
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 縄文時代の終わり頃に，朝鮮半島に近い九州北部で水稲耕作が始まり，紀元前4世紀頃には

ア）水稲耕作が西日本に広がり，弥生文化が成立した。弥生時代には，九州北部で朝鮮半島の影

響を受けた支石墓がみられるほか， イ に倭で百余国が分立していた紀元前1世紀に，

一部の国が，当時の中国王朝が設けた四郡の一つである ウ に使者を送っていたことが

記されており，倭が朝鮮半島と交流を持ってきたことがうかがわれる。

4世紀になると，朝鮮半島北部に勢力を拡大した高句麗が ウ を滅ぼした。朝鮮半島

南部は小国連合からなる3地域に分かれていたが，4世紀中頃に， エ の地に百済が成

立したのを皮切りに，それぞれの地域に国家が形成され， オ 倭は加耶（加羅）諸国と

密接な関係を持っていた。カ）4世紀後半に高句麗の南下が進むと，朝鮮半島南部の国と結び，

倭も高句麗と戦った。キ）5世紀以降，大陸の戦乱を逃れるように朝鮮半島や中国大陸などか

ら人々が渡来し，多くの文物を伝えた。

（1） 下線部ア）に関連して，弥生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。 1

� 弥生時代初め頃には，湿地を利用した湿田に，籾を直播することが多かった。

� 銅戈などの鉄製工具を用いて，木鍬・木鋤などの木製農具がつくられた。

� 稲の収穫では，石包丁を使って根元から刈り取る根刈りが行われた。

� 水田跡を伴う遺跡の分布から，東日本では水稲耕作は行われていなかった。

（2） 空欄 イ ・ ウ 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 『漢書』地理志 ウ 帯方郡 � イ 『漢書』地理志 ウ 楽浪郡

� イ 『後漢書』東夷伝 ウ 帯方郡 � イ 『後漢書』東夷伝 ウ 楽浪郡

（3） 空欄 エ ・ オ に当てはまる語句と記述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。 3

� エ 辰韓 オ 安東大将軍の称号を認められた

� エ 辰韓 オ 鉄資源と加工技術を求める

� エ 馬韓 オ 安東大将軍の称号を認められた

� エ 馬韓 オ 鉄資源と加工技術を求める
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（4） 下線部カ）に関連して，4世紀末の倭軍と高句麗との戦い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。

4

Ｘ 高句麗の好太王は，自身が倭と戦って勝利したことを記録するために，丸都に石碑を建

立した。
しんがい かみつおや お お ひ こ

Ｙ 好太王の碑文には「辛亥年七月中記す。乎�居臣，上祖の名は意冨比垝，其の
こ た か り の す く ね

児多加利足尼，……」と391年に高句麗と倭が交戦したことが記されている。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤

（5） 下線部キ）に関連して，渡来人および渡来人の伝えた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。 5

� 弥生土器の系統を引く須恵器に加え，朝鮮半島の技術による土師器がつくられた。

� ヤマト政権は渡来人を韓鍛冶部・錦織部・鞍作部などの品部に編成して用いた。

� 秦氏の祖とされる阿知使主は文筆に優れ，史部を管理したとされている。

� 東漢氏の祖とされる王仁は，『論語』『千字文』を伝えたとされている。

Ｂ 6世紀初めの大連の ク の失策により，ヤマト政権は朝鮮半島における影響力を弱

め，6世紀中頃の加耶の滅亡により朝鮮半島におけるヤマト政権の勢力は大きく減退した。一

方で，6世紀中頃には百済からケ）仏教が公伝したほか，7世紀には百済の僧 コ が暦法

を伝えるなど，ヤマト政権は百済と良好な関係を維持した。660年に百済が新羅と唐の連合軍

に滅ぼされると，ヤマト政権は朝鮮半島に大軍を派遣したが，新羅・唐の連合軍に敗れた。ヤ

マト政権は，サ）白村江の戦い後に派遣された新羅使の要請もあり，国交を回復させた。また，

中国東北部に建国されたシ）渤海とも国交を開き，交易を行った。

　

（6） 空欄 ク ・ 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。 6

� ク 大伴金村 コ 観勒 � ク 大伴金村 コ 曇徴

� ク 大伴家持 コ 観勒 � ク 大伴家持 コ 曇徴
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（7） 下線部ケ）に関連して，仏教公伝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。 7

� 鞍作鳥のように，渡来人は仏教公伝以前から仏教を信仰していたことが知られる。

� 百済の聖（明）王から継体天皇に仏像と経典が贈られ，日本に仏教が公伝した。

� 仏教の受け入れを巡り，受容派の蘇我稲目と否定派の物部尾輿が対立した。

� 『上宮聖徳法王帝説』・『日本書紀』は仏教公伝の時期を552年としている。

（8） 下線部サ）に関連して，白村江の戦い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

� 朝鮮半島に派遣するための倭軍を指揮していた斉明天皇が九州で亡くなると，中大兄皇

子が天智天皇となって倭軍を派遣した。

� 白村江の戦い後，朝廷は唐・新羅の襲来に備えて，西日本全域に防人と通信施設である

烽を置いた。

� 白村江の戦い後，大宰府の北に水城を築き，百済からの亡命者の指導で西日本各地に朝

鮮式山城を築いた。

� 白村江の戦い後，国制の整備を進め，国土の防衛力を高めるために，近江の紫香楽宮に

遷都された。

（9） 下線部シ）に関連して，渤海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。 9

Ｘ 渤海から日本に派遣された使節は，松原客院や能登客院などでもてなされた。

Ｙ 10世紀に高麗に渤海が滅ぼされるまで，日本と渤海は貿易などで活発に交流した。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤
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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 鎌倉時代には伝統的な公家文化を受け継ぎつつ，武士の気風にあった文化が生まれた。

戦乱や社会不安を背景に，ア）新しい仏教が生まれたことに対抗してイ）旧仏教でも改革が行

われた。また，鎌倉新仏教の影響を受けて伊勢外宮の神官である ウ が伊勢神道とよば

れる独自の神道理論を完成させるなど，宗教界で大きな動きが起こった。

貴族は政治的には衰退したものの，文化の担い手として重要な役割を果たした。過去への懐

古から朝廷の儀式や先例を研究する有職故実が生まれた。また， エ の命で『新古今和

歌集』が編まれるなど，和歌が盛んになった。

一方，オ）武士の台頭を背景に軍記物語や合戦を題材とした絵巻物もつくられた。また，特

にカ）建築や彫刻などでは武士の気風を反映した力強い作品が多くつくられた。

（1） 下線部ア）に関連して，鎌倉新仏教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。 10

� 浄土真宗の開祖法然は，ただひたすらに念仏をとなえれば極楽往生できるとした。

� 時宗の開祖一遍は，諸国を遊行しながら，踊念仏によって布教した。

� 栄西が伝えた臨済宗は，俗世的権力との接触を避け，山中の永平寺を拠点とした。

� 道元が伝えた曹洞宗では，題目唱和と坐禅を重視し，厳しい修行を行った。

（2） 下線部イ）に関連して，鎌倉時代の旧仏教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。 11

Ｘ 旧仏教は，朝廷・鎌倉幕府の保護を受けており，依然として力を有していた。

Ｙ 明恵（高弁）は病人救済施設の北山十八間戸をつくるなど社会事業に尽力した。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤

（3） 空欄 ウ ・ 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。 12

� ウ 吉田兼俱 エ 後白河上皇 � ウ 吉田兼俱 エ 後鳥羽上皇

� ウ 度会家行 エ 後白河上皇 � ウ 度会家行 エ 後鳥羽上皇
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（4） 下線部オ）に関連して，鎌倉時代の軍記物語および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。 13

� 仏教的無常観に立って，源平の争乱を平氏の興亡を中心に描いた『平家物語』が著され

た。

� 陸奥の豪族安倍頼時が起こした反乱である前九年合戦を題材に『陸奥話記』が著された。

� 後白河天皇と崇徳上皇の対立をきっかけに起こり，崇徳上皇が配流された平治の乱を題

材に『平治物語絵巻』が描かれた。

� 安達泰盛は蒙古襲来（元寇）の際の自身の武功を子孫に伝えるために『蒙古襲来絵巻』

に描かせた。

（5） 下線部カ）に関連して，鎌倉時代の彫刻と作者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。 14

� 興福寺天灯鬼・竜灯鬼像－運慶 � 興福寺無著・世親像－快慶

� 東大寺僧形八幡神像－康弁 � 六波羅蜜寺空也上人像－康勝

Ｂ 幕政を主導していた松平定信が キ などで将軍徳川家斉と対立して失脚すると，家斉

が将軍として，譲位後には大御所として自ら政治を行った。家斉は緩慢な政治を行ったため，

ク）農村では貧富の差が拡大して百姓一揆などが相次ぎ，治安の悪化が問題化した。国内外の混

乱と危機は「内憂外患」として，幕府の政治課題となった。

緩慢な政治により風俗も華美になり，幕府の財政が悪化する一方で，経済の活発化や三都の

繁栄を背景に，ケ）庶民を含めた町人を担い手とする文化が発達した。また，国内外でさまざ

まな問題が明らかになった時期でもあったため，諸問題への対応を模索すべくコ）新しい学問

や思想が生まれたほか，天文方高橋景保の建言によって蘭書・外交文書の翻訳を担う機関とし

て サ が設置された。

（6） 空欄 キ ・ サ 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。 15

� キ 紫衣事件 サ 蛮書和解御用 � キ 紫衣事件 サ 洋書調所

� キ 尊号一件 サ 蛮書和解御用 � キ 尊号一件 サ 洋書調所
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（7） 下線部ク）に関連して，大御所時代の社会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

� 関東では治安が悪化したことを受けて関東取締出役が設置され，無宿人や博徒の取り締

まりなどにあたった。

� 無宿人の増加と治安の悪化に対応して，職業訓練・社会復帰のための授産施設として人

足寄場が設置された。

� 天明の飢饉に際して，幕領である甲斐郡内地方の百姓らが世直しを求めて一揆を起こし

た。

� もと大坂町奉行所の役人だった大塩平八郎の蜂起に呼応して，「大塩の門弟」と称する

陽明学者の生田万が柏崎で蜂起した。

（8） 下線部ケ）に関連して，江戸時代に庶民に人気を博した文学作品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。 17

Ⅰ 柳亭種彦は，『源氏物語』の舞台を室町時代に移した『偐紫田舎源氏』を著した。

Ⅱ 山東京伝は，『曽我物語』に題材をとって，遊里の実情を『仕懸文庫』に著した。

Ⅲ 井原西鶴は，勤勉・倹約な町人の話などの短編からなる『日本永代蔵』を著した。

� Ⅰ－Ⅱ－Ⅲ � Ⅰ－Ⅲ－Ⅱ � Ⅱ－Ⅰ－Ⅲ

� Ⅱ－Ⅲ－Ⅰ � Ⅲ－Ⅰ－Ⅱ � Ⅲ－Ⅱ－Ⅰ

（9） 下線部コ）に関連して，本多利明の著書『経世秘策』の記述として最も適当なものを，次

の�～�の中から1つ選べ。 18
わか

� たとへ右等の事之無く候共，御打払に相成候は�，理非も分り申さざる暴国と存じ，不
かんがい ほうせい

義の国と申し触らし，礼儀国の名を失ひ，是より如何なる患害，萌生仕り候やも計り難く，

……。
てん ち わか

� 貪リ取ル者無レバ貪ラルル者モ無ク，轉定モ人倫モ別ツコト無ク，轉定生ズレバ，人倫
てん わたくしごと

耕シ，此ノ外一點ノ 私 事無シ。是レ自然ノ世ノ有様ナリ。
こま から お ら ん だまで しか ここ

� 細カに思へば江戸の日本橋より唐，阿蘭陀迄境なしの水路也。然ルを此に備へずして長
そなう

崎にのミ備ルは何ぞや。
ばんこく せんぱく や とり

� 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
ぐそく

厚くすべきは海国具足の仕方なり。
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Ⅲ （配点48）

次の文を読み，（1）～（8）の問いに答えよ。

〔解答番号 19 ～ 30 〕

Ａ 2015年に世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産－製鉄・製鋼，造船，石炭産業」

は，ア）明治政府の近代化政策などのもとで，幕末から半世紀の間に製鉄・鉄鋼，造船などの

産業で急速な産業化を達成したことを証明するものである。

明治日本の産業革命遺産は，幕末～明治時代中期の産業遺産群である，萩（萩城下町，萩反

射炉，松下村塾），薩摩藩主 20 が建設した藩営工場の旧集成館，伊豆韮山の代官であっ

た 21 が建設した韮山反射炉，橋野鉄鉱山，三重津海軍所跡，小菅修船場跡，イ）高島炭

鉱，軍艦島ともいわれる端島炭鉱，旧グラバー住宅，三角西港と，明治時代後期（～1910年ま

で）に，産業国家形成にいたった際の重工業の重要拠点であるウ）官営八幡製鉄所，三菱長崎

造船所の遺産群， 22 に払い下げられた三池炭鉱・三池港などからなる。

（1） 下線部ア）に関連して，日本の産業革命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。 19

Ｘ 官営の日本鉄道会社が成功すると，民営鉄道の設立が相次いだ。

Ｙ 航海奨励法の制定で，ボンベイ航路や欧米への航路が次々と開設された。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤

（2） 空欄 20 ～ 22 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

� 江川太郎左衛門 � 島津斉彬 � 島津久光

� 住友 � 高島秋帆 � 三井
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（3） 下線部イ）に関連して，高島炭鉱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。 23

Ｘ 当初，佐賀藩とイギリスの貿易商人パークスの商会とが炭鉱を経営していた。

Ｙ 工場払下げ概則廃止後，高島炭鉱は後藤象二郎に払い下げられた。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤

（4） 下線部ウ）に関連して，八幡製鉄所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。 24

� 軍拡政策の一環として，日露戦争の賠償金をもとに官営八幡製鉄所が設立された。

� 開業当初，撫順炭鉱の石炭を利用したが，鉄鋼国産化の方針から筑豊炭田の石炭に切り

替えられた。

� 第一次世界大戦による鉄鋼需要の高まりを受け，八幡製鉄所はさらに拡張された。

� 製鉄大合同によって，八幡製鉄所は民間製鉄会社と合同して日本製鋼所となった。

Ｂ 第一次世界大戦後に相次いで恐慌に見舞われて不景気にあえぐなか，汚職などが明らかにな

ると，国民の間に政党政治や財閥に対する不満が高まっていった。さらに，エ）中国統一の動

きが高まるなか， 26 調印をめぐって統帥権の干犯が問題化し，協調外交も行き詰った。

こうしたなか，1931年に関東軍が奉天郊外で南満州鉄道の線路を爆破し，オ）満州事変が始

まった。日本は1933年に国際連盟からの脱退を通告するなど国際的な孤立を深める一方で，国

内では『日本改造法案大綱』の著者 27 の影響で関東軍の軍事行動が支持されたことも

あり，国家主義的な風潮が高まるとクーデタやテロが相次いだ。また，カ）学問や思想に対す

る弾圧も強まり，1937年には政府の大陸政策を批判したとして東京帝大教授の 28 が辞

職に追い込まれた。

（5） 下線部エ）に関連して，1920～30年代の中国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

� 孫文が全国統一をめざして北伐を開始すると，第1次国共合作が成立した。

� 岡田啓介内閣は北伐に対抗して3次にわたって山東省に軍を派遣した。

� 関東軍は，日本が援助していた軍閥の張学良を奉天郊外で列車ごと爆殺した。

� 西安事件を機に，第2次国共合作が成立し，抗日民族統一戦線が成立した。
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（6） 空欄 26 ～ 28 に当てはまる適切な語句を解答群2からそれぞれ1つずつ選べ。

解答群2

� 石原莞爾 � 北一輝

� 津田左右吉 � 矢内原忠雄

� ロンドン海軍軍縮条約 � ワシントン海軍軍縮条約

（7） 下線部オ）に関連して，満州事変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

� 柳条湖事件の直後から，「満蒙の危機」をとなえていた第2次若槻礼次郎内閣は軍の行

動を支持した。

� 満州事変勃発後，桜会の橋本欣五郎らを中心に現内閣を倒して軍部政権を樹立しようと

する三月事件が未遂に終わった。

� 満州事変後に激しい排日運動が展開された上海では，日本人僧侶殺害事件をきっかけに

日中両軍が軍事衝突した。

� 国際連盟総会では，リットン報告書をもとに中国を満州事変以前の状態に戻すことを要

求する決議が採択された。

（8） 下線部カ）に関連して，昭和戦前期の学問・思想・文学への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。 30

� 『太陽のない街』などの著書で知られる小林多喜二は，共産党員として活動中に逮捕さ

れ，拷問を受けて死亡した。

� 大内兵衛・有沢広巳などの労農派の経済学者たちが治安維持法違反で検挙される第2次

人民戦線事件が起こった。

� 火野葦平が自身の従軍経験をもとに著した『生きてゐる兵隊』は，日本軍の残虐行為を

描いていたことから発禁処分を受けた。

� 谷崎潤一郎が連載していた『刺青』は，内容が時局にふさわしくないとして，連載が禁

止された。
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Ⅳ （配点30）

次の（1）～（10）の問いに答えよ。

〔解答番号 31 ～ 40 〕

（1） 縄文時代の人々の生活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。 31

Ｘ 縄文時代には漁労は行われておらず，狩猟や採取によって食物を得ていた。

Ｙ 水源の近くの台地上に集落が形成され，竪穴住居で定住生活が始まった。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤

（2） 7世紀中頃の孝徳天皇の治世に日本海側に築いたとされる城柵として最も適当なものを，

次の�～�の中から1つ選べ。 32

� 胆沢城 � 磐舟柵 � 多賀城 � 出羽柵

（3） 天平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。 33

� 粘土で塗り固めてつくる塑像の代表的なものとして興福寺八部衆像などがある。

� 神仏習合が行われるようになり，薬師寺僧形八幡神像などがつくられた。

� 漢詩文が盛んになり，現存する最古の漢詩集である『懐風藻』が編まれた。

� 元正天皇の命で，諸国の産物・地理・伝承などを記した『風土記』が編まれた。

（4） 平安時代の武士の台頭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。 34

� 関東を制して新皇と称した平将門は，小野好古・源経基らに討たれた。

� 女真人（刀伊）の九州北部襲来時には，大宰権帥の藤原道隆が武士を率いて退けた。

� 源満仲は房総半島一帯で反乱を起こした平忠常を討ち，関東に地盤を築いた。

� 北面の武士である平正盛が源義親の乱を鎮圧すると，平氏は中央政界に進出した。

（5） 承久の乱後に鎌倉幕府の意向で即位した天皇として最も適当なものを，次の�～�の中か

ら1つ選べ。 35

� 後堀河天皇 � 順徳天皇 � 仲恭天皇 � 土御門天皇

（6） 興正寺を中心に河内に築かれた寺内町として最も適当なものを，次の�～�の中から1つ

選べ。 36

� 石山 � 富田林 � 山科 � 吉崎
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（7） 江戸時代の農村・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。 37

� 農村では年貢納入や犯罪防止などで連帯責任を課すために隣組が組織された。

� 村は，名主・組頭・百姓代からなる村役人を中心に，本百姓・水呑によって運営された。

� 深耕用の備中鍬，脱穀用の千石簁が考案されるなど農業技術が進歩し，農業の生産性が

高まった。

� 出羽の紅花，阿波の藍玉，備後の藺草など，風土に適した特産物が生まれた。

（8） 明治時代の思想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。 38

Ｘ 政府の欧化主義に反発して平民主義をとなえていた徳富蘇峰は，日清戦争を機に国家主

義に転じた。

Ｙ 政府の欧化主義の反動でおこった日本主義をとなえる高山樗牛は，総合雑誌『太陽』で

大陸進出を肯定した。

� Ｘ－正 Ｙ－正 � Ｘ－正 Ｙ－誤

� Ｘ－誤 Ｙ－正 � Ｘ－誤 Ｙ－誤

（9） 杉山元治郎らによって結成された無産政党で，1928年に田中義一内閣によって解散させら

れた政党として最も適当なものを，次の�～�の中から1つ選べ。 39

� 社会民衆党 � 日本労農党 � 農民労働党 � 労働農民党

（10） 第二次世界大戦後の中国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。 40

� 中国内戦に敗れた蔣介石は台湾へ逃れ，毛沢東は中華人民共和国の成立を宣言した。

� サンフランシスコ講和会議には西側に属する中華民国（台湾）が招かれた。

� 田中角栄首相が中国で日中平和友好条約を結んだことで，日中の国交が回復した。

� 日中間の国交回復後，貿易の拡大のために協定を結んでＬＴ貿易を行った。
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