中止された。1891年からは青木周蔵が交渉を担当し，イギリスと領事裁判権の撤

廃と関税自主権の一部回復に合意したが， 23 により青木が引責辞任し，交渉は中断さ

れた。日清戦争開戦直前の1894年には 24 によって日英通商航海条約が結ばれ，領事裁

判権の撤廃が実現したが，イ）関税自主権の完全回復は1911年まで待たねばならなかった。

（1） 空欄 19 ～ 24 に当てはまる適切な語句を解答群1からそれぞれ1つずつ選べ。

解答群1

� 伊藤博文 � 岩倉具視 � 榎本武揚

� 大津事件 � 血盟団 � 玄洋社

� 小村寿太郎 � シーメンス事件 	 寺島宗則


 ノルマントン号事件 � 閔妃殺害事件 � 陸奥宗光

（2） 下線部ア）に関連して，井上馨の条約改正交渉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

� 大審院に限り外国人判事の任用を認めていたため，激しい反発を受けた。

� 極端な欧化主義をとり，辰野金吾が設計した鹿鳴館で舞踏会を開いていた。

� 井上の改正案は法律顧問のボアソナードなど，政府内部からも反対された。

� 交渉失敗後，三大事件建白運動が展開され，井上は辞任に追い込まれた。
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（3） 下線部イ）に関連して，1911年に不平等条約の改正が実現した背景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。

26

Ｘ 日露戦争の勝利により日本の国際的な地位が向上した。

Ｙ 憲法や諸法典が整備され，日本で立憲主義が確立したと諸外国が認めた。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤

Ｂ 1919年，ウ）第一次世界大戦の講和会議がパリで開かれ，元老の西園寺公望が首席全権とし

て参加した。この会議の際にアメリカ大統領ウィルソンが提唱した14カ条の影響で，エ）国際

的に民族自決の風潮が強まった。また，第一次世界大戦の反省から軍縮の動きが強まり，アメ

リカの提唱で1921年からオ）ワシントン会議が開かれた。ワシントン会議後も国際協調の風潮

は続き，日本ではカ）外相の幣原喜重郎によって協調外交が展開された。

（4） 下線部ウ）に関連して，パリ講和会議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。 27

Ｘ ヴェルサイユ条約により日本は山東省の旧ドイツ権益の継承が認められ，赤道以北の旧

ドイツ領南洋諸島の委任統治権を獲得した。

Ｙ 国際平和維持機関として国際連盟の設立が決められ，アメリカなどとともに日本も常任

理事国として設立時から参加した。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤

（5） 下線部エ）に関連して，パリ講和会議以降に起こった東アジアにおける民族運動に関する

記述として最も適当なものを，次の�～�の中から1つ選べ。 28

� 中国では日本の二十一カ条の要求への反発などから三・一独立運動が起こった。

� 京城のパゴダ公園で独立宣言が読み上げられたことに端を発する五・四運動が全国に広

がった。

� 第3次日韓協約で軍隊が解散させられると，元兵士が参加して反日武装闘争が本格化し

た。

� 上海では在華紡の中国人労働者のストライキから，反帝国主義のストライキとなった

五・三○事件がおこった。
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（6） 下線部オ）に関連して，ワシントン会議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

� ワシントン会議には寺内正毅内閣の加藤友三郎海相らが全権として参加した。

� 太平洋の平和に関する四カ国条約が結ばれた結果，石井・ランシング協定は廃棄された。

� 中国問題に関する九カ国条約が結ばれた結果，日英同盟は廃棄された。

� 主力艦の保有量を制限するワシントン海軍軍縮条約が結ばれた。

（7） 下線部カ）に関連して，幣原が外相を務めた時期の出来事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。 30

� ソ連との間に日ソ中立条約を結び，国交を樹立した。

� 補助艦制限のためのジュネーブ海軍軍縮会議に参加したが，不成立に終わった。

� ロンドン海軍軍縮条約を結んだ結果，国内では統帥権干犯問題が起こった。

� 国際紛争の解決手段としての戦争を放棄する不戦条約に調印した。
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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） 相沢忠洋が発見し，日本に旧石器時代が存在したことを明らかにした遺跡として最も適当

なものを，次の�～�の中から1つ選べ。 31

� 岩宿遺跡 � 大森貝塚 � 亀ヶ岡遺跡 � 三内丸山遺跡

（2） 邪馬台国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。 32

Ｘ 「魏志」倭人伝には，邪馬台国の女王卑弥呼が安帝に生口160人を献じたことが記されて

いる。

Ｙ 卑弥呼の死後，男性が邪馬台国の王となったが，内乱が起こったため，卑弥呼の宗女の

壱与（台与か）が王となった。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤

（3） 平安時代中期以降の地方の武士にかかわる出来事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

� 平将門は新皇と称して東国の大半を占領したが，小野好古・源経基らに鎮圧された。

� もと伊予の国司であった藤原純友は，任期終了後に海賊らと結んで反乱を起こしたが，

平貞盛・藤原秀郷らに鎮圧された。

� 追討使源頼信が，房総半島一帯で反乱を起こした平忠常を討ったことをきっかけに，源

氏は東国に地盤を築いた。

� 清原氏の内紛に源義家が介入した前九年合戦により，源義家と東国武士団の主従関係が

強固なものになった。

（4） 所領に関する訴訟の迅速化をはかるために設置された鎌倉幕府の機関として最も適当なも

のを，次の�～�の中から1つ選べ。 34

� 鎮西探題 � 引付 � 評定衆 � 連署
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（5） 建武の新政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。

35

� 後醍醐天皇は，摂政・関白に皇族を任じて皇族中心の政治運営を行った。

� 中央には所領関係の裁判にあたる記録所などがおかれた。

� 公家の優位を示すため，諸国では守護を廃して国司に一本化した。

� 武家の慣習に従わずに綸旨で所領を安堵したため，武士の不満が高まった。

（6） 織田信長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。 36

� 織田信長と徳川家康の連合軍は，桶狭間の戦いで武田勝頼を破った。

� 経済振興のために城下に楽市令を出し，商工業者に自由な取引を認めた。

� 天下統一の妨げになるとして，仏教・キリスト教を弾圧した。

� 室町幕府15代将軍足利義輝を京都から追放し，室町幕府を滅ぼした。

（7） 江戸幕府の職制に関連して，大名の監察を担当した役職として最も適当なものを，次の

�～�の中から1つ選べ。 37

� 大目付 � 側用人 � 町奉行 � 若年寄

（8） 幕末の動乱に関連して，八月十八日の政変で京都から追放された長州藩勢力が京都に攻め

のぼるきっかけとなった，新選組による尊王攘夷派襲撃事件として最も適当なものを，次の

�～�の中から1つ選べ。 38

� 生野の変 � 池田屋事件

� 禁門の変（蛤御門の変） � 生麦事件

（9） 第一次世界大戦期の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。 39

� 日本の生糸の輸出量は中国の輸出量をこえて世界第1位となった。

� 鉄鋼業の振興がはかられ，新たに八幡製鉄所・鞍山製鉄所が設立された。

� 工業生産額が農業生産額を上回り，日本は工業国となった。

� 農業が停滞したことから，寄生地主制が崩壊した。
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（10）55年体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。 40

Ｘ 1955年に日本民主党と自由党が合同して自由民主党が結成されたことを受けて，左右両

派に分裂していた日本社会党も統一された。

Ｙ 1993年に日本社会党党首の村山富市を首班とする内閣が成立したことで，長く続いた55
しゅうえん

年体制は終焉をむかえた。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤
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