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一般選抜 出題傾向／対策・出題のねらい

〈出題傾向〉
　本学は2022年度では2021年度から変更があり、前期Ａ方式（1/29）が
大問4題、小問50問で前年同様であったが、前期Ａ方式（1/30）が大
問4題、小問50問の構成に変更され、前期Ｂ方式が大問5題に変更は
なかったが、小問46問とやや増加した。解答形式は前期Ａ方式（1/29・
1 /30）は用語記述と記号選択で構成され、用語記述が解答の半数以上
を占めている。前期Ｂ方式は全て記号選択であった。
　時代別では、古代～現代まで幅広く出題された。大問構成では、
今年度は 3 試験とも多様な分野から出題された。前期Ａ方式
（1/29・1 /30）、前期Ｂ方式ともに古代～近代に関する問題が平
均的に出題され、2022年度も2021年度と同様に全時代からバラン
スよく出題された。戦後史については、2021年度は出題されなかっ
たが、2022年度は 2試験で出題された。
　分野別では、各日程とも政治・社会経済・外交・文化の各分野
から幅広く出題された。日程個別の傾向としては、前期Ａ方式
（ 1 /29）は政治・社会経済・文化が多く出題され、前期Ａ方式
（ 1 /30）は政治・外交・社会経済が多く出題され、前期Ｂ方式は
政治・文化に関する問題が多く出題されている。
　形式については、一つのリード文による問題、複数の文章をリード文
に用いた問題、史料をリード文に用いた問題など多様である。2021年度
と同様に地図や系図を利用した設問はみられなかった。史料を使用した
問題は、前期Ａ方式（1/29・1 /30）・前期Ｂ方式ともに出題された。設
問は、2021年度と同じく歴史用語や人名を単答で問うものが中心となっ
たが、選択肢の項目を時代順に並べ替える設問もみられた。

　難易度は全体として標準で、基本問題が中心となっている。
〈学習対策〉
■教科書と史料の学習を徹底しよう
　多くの問題は基本的事項から出題されるので、教科書中心の学習で
十分対応できる。教科書に掲載されていない用語が問われたとしても、
教科書で得られる知識から推測して解答できるものがほとんどである。
用語のみを暗記するのではなく、歴史事象の背景や結果などと関連さ
せて基本事項を歴史の流れで理解するように心がけよう。また、出題
される史料は、教科書や市販の史料集などに掲載されていない未見史
料が含まれることもあるが、解答に必要な知識は教科書や史料集の学
習範囲を逸脱してはいない。本番の前に史料問題に取り組み、自分の
知識をもとに史料を読み解く訓練をしておくとよい。
■時代・分野に偏りのない学習を心がけよう
　年度や日程によって出題の多い時代や分野に変化はあるが、時
代は古代や戦後も含めて幅広く扱われている。分野も政治・社会
経済・外交・文化とまんべんなく出題されている。苦手な時代や
分野をつくらないように、弱点の克服を意識した学習対策をして
おきたい。また、テーマ史が出題される傾向にあるので、複数の
時代にまたがる問題などにも慣れるようにしよう。
■「読む」「書く」を意識した学習をしよう
　本学では記述式の設問が多く出題されるので、歴史用語は実際に
書いて覚えるようにしよう。また、一見難しそうな問題にみえても、
設問文や史料をよく読むとその中に手がかりがあり、正解へとたど
りつける場合もある。諦めずに問題に取り組む習慣を身につけよう。

日本史

全体を通して
　日本史の問題は、古代から近現代にいたるまでの歴史を体系的に、
かつ各時代における国際関係の中で理解できているかを見るため、
時代や分野に偏ることのないよう、多方面にわたって出題していま
す。いずれも基本的には、教科書にそった事項や歴史動向について
の理解を問うものです。近年では、通史的出題が多くなる傾向があ
ります。各時代の流れや歴史的背景を体系的に理解し、歴史を通史
的に把握できるよう心がけてください。また、史料問題を設定する
場合もありますので、通史的知識のみならず、重要な史料について
も歴史事象と関連づけて理解を深めてください。
　近年の受験生の解答状況では、ますます歴史用語・人名の誤字や
うろ覚えによる誤記が多く目に付きますので、正確に覚えるように
しましょう。

前期Ａ方式（ 1月29日）
Ⅰ　平安後期の史料『大鏡』を用いた、古代の政治に関する問題で
す。史料を正確に読み取り、教科書に出てくる制度の名称や人
物と関連付けて理解することが重要です。このように、史料を
リード文に用いた設問が設定される場合がありますので、史料
集にも目を通しておきましょう。
Ⅱ　鎌倉時代から室町時代にかけての文学・文芸に関する問題で
す。学習が後回しになりがちな分野ですが、教科書や図録を用
いて、いつ、誰によって、どのような目的で書かれた作品なの
かをしっかり理解しておくことが求められます。文化に関する
学習は、作者・作品名の暗記のみに終わらないことが重要です。
Ⅲ　近世の木綿・絹などの生産と流通、関連政策に関する問題で
す。海外貿易に関わりのある地域、各地で栽培され流通してい
た商品作物、政策など、幅広く問われています。個別に用語を
暗記するのではなく、それぞれのつながりを理解しておくこと
が求められます。教科書で背景を整理し、図録の地図なども使
用して、作物の産地と流通構造を理解しておきましょう。

Ⅳ　大日本帝国憲法と日本国憲法に関する問題です。それぞれの
憲法制定の背景について、基本的な知識が問われています。教
科書をしっかり復習していれば、それほど難しい問題ではあり
ません。教科書と用語集を使用して、歴史の流れと用語の意味
について理解しておきましょう。

前期Ａ方式（ 1月30日）
Ⅰ　平安時代の土地制度と税制に関する問題です。教科書をしっ
かり復習していれば解ける基本的な問題です。教科書や図録に
掲載されている土地の支給と税負担の一覧表などを活用して、
制度を理解しておきましょう。
Ⅱ　室町時代の日本と朝鮮に関する問題です。リード文に見慣れ
ない史料が用いられていますが、史料を良く読めば教科書で得
られる知識で解答できると思います。当時の地名と各地域を本
拠とした大名についても問われていますが、図録に掲載されて
いる勢力図などを用いて確認しておきましょう。
Ⅲ　江戸幕府が定めた法度に関する問題です。幕府による統治体
制が築かれる中で、どのような法度が必要とされていたのか、
各法度が制定された背景と内容を理解することが求められます。
史料集で法度の原文と言葉の意味を確認しておきましょう。
Ⅳ　戦後の高度経済成長期の社会と文化に関する問題です。いず
れも現代の我々の社会に関わる基本的な部分が問われています。
戦後史は学習が不足しがちですが、分野を限定して学習したり、
人物と用語の暗記に終わらせるのではなく、現代とのつながり
を考えて戦後史を広く理解することが重要です。

前期Ｂ方式（ 1月31日）
Ⅰ　古代における日本と東アジア諸国の通交に関する問題です。
年表を用いて通交の流れと目的を押さえ、通交によってもたら
された文化や技術について整理しておきましょう。
Ⅱ　鎌倉時代から南北朝時代の政治に関する問題です。天皇家が

〈出題のねらい〉
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二つの系統に分かれた経緯から南北朝合一までの政治の流れに
ついて、押さえておきましょう。
Ⅲ　江戸時代の学問に関する短文問題です。短いリード文の中から、
解答の手がかりを見つけられるかがポイントとなります。教科
書と用語集で、人物や用語について内容を理解しておきましょう。
Ⅳ　江戸時代の改革に関する史料問題です。いずれも教科書や史
料集に出ている重要な史料です。史料を読み、史料原文に書か

れている適切な語句を解答することが求められます。教科書や
史料集で史料原文に触れ、意味を押さえておきましょう。
Ⅴ　明治時代から1941年にかけての社会経済に関する問題です。
地租改正、恐慌、配給制度について基礎的な知識が問われてい
ます。内閣とその時期の事象について、教科書や年表を使って
歴史の流れを理解しておきましょう。
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次の史料を読んで，後の各問いに答えなさい。

神武天皇より三十七代にあたりたまふ
⒜
孝徳天皇と申す帝の御代にや，

⒝
八省・百

官・左右大臣・内大臣なりはじめたまへらむ。左大臣には阿倍倉橋麻呂，右大臣に

は
⒞
蘇我山田石川麻呂，これは，元明天皇の御祖父なり。……内大臣には＊

⒟
中臣鎌子

連なり。年号いまだあらざれば，月日申しにくし。また，三十九代にあたりたまふ

帝，
⒠
天智天皇こそは，はじめて太政大臣をばなしたまひけれ。それは，やがて……

皇子におはします
⒡
大友皇子なり。……四十一代にあたりたまふ

⒢
持統天皇，また，太

政大臣に
⒣
高市皇子をなしたまふ。天武天皇の皇子なり。……大臣ながらうせたまひ

にき。その後，
⒤
太政大臣いとひさしく絶えたまへり。ただし，職員令に，「太政大

臣には＊おぼろけの人はなすべからず。その人なくは，ただにおけるべし」とこそ

あんなれ。おぼろけの位にははべらぬにや。四十二代にあたりたまふ文武天皇の御

時に，年号定りたり。
⒥
大宝元年といふ。文徳天皇の末の年，斉衡四年丁丑（857）

おぢ

二月十九日，帝の御舅，左大臣従一位
⒦
藤原良房の＊おとど，太政大臣になりたまふ。

御年五十四。
⒧
このおとどこそは，はじめて摂政もしたまへれ。

＊中臣鎌子：中臣（藤原）鎌足の前名 ＊おぼろけ：並み大抵，通り一遍，普通。

＊おとど：大臣

Ａ1 日 本 史

左ページから問題開始

念
校
紙― 1 ― Ａ1（選）

1 5

２２２２０５Ｎ Page 1 2021.12.14 16.38.32

２２２２０５Ｎ_1

問1 下線部⒜～⒧について，それぞれ⒜～⒧の問いに答えなさい。

⒜ この天皇のときに定められた，日本で最初とされる年号を何といいますか。

⒝ 律令制における八省の1つで，戸籍・計帳や租税・田地などのことをつか

さどった省を何といいますか。

⒞ この人物が641年に創建し，その本尊の仏頭が1937年に興福寺東金堂本尊

台座下から発見され国宝となっている寺を何といいますか。

⒟ このころの中臣氏の姓が連であるのに対して，阿倍氏や蘇我氏の姓を何と

いいますか。

⒠ この天皇のときに作成され，氏姓の根本台帳とされた戸籍を何といいます

か。

⒡ この皇子と大海人皇子が争った内乱を何といいますか。

⒢ この天皇のときに遷都した，大和三山のある奈良盆地南端に営まれた京を

何といいますか。
む ほ ん

⒣ この皇子の子で，729年に謀叛の疑いで自殺に追いこまれた人物は誰です

か。

⒤ 765年に太政大臣禅師となって仏教政治を行った僧は誰ですか。

⒥ この年に，それまでの評から改称された行政区画を何といいますか。

⒦ この人物が権勢を伸ばすきっかけとなった，842年に起きた政変を何とい

いますか。

⒧ 摂政が置かれたのは，この時の天皇が幼少だったためですが，その天皇は

誰ですか。

問2 この史料は，大宅世継が藤原氏全盛期を批判的に語るという形態から，別名

『世継物語』ともいわれる歴史物語です。その書名を答えなさい。
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日本史〔前期Ａ方式 1 /29〕（時間80分）

�

次のＡ～Ｆを読んで，後の各問いに答えなさい。

Ａ 二条良基が編集した連歌の規則を集大成したもの。彼は救済法師と協力して

種々に乱立していた連歌式目の改修を進め，本書が完成した。

Ｂ 中世に成立した国語辞書。「いろは」順に語句が並べられ，実用性と利便性を

兼ね備えていたことから，明治初期まで用いられていた。
⒜
饅頭屋宗二によって刊

本も出版された。

Ｃ 慈円によって著された歴史書。歴史を の観念によって解釈し，

に従うことの大切さを説いた。当時の
⒝
朝廷を主導していた人物が考え

いさ

ていたある計画を諫めるために本書は書かれた。

せんしん

Ｄ 一条兼良が時の将軍の求めに応じて撰進した政道書。全8か条からなり，「足

がるといふ者，長く停止せらるべき事」と述べた1か条がよく知られている。

Ｅ 臨済宗
⒞
東福寺派の禅僧である虎関師錬が禅宗の立場から著した仏教の史書。高

へんさん

僧の伝記や編年体仏教史など，部類別に編纂されている。

Ｆ 310余りの諸種の歌謡を集めたもので，編者は不詳。当時民間で流行していた
うかが

小歌が多く収められ，それらの歌謡から
⒟
庶民の生活の様相を窺うこともできる。

問1 Ａ～Ｆの作品名として最も適当なものを次のア～タの中から，それぞれ1つ

ずつ選び，記号で答えなさい。ただし，同じ記号は1度しか使えません。

ア．吾妻鏡 イ．犬筑波集 ウ．応安新式 エ．閑吟集

オ．愚管抄 カ．公事根源 キ．元亨釈書 ク．十訓抄

ケ．沙石集 コ．樵談治要 サ．神皇正統記 シ．節用集

ス．菟玖波集 セ．庭訓往来 ソ．梁塵秘抄 タ．水無瀬三吟百韻

念
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問2 Ｃの文章の2つの空欄には同じ語句が入ります。それを答えなさい。

問3 下線部⒜～⒟について，それぞれ⒜～⒟の問いに答えなさい。

⒜ この人物は肖柏から古今伝授を受けたが，その秘事口伝の伝授の系譜を示

すと次のようになります。

宗祇 肖柏 饅頭屋宗二

上の系譜の空欄に入る古今伝授の始祖とされる人物は誰ですか。

⒝ この人物は誰ですか。

⒞ この寺院を創建した人物の子は鎌倉幕府4代将軍になりました。その将軍

は誰ですか。

⒟ 『一寸法師』や『物くさ太郎』などの作品で知られ，Ｆの作品が作られた

頃に庶民の間で好まれていた短編物語の総称を何と呼びますか。

問4 Ａ～Ｆの作品の成立年代を古いものから時代順に並べた場合，最も適当なも

のを次のア～エの中から1つ選び，記号で答えなさい。

ア．Ｂ → Ｃ → Ｄ イ．Ｅ → Ａ → Ｄ

ウ．Ａ → Ｅ → Ｆ エ．Ｆ → Ｃ → Ｂ

念
校
紙― 4 ― Ａ1（選）

4 5

２２２２０５Ｎ Page 4 2021.12.14 16.38.32

２２２２０５Ｎ_4
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次のＡ～Ｃの文章を読んで，後の各問いに答えなさい。

Ａ 木綿は，中世までは輸入品が多く，15世紀には主に ① から輸入され

ていた。戦国末期に綿作が日本に普及すると，急速に国内で広まり，畿内・東海

地方を特産地とし全国に拡大していった。

絹は，古代以来少量が生産された高級品であった。室町時代末には絹織物の生

産・流通が本格化したが，原料は輸入生糸であった。その後， ② 商人

が中国産の生糸をもたらして巨利を得るようになると，江戸幕府は特定の商人に

輸入生糸を一括購入させる制度を導入し， ② 商人らの利益独占を排除

した。その後も絹織物に対する需要の高まりから生糸輸入量は増大し，
⒜
幕府は輸

入にともなう銀の流出をおさえるため，継続的に長崎での貿易制限を行った。

Ｂ 江戸時代には，農村での手工業生産が進んだ。
⒝
絹糸の原料生産である養蚕も農

村で広がり，国内での生産・流通が本格化した。絹や紬は農村部でも織られた
きんらん ど ん す

が，
⒞
金襴・緞子など高級品の産地は限定されていた。江戸時代後期には，高級絹

織物も上野国の ③ をはじめ，各地で生産されるようになった。

綿作も各地に広がり，河内・三河など綿織物の名産地が各地にうまれた。綿作

栽培技術の発展と産地の拡大は，肥料の普及のほか，
⒟
農書による綿作技術の向上

の結果であった。姫路藩では木綿を専売品として，江戸で販売し財源とした。ま

た，
⒠
織物生産に関係する染料を専売とする藩も見られた。都市の問屋商人は農村

部の商品生産に資金や原料を供与することで豪農をとおして介入し，農村の工業

を ④ に組織した。こうした問屋や領主による綿・菜種の流通独占に対

抗して，
⒡
摂津・河内の在郷商人・農民は数次にわたる訴願運動を展開した。

Ｃ 開港後の貿易は神奈川（のち横浜）・長崎・ ⑤ の3港ではじまった。

日本の最大の輸出品であった生糸は輸出の約 ⑥ を占めた。貿易開始に

より，在郷商人が問屋をとおさずに商品を開港地に直送したので，江戸の問屋を

中心とするこれまでの流通機構がくずれ，物価も高騰した。幕府は，物価抑制を

理由に貿易の統制をはかり，1860年に
⒢
五品江戸廻送令で，必ず江戸の問屋を経て
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輸出するように命じた。しかし，在郷商人や列国の反対で効果はあがらなかった。

また，機械で生産された安価な綿織物の大量輸入が，綿作や綿織物業を圧迫した。

問1 ① ～ ⑥ に入れるのに最も適当な語句を，次のア～トの中

から，それぞれ1つずつ選び，記号で答えなさい。ただし，同じ記号は1度し

か使えません。

ア．マカオ イ．60％ ウ．桐生 エ．工場制機械工業

オ．新潟 カ．元 キ．琉球 ク．工場制手工業

ケ．スペイン コ．朝鮮 サ．ポルトガル シ．安南

ス．堺 セ．80％ ソ．兵庫 タ．40％

チ．箱館 ツ．足利 テ．久留米 ト．問屋制家内工業

問2 下線部⒜～⒢について，それぞれ⒜～⒢の問いに答えなさい。

⒜ 貿易制限の一環として，1715年に国別の貿易銀高・船数制限令が出された

が，この政策を立案した人物は誰ですか。

⒝ 四木三草と総称される商品作物のうち，「養蚕」に最も関連する農産物を

何といいますか。漢字1文字で答えなさい。

⒞ これらの産地で用いられた高度な織機を何といいますか。

⒟ 様々な農作物の栽培・加工方法を著した『広益国産考』の著者は誰ですか。

最も適当なものを，次のア～エの中から1つ選び，記号で答えなさい。

ア．宮崎安貞 イ．青木昆陽 ウ．田中丘隅 エ．大蔵永常

⒠ 出羽の最上川流域を主要産地とする染色材料で，繊維染色のほか化粧品に

も加工され，一部の藩で専売品になった植物を何といいますか。

⒡ こうした訴願運動を何といいますか。

⒢ この法令で制限された「五品」としてふさわしくないものはどれですか。

次のア～オの中から1つ選び，記号で答えなさい。

ア．雑穀 イ．米 ウ．蠟 エ．呉服 オ．水油 念
校
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次のＡ・Ｂの文章を読んで，後の各問いに答えなさい。

Ａ 憲法調査のためドイツ流の憲法理論を学んで帰国した伊藤博文は，1884年3月，

宮中に制度取調局を設け，みずからその長官に就任した。同年，政府は

① 令を公布し，かつての公卿・大名のほか，維新の功労者に授爵し，将

来開かれる議院の上院議員を構成する基盤づくりを進めていった。1885年には

② 制度を廃止し，内閣制度をつくった。これによって内閣総理大臣（首

相）のもとで閣議を構成することとなった。また内閣の外に宮内省をおいて，宮

中と府中の別を明らかにすることとし，
⒜
宮中には天皇を常侍輔弼する大臣をおく

こととした。

他方，地方制度の改正は，ドイツ人顧問 ③ の助言を得て，山県有朋

を中心に進められた。1888年に市制・町村制が公布され，1890年には府県制・郡

制が制定されたことで帝国議会開設を控えた地方制度の整備がなされた。

その間に政府は1888年に憲法草案を審議するため，天皇の最高諮問機関として

④ を設置し，伊藤博文がその初代議長に就任した。そして
⒝
1889年2月11

日，大日本帝国憲法が欽定憲法として発布された。憲法発布の翌日， ⑤

首相は地方長官への演説において，政党に左右されず政策にあたるとする「超然

主義」の立場を表明していた。続く第1次山県有朋内閣もこの立場を引継ぎ，第

1回帝国議会に臨んでいった。

Ｂ 1945年10月4日，連合国軍最高司令官総司令部（ＧＨＱ）は日本政府に対して

「政治的，公民的及宗教的自由に対する制限の撤廃に関する覚書」いわゆる人権

指令を発令した。この「覚書」は，
⒞
思想・宗教・言論・集会の自由を制限してい

る一切の法令の廃止を命ずるとともに，天皇・国体・政府に関する討論の自由な

どを指令したものであったが， ⑥ 内閣はこの指令を実行できないとし

て総辞職した。そのあとをうけて幣原喜重郎内閣が成立するとＧＨＱは，幣原首

相に対して，女性への ⑦ の付与，労働組合の結成奨励，圧政的諸制度

の廃止，教育の自由化，経済の民主化のいわゆる五大改革指令を指示した。

さらにＧＨＱは幣原内閣に大日本帝国憲法の改正を命じた。1946年2月，同内
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閣は憲法問題調査委員会を設置して憲法の改正案を作成した。しかしその内容が

大日本帝国憲法の部分的修正にとどまるものであったため，ＧＨＱはこれを拒否

し，かわりに国民主権・象徴天皇制・戦争放棄を含む ⑧ 草案を政府に

提示した。幣原内閣はこれに若干の修正を加え，政府原案として第90回臨時帝国

議会に提出した。その法案に修正が加えられ，成立したものが日本国憲法である。

日本国憲法は1946年11月3日に公布された。天皇を日本国の象徴とし，国民主

権・基本的人権の尊重・平和主義を基本的原則とするとともに，
⒟
三権分立を徹底

した日本国憲法は，1947年5月3日に施行された。

問1 ① ～ ⑧ に入れるのに最も適当な語句を，次のア～フの中

から，それぞれ1つずつ選び，記号で答えなさい。ただし，同じ記号は1度し

か使えません。

ア．枢密院 イ．モッセ ウ．知藩事 エ．黒田清隆

オ．内閣法制局 カ．太政官 キ．神祇官 ク．シュタイン

ケ．衆議院 コ．貴族院 サ．議政官 シ．西園寺公望

ス．マッカーサー セ．士族 ソ．ベルツ タ．ロエスレル

チ．桂太郎 ツ．大隈重信 テ．松方正義 ト．東久邇宮稔彦

ナ．ボアソナード ニ．吉田茂 ヌ．自由権 ネ．トルーマン

ノ．参政権 ハ．芦田均 ヒ．華族 フ．請求権

念
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次の文章を読んで，後の各問いに答えなさい。

9世紀になると律令体制も変容を迫られるようになった。823年には，財源確保

策として大宰府管内において，
⒜
良田を農民に耕作させ，食糧などの費用を差し引い

て収穫物を収公する ① と呼ばれる直営田がおかれた。また，879年には畿

内に，一部は請作で一部は直営方式で収益を中央財政にあてる ② と呼ば

れる田が設定された。

律令税制において，土地税である租は収穫量の3％程度に過ぎず，国家財政の中

心は庸・調，
⒝
雑徭や兵役・仕丁などの人頭税・戸別賦課役と，正税を貸し付けて利

稲を収入とする出挙，公田（乗田）を貸して賃料をとる賃租などであった。しかし，

班田制や
⒞
籍帳制度の崩壊によって，人民を把握して人頭税などを賦課したり，正税

出挙や公田賃租を行うことは困難となっていた。そこで政府は，移動・変動する人

民の把握をあきらめ，相対的に不動・不変な土地を税役の賦課対象とすることとし

た。

⒟
10世紀ごろには，農業経営に練達し田地の耕作を請け負う ③ があらわ

れた。中には大名 ③ と呼ばれ，多くの下人をかかえて大規模な経営を行

う者もいた。彼らが耕作を請け負っていた，各国内に設定された田を ④

といい，これが新たな課税単位となった。また，税目も租・庸・調，公出挙や雑

徭・雇役など各種の複雑な区分・名称をやめ， ⑤ と臨時雑役の二本立て

となった。

このころ国司の様相も変化し，四等官（守・介・掾・目）による連帯責任制は放

棄され，任国に赴く国司の最上席者である ⑥ が，任国内の行財政全般の

権限を担うようになっていた。中には『今昔物語集』の説話で有名な藤原陳忠

や，988年に郡司や百姓等によって罷免を政府に嘆願された尾張国守 ⑦ な

ど，貪欲で厳しい徴税吏とみられた者もいた一方で，善政とみなされて任期の延長

Ａ2 日 本 史

左ページから問題開始
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を願われる者もいた。彼らは，そういった
⒠
任国内の諸勢力などとの関係にも配慮し

ながら富を蓄えて，都・地方間の流通経済に大きな位置を占めるようになっていっ

た。

問1 ① ～ ⑦ に入れるのに最も適当な語句を，それぞれ答えな

さい。

問2 下線部⒜～⒠について，それぞれ⒜～⒠の問いに答えなさい。

⒜ 本来，律令の規定において，良民男子に班給されていた口分田の面積は何

段ですか。

⒝ 本来，律令の規定において，雑徭は年に最大何日と決められていましたか。

⒞ 本来，律令の規定において，戸籍は何年に一度作成されましたか。

⒟ この時期の社会の変化を背景に，939年に東国で反乱を起こした人物は誰

ですか。

⒠ 成功の一種で，朝廷に一定の財物を納めて，任期満了後に同一の国司など

の官職に再任されることを何と言いますか。

念
校
紙― 2 ― Ａ2（選）

2 6

２２２２０６Ｎ Page 2 2021.12.14 17.11.42

２２２２０６Ｎ_2

問2 下線部⒜～⒟について，それぞれ⒜～⒟の問いに答えなさい。

⒜ この大臣を何といいますか。

⒝ この日，天皇の皇位継承や即位などを定めた法規も制定されました。その

法規を何といいますか。

⒞ この指令によって，国体の変革，私有財産制度の否定を目的とする結社を

取り締まるため1925年に制定された法律が廃止となりました。その法律を何

といいますか。

⒟ この憲法により国権の最高機関であり，国の唯一の立法機関であると定め

られたものを何といいますか。

（日本史問題 おわり）
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次の文章を読んで，後の各問いに答えなさい。

14世紀の半ば頃から ① と呼ばれる海賊集団が朝鮮半島や中国大陸沿岸

で大規模な略奪行為を働くようになった。その制圧で軍功をあげた武将 ②

は，1392年に ③ の王を追放して新たな王朝を建てた。この王朝において

も日朝間の海域で海賊行為を行う勢力をいかに懐柔するかは大きな問題となってい

た。

1419年6月に第4代国王世宗の父である上王太宗が主導して，海賊の根拠地と目

されていた日本の ④ を
⒜
軍船200隻余で襲うという事件が起こった。朝鮮軍

は7月に撤兵したが，室町幕府4代将軍 ⑤ はこの事件の実情を探るため

に朝鮮に使者を派遣した。翌1420年には宋希璟が回礼使として日本に赴き，将軍に

謁見した。彼は日本滞在時に見聞したことについて次のように記している。
た ま

日本の農家は，秋に�を耕して大小麦を種き，明年初夏に大小麦を刈りて苗種
そ ば

を種き，秋初に稲を刈りて木麦を種き，冬初に木麦を刈りて大小麦を種く。
⒝
一

�に一年三たび種く。（『老松堂日本行録』）

その後，対日強硬論者であった上王太宗が死去すると，国王世宗は平和的な外交

を進めて日朝間は円満な関係となり，朝鮮から日本に幾度か使節が派遣されること

もあった。1428年に亡くなった ⑤ の弔問と新将軍の慶賀のために通信使

に任じられた朴瑞生は日本での体験を次のように述べている。

臣日本にいたり， ④ 島より兵庫にいたる。その海賊数および往来の
（壱岐）

路をつまびらかにするに， ④ ・一岐・内外大島・志賀・平戸等島の

ごときは，赤間関以西の賊なり。……
⒞
赤間関これ四州諸賊出入の門なり。もし

く

西向の賊ありて， ⑥ 貞盛その民に水を汲むを許さざらしむを下し，

⑦ 殿赤間関にその西出を禁ぜしむるを下さば，すなわち海賊来るを得

ず。……豊後州海辺の諸賊は ⑧ 殿これを治む。（『朝鮮世宗実録』）
うかが

この記述から，当時の九州・瀬戸内の海賊集団の勢力範囲の実態が窺え，各地域

の海賊の主君が守護大名であったことが知られる。

⒟
日朝間の貿易が活発になると，朝鮮半島の貿易港に多数の日本人が居留するよう

になったが，やがて次のような
⒠
事件が起こった。
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ほこたて

去年四月，釜山浦令公下着せしより以来，重重新法度を立て日本人に対し矛楯

を企つ。……故をもって…… ⑥ 兵部少輔盛親を大将として数万の兵
くび は

船にて釜山浦へ乗り渡り，令公の父子兄弟を打ち殺し，頸を刎ねて門前に掛け
き

たり。截り捨つる者は限りなし。……（盛親は）昨日東萊郡に向かいしに，途
や

中軍勢ありて日本人に向かいて箭を放つ。故に日本人もまた城塁の門に着して

箭を放てり。（『朝鮮中宗実録』）

これによると釜山浦に着任した令公（地方官衙の長）が従来よりも厳しい基準で

日本人に接したことから，日本人側が待遇の基準を旧例に戻すように要求を掲げて

蜂起し，令公とその親族を討ったという。しかし朝鮮側が直ちに反撃に出て日本人

は数日で居留地から追い払われることになった。この結果，日朝貿易は衰えていっ

た。

問1 ① ～ ⑤ に入れるのに最も適当な語句・人名・地名を，そ

れぞれ答えなさい。

問2 ⑥ には ④ の島主の名字， ⑦ には赤間関の所在地

である長門とその隣国周防を本拠とした大名の名字， ⑧ には豊後の

大名の名字が入ります。それらを次のア～コの中から，それぞれ1つずつ選び，

記号で答えなさい。ただし，同じ記号は1度しか使えません。

ア．赤松 イ．今川 ウ．大内 エ．大友 オ．河野

カ．島津 キ．宗 ク．細川 ケ．山名 コ．龍造寺
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問3 下線部⒜～⒠について，それぞれ⒜～⒠の問いに答えなさい。

⒜ この事件を何といいますか。

⒝ この農法のことを何といいますか。

⒞ この場所で1185年に平氏が滅亡しました。その戦いを何といいますか。

⒟ この貿易における日本側の輸入品として最も適当なものを，次のア～エの

中から1つ選び，記号で答えなさい。

ア．硫黄 イ．生糸 ウ．大蔵経 エ．刀剣

⒠ この事件を何といいますか。
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次の文章を読んで，後の各問いに答えなさい。

江戸幕府は，17世紀に全国統治の体制を整えたが，その基本姿勢は法度（法令）

に基づく統治であった。幕府は大坂夏の陣の直後，諸大名等に対し
⒜
居城以外の城郭

の破却を命じ，その後，徳川家康が起草させた武家諸法度を将軍徳川秀忠の名で公

布し，諸大名等を厳しく統制した。

武家諸法度は，将軍の代替わりごとに発布され，その内容は17世紀には変化が見
たしな

られた。秀忠の元和令では，第一条は「文武 ① の道，専らあい嗜むべき

事」と，「武」重視の姿勢が見られ，
⒝
居城修理を届出制とし，新規築城を禁止した。

徳川家光の寛永令では，諸大名等に法度の遵守を厳命し，
⒞
国元と江戸に交代で詰

めさせることを義務づけ，大名の妻子は江戸に住むよう強制した。

徳川家綱の寛文令では，明文化はされなかったが，口頭で ② の禁止を

命じ，主人の死後は主人の「家」に奉公すること，つまり「家」の存続を重視する

主従の関係を示した。

徳川綱吉の天和令では，第一条を「文武 ③ を励まし，礼儀を正すべき

の事」と改めた。これは，単に武断政治から文治政治への転換を明確に示しただけ

でなく，家光・家綱の時代に ④ などに対して出された諸士法度の冒頭に

見られた条文を，武家諸法度に取り込むことにより， ④ などに対する規

範を大名にも求めたのであり，大名を徳川家の「家」の中に位置づけ，将軍独裁体

制の強化をねらったものであった。

朝廷に対しては，元和元（1615）年に
⒟
禁中並公家諸法度を制定し，朝廷統制の基

準を示したが，その後，幕末まで改訂されることなく幕府の朝廷支配の根幹となっ

た。その第一条は，天皇の諸芸能は「第一御 ⑤ 也」とされ，天皇の行動

を規制し，天皇が幕府政治に介入することを間接的に否定したものである。また，

幕府は京都所司代による朝廷監視とともに，摂家および ⑥ の権限を強化

し，また
⒠
僧侶への紫衣勅許を制限するなど，朝廷統制の基本的枠組みを確立した。

寺社に対しては，関ヶ原合戦後，諸宗派や大寺院などの本山・本寺ごとに
⒡
寺院法

度を出し，寛文5（1665）年には諸宗派を越えて，仏教寺院の僧侶全体を統制する

ため諸宗寺院法度を出した。また同年には，神社や神職に対して
⒢
諸社禰宜神主法度

念
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問1 ① ～ ⑦ に入れるのに最も適当な語句を，次のア～ナの中

から，それぞれ1つずつ選び，記号で答えなさい。ただし，同じ記号は1度し

か使えません。

ア．吉川英治 イ．ＩＭＦ ウ．岩戸景気

エ．東北新幹線 オ．森村誠一 カ．国際科学技術博覧会

キ．いざなぎ景気 ク．松本清張 ケ．ＯＤＡ

コ．ＧＮＰ サ．イギリス シ．内国勧業博覧会

ス．モノレール セ．ソ連 ソ．神武景気

タ．東海道新幹線 チ．江戸川乱歩 ツ．アメリカ

テ．司馬遼太郎 ト．日本万国博覧会 ナ．川端康成

問2 下線部⒜～⒠について，それぞれ⒜～⒠の問いに答えなさい。

⒜ 1955年に2つの政党による保守合同で成立した政党の名称は何ですか。

⒝ 1956年の『経済白書』に記された言葉として最も適当なものを，次のア～

エの中から1つ選び，記号で答えなさい。

ア．「日本列島改造」 イ．「もはや戦後ではない」

ウ．「一億総中流社会」 エ．「国民所得倍増」

⒞ 経済成長を優先したことにより，各地で産業公害が深刻化しました。熊本

県水俣市，富山県神通川流域，新潟県阿賀野川流域，三重県四日市市の公害

被害をめぐり，患者らがそれぞれ損害賠償を求めた訴訟のことを何といいま

すか。
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⒟ 「三種の神器」と称された家庭電化製品と「3Ｃ」の組み合わせとして最

も適当なものを，次のア～エの中から1つ選び，記号で答えなさい。

ア．「三種の神器」… 白黒テレビ・電気洗濯機・電気掃除機

「3Ｃ」 … 自動車・カラーテレビ・クーラー

イ．「三種の神器」… 白黒テレビ・電気洗濯機・電気冷蔵庫

「3Ｃ」 … 自動車・カラーテレビ・クーラー

ウ．「三種の神器」… 白黒テレビ・電気洗濯機・電気冷蔵庫

「3Ｃ」 … 自動車・カラーテレビ・電気掃除機

エ．「三種の神器」… 白黒テレビ・電気洗濯機・電気掃除機

「3Ｃ」 … 自動車・カラーテレビ・電気冷蔵庫

⒠ 1940年に東京で第12回オリンピック競技大会を開催する予定でしたが，日

本は開催権を返上しました。オリンピック開催予定の1940年に起きた出来事

として最も適当なものを，次のア～エの中から1つ選び，記号で答えなさい。

ア．国家総動員法の公布 イ．日ソ中立条約の調印

ウ．日独伊三国同盟の調印 エ．第二次世界大戦の勃発

（日本史問題 おわり）
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を制定した。

問1 ① ～ ⑤ に入れるのに最も適当な語句を，次のア～トの中

からそれぞれ1つずつ選び，記号で答えなさい。ただし，同じ記号は1度しか

使えません。

ア．和歌 イ．旗本 ウ．弓馬 エ．剣槍

オ．殉死 カ．儀式 キ．仇討 ク．遁世

ケ．忠義 コ．忠孝 サ．祭祀 シ．礼儀

ス．儒者 セ．家中 ソ．小者 タ．中間

チ．学問 ツ．切腹 テ．仁義 ト．両道

問2 ⑥ は，朝幕間の連絡・調整にあたる役職名です。その役職名を答え

なさい。

問3 下線部⒜～⒢について，それぞれ⒜～⒢の問いに答えなさい。

⒜ この法令を何といいますか。

⒝ この規定に違反し改易となった大名は誰ですか。最も適当なものを，次の

ア～エの中から1つ選び，記号で答えなさい。

ア．福島正則 イ．加藤清正 ウ．浅野長矩 エ．高山右近

⒞ この規定を何といいますか。

⒟ この法度の起草に関わった禅僧は誰ですか。

⒠ この規定に対する幕府の処分に抗議し流罪となった僧は誰ですか。最も適

当なものを，次のア～エの中から1つ選び，記号で答えなさい。

ア．南光坊天海 イ．義堂周信 ウ．沢庵宗彭 エ．隠元隆琦

⒡ この法度により，宗派ごとに本山・本寺のもとに，配下の寺院を組織し統

制する制度を何といいますか。

⒢ この法度により，本所として神社への統制力を強くした公家は何家ですか。

最も適当なものを，次のア～エの中から1つ選び，記号で答えなさい。

ア．大伴家 イ．北畠家 ウ．吉田家 エ．度会家
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次の文章を読んで，後の各問いに答えなさい。

⒜
1955年から1957年にかけて，日本の経済は ① と呼ばれる好景気が続い

た。経済企画庁は1956年の『経済白書』において，
⒝
日本経済が戦後復興から新たな

段階に入ったことを象徴的な言葉で記した。1968年になると，日本は資本主義国の

中で ② に次ぐ世界第2位の ③ を実現した。1955年以降約20年間

にわたって技術革新と設備投資が進み，日本は年平均10パーセント前後の経済成長

を遂げることになった。

高度経済成長にともない個人所得の増大と都市化が進展し，
⒞
社会のありさまと

人々の生活は大きく変化した。1960年代から
⒟
「三種の神器」に例えられた家庭電化

製品が急速に普及したほか，1960年代後半からは「3Ｃ」と呼ばれる耐久消費財の

普及率が上昇した。交通面では各地で交通網の整備が進み，日本国有鉄道は1964年

に ④ を開通させるなど，高速輸送時代を迎えた。

マス＝メディアの発達は，人々に大量・共通の情報をもたらし，大衆文化に影響

を与えるようになった。新聞・雑誌・書籍の出版部数が増大し，純文学作家の三島

由紀夫や大江健三郎らに加えて，『点と線』・『ゼロの焦点』などの作品を発表し，

社会派推理小説という新分野を確立させた ⑤ や，『竜馬がゆく』・『坂の上

の雲』などの歴史小説を発表した ⑥ などが人気を博した。

1964年には
⒠
オリンピック東京大会，1970年には ⑦ が開催された。これ

らは，日本の文化のみならず経済復興と発展を世界に示す国家的なイベントでも

あった。
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次の文章を読んで，後の各問いに答えなさい。解答番号は 1 ～ 9 。

稲作の伝来，
⒜
卑弥呼の遣使，その後の

⒝
倭の五王による遣使というように，列島の

古代史は中国・朝鮮との関係抜きには考えられない。中でも
⒞
聖明王によるとされる

仏教の公伝は，その後の歴史に大きな影響を及ぼした。607年の遣隋使が
⒟
中国の皇

帝に，「聞くならく，海西の菩薩天子，重ねて仏法を興すと。故に遣して朝拝せし
しゃもん

め，兼ねて＊沙門数十人，来たりて仏法を学ばん」と言ったと隋書に見えるように，

仏教を学ぶのも遣使の目的であった。そうして中国に渡った学問僧の中には，大化

改新政府において
⒠
国博士となった旻や，玄奘に法相宗を学んだ道昭，同じく法相宗

の僧で
⒡
政権のブレーンとなった玄昉などがいた。

もちろん倭国から渡っただけでなく，20年間在留して聖徳太子の師となった高句

麗僧の恵慈，同じく高句麗から来て
⒢
絵の具・紙・墨の製法を伝えたといわれる人物

など，倭国へも多くの僧がやってきた。長らく敵対関係にあった高句麗から少なか

らざる僧が来訪したことは，東アジア国際関係の変容によるものであり，そもそも

倭国が仏教を受容するということも，東アジアの国際秩序へ参入することを意味し

ていた。このように仏教は単なる宗教・思想というだけではなく，政治性を帯びて

おり，また
⒣
造寺・造仏に代表されるような高度な技術，あるいは医学をはじめとす

る先進知識をも含む，巨大な文化体系であった。
⒤
東大寺大仏の開眼供養会には，開

眼師として天竺僧菩提僊那らが招かれ，唐楽・林邑楽・高麗楽などの舞楽が演奏さ

れるなど，国際性ここに極まれりとの感がある。

＊沙門：僧侶のこと。サンスクリットのシュラマナ śｒａｍａ．ｎａの音訳。

Ｂ 日 本 史

左ページから問題開始
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問1 下線部⒜～⒣について，それぞれ⒜～⒣の問いに答えなさい。

⒜ 卑弥呼が遣使した，中国の王朝を何といいますか。最も適当なものを，次

の①～④の中から1つ選び，マークしなさい。解答番号は 1 。

① 漢 ② 魏 ③ 宋 ④ 秦

⒝ 倭の五王による最初の遣使は何世紀のことですか。最も適当なものを，次

の①～④の中から1つ選び，マークしなさい。解答番号は 2 。

① 3世紀 ② 4世紀 ③ 5世紀 ④ 6世紀

⒞ 聖明王はどこの国の国王ですか。最も適当なものを，次の①～④の中から

1つ選び，マークしなさい。解答番号は 3 。

① 新羅 ② 百済 ③ 任那 ④ 加羅

⒟ この中国の皇帝は誰ですか。最も適当なものを，次の①～④の中から1つ

選び，マークしなさい。解答番号は 4 。

① 武帝 ② 文帝 ③ 太宗 ④ 煬帝

⒠ 旻とともに国博士になった人物は誰ですか。最も適当なものを，次の①～

④の中から1つ選び，マークしなさい。解答番号は 5 。

① 小野妹子 ② 南淵請安 ③ 高向玄理 ④ 犬上御田鍬

⒡ 玄昉や吉備真備がブレーンとなった政権の担当者は誰ですか。最も適当な

ものを，次の①～④の中から1つ選び，マークしなさい。解答番号は 6 。

① 藤原不比等 ② 長屋王 ③ 橘諸兄 ④ 藤原仲麻呂

⒢ この人物は誰ですか。最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，

マークしなさい。解答番号は 7 。

① 観勒 ② 行基 ③ 鑑真 ④ 曇徴

⒣ 蘇我馬子によって建立され，鞍作鳥作の釈迦如来像が遺存する寺を何とい

いますか。最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，マークしなさ

い。解答番号は 8 。

① 飛鳥寺 ② 四天王寺 ③ 法隆寺 ④ 中宮寺 四
校
紙―14― Ｂ（選）
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問2 下線部⒤に関して，このころの聖武天皇の行動について述べた次の①～④

の文や文章を古いものから年代順に並べたとき，3番目になるのはどれか，最

も適当なものを，①～④の中から1つ選び，マークしなさい。解答番号は 9 。

① 近江の離宮で大仏造立の詔を出した。

② 大宰少弐の藤原広嗣が九州で挙兵した。同年，恭仁京に遷都した。

③ 紫香楽宮から平城京に戻った。

④ 国分寺建立の詔を出した。

四
校
紙―15― Ｂ（選）
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次の文章を読んで，後の各問いに答えなさい。解答番号は 10 ～ 17 。

鎌倉時代の後半期に天皇家は持明院統と大覚寺統の2つの系統に分裂し，皇位継

承をめぐって争うようになる一方，両統とも政治的な求心力を高めるために訴訟制

度の整備などの政治改革を行った。たとえば1281年の ア の役から4年を

経た1285年，
Ⅰ
亀山上皇はモンゴル襲来後の社会の動揺に対応するために20か条の法

令を定め，積極的な政策を打ち出した。
⒜
同じ頃に幕府も多くの法令を発して政治改

革を行っていたので，亀山上皇の改革はこれに連動したものということができる。

この時期は公武政権が一体となって政治を進めていたのである。

両統は皇位継承の問題のみならず広大な
⒝
天皇家領荘園群の相続をめぐっても争っ

ており，幕府と結びついて自派が有利になるように画策していた。幕府はたびたび

両統の調停を行っていたが，1317年には両統迭立を提案して，翌年に
Ⅱ
後醍醐天皇が

即位した。しかし後醍醐は討幕の意思を持っており， イ 元年（1324年）

には討幕計画が露見して失敗したものの，1331年についに挙兵した。この挙兵は成

功せず後醍醐は捕らえられて隠岐に流され，幕府に推された
Ⅲ
光厳天皇が即位するこ

とになったが，反幕府の勢力は消えることはなく，やがて隠岐を脱出した後醍醐の

討幕の呼びかけに応じる者も増えていき，1333年に鎌倉幕府は滅亡した。

京都に戻った後醍醐は光厳天皇を廃して天皇中心の
⒞
新政を開始した。しかし従来

の慣習を無視し，一貫性を欠いた政治のあり方は社会を混乱させ，政権内部にも対

立を引き起こした。1335年に足利尊氏は後醍醐に反旗を翻し，翌年に足利軍が京都
せんそ

を制圧した後，
Ⅳ
光明天皇が践祚した。一方，後醍醐は京都から脱して吉野にこもり，

自らの皇位の正統性を主張してこれに対抗した。こうして北朝と南朝が並び争う動

乱の時代が始まった。南朝は，早くに主たる武将が戦死したのに加え，1339年に後

醍醐も死去したことから次第に形勢は不利となった。しかし室町幕府において足利

尊氏派と足利直義派の対立が激化して1350年に武力抗争を繰り広げるに及んで，両

派は戦略的な優位性を確保する目的でそれぞれ南朝と手を結ぼうとしたため，南朝

の軍事的な存在感は再浮上することとなった。

ただ足利義満が将軍となった1368年には政情は幕府優位の安定した状況になって

おり， ウ 3年（1392年）には義満の説得によって
Ⅴ
後亀山天皇から

Ⅵ
後小松

四
校
紙―16― Ｂ（選）
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日本史〔前期Ｂ方式 1 /31〕（時間：他の試験科目 1 科目とあわせて 2 科目で120分）
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次のＡ～Ｈを読んで，後の各問いに答えなさい。解答番号は 18 ～ 27 。

Ａ 町人の出資で設立された ア は，山片蟠桃ら個性的な町人学者を輩出

し，学主の中井竹山は松平定信への献策を行った。

Ｂ 公家達への
⒜
垂加神道家による神道書や兵学の講読が問題視され，神道家は追放

謹慎，公家達も処分を受けた。

Ｃ イ は，町人の視点から生活倫理を説く心学を創始した。その弟子が開

いた明倫舎は一大拠点となり多くの門人が集った。

Ｄ 会沢正志斎らが
⒝
藩校で尊王論を説き，藩主徳川斉昭を介して幕府政治にも影響

を与えた。

Ｅ 塙保己一が開いた和学講談所は，幕府公認の学問機関となり， ウ の
へんさん

編纂などを行った。

Ｆ シーボルトが開いた塾には
⒞
各地から蘭学者が集まり，洋学発展の基となった。

Ｇ エ が開いた古義堂では，『論語』などの原典研究を通じて聖人の道を

正しく理解しようとする学派が形成された。

Ｈ 医師
⒟
大槻玄沢が開いた芝蘭堂では，ヨーロッパの暦での新年を祝うオランダ正

月が催された。

問1 ア に入れるのに最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，

マークしなさい。解答番号は 18 。

① 適塾 ② 懐徳堂 ③ 蘐園塾 ④ 咸宜園

四
校
紙―19― Ｂ（選）
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天皇に三種の神器が引き渡されて南北朝の合一がなった。義満は朝廷の分裂という

長年の懸案をようやく解決したのである。これと前後する頃，義満は内乱の過程で

強大化した守護の勢力削減を進めて権力の集中を図った。これによって，

ウ 元年には土岐氏の追討が行われ，同2年には山名氏清， エ 6

年（1399年）には大内義弘が滅ぼされた。

問1 ア ～ エ に入れるのに最も適当な年号を，次の①～⑧の中

からそれぞれ1つずつ選び，マークしなさい。ただし，同じ記号は1度しか使

えません。解答番号は ア が 10 ， イ が 11 ， ウ

が 12 ， エ が 13 。

① 応安 ② 応永 ③ 観応 ④ 元弘

⑤ 弘安 ⑥ 正中 ⑦ 文永 ⑧ 明徳

問2 波線部Ⅰ～Ⅵの天皇・上皇について，大覚寺統の人物のみからなる組み合

わせとして最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，マークしなさい。

解答番号は 14 。

① Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ ② Ⅱ・Ⅲ・Ⅵ ③ Ⅰ・Ⅱ・Ⅴ ④ Ⅲ・Ⅳ・Ⅵ

問3 下線部⒜～⒞について，それぞれ⒜～⒞の問いに答えなさい。

⒜ 1285年頃の幕府の政治動向の説明文として最も適当なものを，次の①～④

の中から1つ選び，マークしなさい。解答番号は 15 。

① 有力御家人の安達泰盛と御内人の平頼綱が幕政の主導権をめぐって対立

した。

② 御家人の訴訟を担当する引付を新たに設置し，裁判の迅速化を進めた。

③ 得宗専制という政治体制のもとで内管領の長崎高資が権勢をふるった。

④ 御家人の窮乏化を防ぐため，徳政令として知られる3か条の立法を行っ

た。 四
校
紙―17― Ｂ（選）
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⒝ 両統が相続した代表的な天皇家領荘園群に関する説明文として最も適当な

ものを，次の①～④の中から1つ選び，マークしなさい。解答番号は 16 。

① 長講堂領は大覚寺統，八条院領は持明院統がそれぞれ継承した。

② 長講堂領は持明院統，八条院領は大覚寺統がそれぞれ継承した。

③ 長講堂領・八条院領は幕府の裁定によって両統が折半して継承した。

④ 長講堂領・八条院領は幕府の裁定によって院政を行う上皇が領有した。

⒞ この新政で設置された機関としてふさわしくないものを，次の①～④の中

から1つ選び，マークしなさい。解答番号は 17 。

① 奥州探題 ② 記録所 ③ 雑訴決断所 ④ 武者所

四
校
紙―18― Ｂ（選）
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日本史〔前期Ｂ方式 1 /31〕

問2 イ に入れるのに最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，

マークしなさい。解答番号は 19 。

① 中沢道二 ② 大原幽学 ③ 二宮尊徳 ④ 石田梅岩

問3 ウ に入れるのに最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，

マークしなさい。解答番号は 20 。

① 本朝通鑑 ② 徳川実紀 ③ 群書類従 ④ 古事記伝

問4 エ に入れるのに最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，

マークしなさい。解答番号は 21 。

① 伊藤仁斎 ② 荻生徂徠 ③ 熊沢蕃山 ④ 林羅山

問5 下線部⒜～⒟について，それぞれ⒜～⒟の問いに答えなさい。

⒜ この人物は誰ですか。最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，

マークしなさい。解答番号は 22 。

① 山﨑闇斎 ② 山県大弐 ③ 竹内式部 ④ 平田篤胤

⒝ この藩校を何と言いますか。最も適当なものを，次の①～④の中から1つ

選び，マークしなさい。解答番号は 23 。

① 興譲館 ② 日新館 ③ 修猷館 ④ 弘道館

⒞ これにあてはまる人物は誰ですか。最も適当なものを，次の①～④の中か

ら1つ選び，マークしなさい。解答番号は 24 。

① 富永仲基 ② 安藤昌益 ③ 高野長英 ④ 平賀源内

⒟ この人物が著した蘭学入門書を何といいますか。最も適当なものを，次の

①～④の中から1つ選び，マークしなさい。解答番号は 25 。

① 蘭学階梯 ② 蘭学事始 ③ 西洋紀聞 ④ 華夷通商考

問6 Ａの文と関わる都市として最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，

マークしなさい。解答番号は 26 。

① 江戸 ② 大坂 ③ 京都 ④ 長崎

四
校
紙―20― Ｂ（選）
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問7 Ｂ・Ｃは同じ都市で起こった出来事である。この都市での出来事を記したも

のとして最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，マークしなさい。

解答番号は 27 。

① Ｅ ② Ｆ ③ Ｇ ④ Ｈ

四
校
紙―21― Ｂ（選）
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次のＡ～Ｅの史料を読んで，後の各問いに答えなさい。解答番号は 28 ～ 36 。

Ａ 大目付え
このたび

此度御蔵米取御旗本・御家人，勝手向御救のため，
⒜
蔵宿借金仕法御改正仰せ出さ

れ候事
こう ご づつ

一，御旗本・御家人，蔵宿共より借入金利足の儀は，向後金壱両に付き銀六分宛
まで

の積り，利下げ申渡し候間，借り方の儀は是迄の通，蔵宿と相対致すべき事
もちろん たつ

一，旧来の借金は勿論，六か年以前辰年までに借請候金子は，古借新借の差別な

く， ア の積り相心得べき事

すで その

Ｂ 朱学の儀は，慶長以来御代々御信用の御事にて，已に其方家代々右学風維持の
はず しか

事仰せ付け置かれ候えば，油断無く
⒝
正学相励み，門人共取立申すべき筈に候。然

ところ

る処，近来世上種々新規の説をなし，異学流行，風俗を破り候類これ有り，全く
や はなは みぎてい

正学衰微の故に候哉，甚だ相済まざる事にて候，其方門人共の内にも，右体学
いか が

術純正ならざるもの折節はこれ有る様にも相聞え，如何に候。此度 イ

御取締厳重に仰せ付けられ，柴野彦助・岡田清助儀も右御用仰せ付けられ候事に
よく きつ と なおまた

候えば，能々此旨申談，急度門人共異学相禁じ，猶又自門に限らず他門に申し合

せ，正学講窮致し，人才取り立て候様相心掛け申すべく候事

ばくだい

Ｃ 近年御物入相重り候上，
⒞
凶作等打ち続き，御手当御救い筋莫大に及び候に付き，

追々御倹約の儀仰せ出され候えども，天下の御備御手薄にこれ有り候ては相済ま
おぼ いぬ とら

ざる儀に思し召し候，……高壱万石に付き五十石の割合を以て，来る戌年より寅
りようゆう

年迄五か年の間，面々領邑に囲穀いたし候様に仰せ出され候

あい

Ｄ 諸国人別改方の儀，此度仰せ出され候に付ては，自今以後，
⒟
在方のもの身上相

し まい

仕舞，江戸人別に入り候儀，決して相成らず候……
うらだな

一，近年，御府内え入り込み，妻子等もこれなく，裏店借り受け居り候者の内に
いつ き ずみ

は，一期住同様のものもこれ有るべく，左様の類の者呼び戻し，在方人別相減

らざる様取計い申すべき事
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Ｅ ……此度江戸・大坂最寄，御取締りのため， ウ 仰せ付けられ候，右

領分その余飛地の領分にも，高免の場所もこれ有り，御沙汰次第差し上げ，代知
い か よう よろ

の儀如何様にも苦しからず候えども，三つ五分より宜しき場所にては，折角
せん

ウ 相願い候詮もこれ無く候間，御定の通り三つ五分に過ぎざる土地下さ

れ候えば，有難く安心仕るべく候

問1 ア に入れるのに最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，

マークしなさい。解答番号は 28 。

① 棄捐 ② 徳政 ③ 改易 ④ 相対済し

問2 イ に入れるのに最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，

マークしなさい。解答番号は 29 。

① 大学 ② 郷学 ③ 聖堂 ④ 廟堂

問3 ウ に入れるのに最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，

マークしなさい。解答番号は 30 。

① 上知 ② 領知 ③ 転封 ④ 改易

問4 下線部⒜～⒟について，それぞれ⒜～⒟の問いに答えなさい。

⒜ 蔵宿に相当するものを何といいますか。最も適当なものを，次の①～④の

中から1つ選び，マークしなさい。解答番号は 31 。

① 札差 ② 蔵元 ③ 掛屋 ④ 米会所

⒝ 正学とは何ですか。最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，

マークしなさい。解答番号は 32 。

① 陽明学 ② 古学 ③ 折衷学 ④ 朱子学

⒞ この凶作による飢饉を何といいますか。最も適当なものを，次の①～④の

中から1つ選び，マークしなさい。解答番号は 33 。

① 寛永の飢饉 ② 享保の飢饉 ③ 天明の飢饉 ④ 天保の飢饉
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⒟ この社会背景の説明として最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選

び，マークしなさい。解答番号は 34 。

① 領主が多くの税収を得るため，百姓に余業として高収入を得られる都市

労働を奨励した。

② 小農自立が進み，富を蓄えた百姓が余業として商売をおこなうため，都

市に流入した。

③ 村内の貧富の差が広がり，田畑を手離し，職を求めた百姓が都市に流入

した。

④ 都市経済の発展により人手不足となったため，領主が人足労働者として

百姓の移住を奨励した。

問5 Ｃ・Ｄの法令は，それぞれどの改革で発布されましたか。最も適当なものを，

それぞれ①～④の中から1つずつ選び，マークしなさい。同じ記号を使っても

かまいません。解答番号はＣが 35 ，Ｄが 36 。

① 安政の改革 ② 寛政の改革 ③ 享保の改革 ④ 天保の改革
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⒝ 真壁騒動とよばれた反対一揆が起こった府県として最も適当なものを，次

の①～④の中から1つ選び，マークしなさい。解答番号は 42 。

① 京都府 ② 茨城県 ③ 三重県 ④ 堺県

⒞ このときの内閣として最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，

マークしなさい。解答番号は 43 。

① 加藤高明内閣 ② 若槻礼次郎内閣

③ 浜口雄幸内閣 ④ 斎藤実内閣

⒟ 多くの企業が財閥の支配下に組み込まれていったが，財閥による独占形態

のうち，種々の産業が同一系統の金融資本に支配される形態を何といいます

か。最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，マークしなさい。解

答番号は 44 。

① カルテル ② トラスト

③ コングロマリット ④ コンツェルン

⒠ この勅令として最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，マーク

しなさい。解答番号は 45 。

① 賃金統制令 ② 価格等統制令

③ 国民徴用令 ④ 学徒勤労令

⒡ 5軒から10軒単位でこうした配給業務や防空・消火訓練などの相互扶助的

な活動をおこない，大政翼賛会の最末端組織に位置づけられていたものとし

て最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，マークしなさい。解答

番号は 46 。

① 翼賛政治会 ② 町内会 ③ 部落会 ④ 隣組

（日本史問題 おわり）
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次のＡ～Ｃの文章を読んで，後の各問いに答えなさい。解答番号は 37 ～ 46 。

Ａ 明治政府は，財政基盤を確立させるため，土地制度の抜本的な改革をおこなっ

た。それが地租改正である。1872年に政府は地価を定めるため， ア を

解き，合法的に土地の売買ができるようにした。ついで土地の所有者に地券を発

行し，納税者を確定した。そのうえで1873年に地租改正条例を公布し，租税につ

いては
⒜
地価を基準とし，豊凶に関係なく，その3％を現金で納めることとした。

これにより政府の財源は安定したが，農民の負担は重く，それまでの貢租と大差

がなかった。そのうえ村民共有の土地であった入会地などが官有となってしまっ

たため，農民の不満はつのっていった。
⒝
各地に地租改正反対一揆が起こったこと

から，政府は1877年に税率を2．5％に引き下げる譲歩をおこなった。

Ｂ 1927年に震災手形善後処理をめぐる大蔵大臣片岡直温の失言がきっかけとなり，

イ が起こった。台湾において砂糖や樟脳事業を拡大していた神戸の鈴木

商店が破産し，これに巨額の融資をおこなっていた台湾銀行が危機に陥った。
⒞
こ

のときの内閣は特別融資緊急勅令案をもって台湾銀行を救済しようとしたが失敗

し，総辞職した。代わって成立した立憲政友会の田中義一内閣は，21日間のモラ

トリアムを発し，日本銀行から巨額の非常貸し出しをおこなうことで，この恐慌

を収拾した。しかしこれにより大銀行への資本集中が進み，
⒟
日本経済は巨大財閥

の独占支配のもとにおかれることとなった。

Ｃ 1937年に日中戦争が勃発すると，宣戦布告のないまま，準戦時体制は戦時体制

に切りかえられ，経済全体への統制が強まっていった。1938年に国家総動員法が

制定されると，政府は，議会の承認を得なくとも，戦争目的のために人的・物的

資源の動員ができるようになった。1939年に政府は国家総動員法にもとづく
⒠
ある

勅令を公布した。これにより国民を強制的に軍需産業へ動員することが可能と

なった。

日中戦争の長期化にともない，物資や労働力の不足は深刻化し，経済全体への

統制が強化されていった。そして1940年に第2次 ウ が成立すると，戦
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争に国民の総力を結集するため，新体制運動が推し進められた。労働組合は強制

的に解散させられ，すべての労働者は大政翼賛会傘下の エ に組織され

た。また農村では1940年から農家に対して米の供出制が実施された。1940年から

は砂糖とマッチなどが切符制となり，1941年には
⒡
都市部で米の配給がおこなわれ

るようになった。

問1 ア に入れるのに最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，

マークしなさい。解答番号は 37 。

① 田畑永代売買の禁止令 ② 田畑勝手作りの禁

③ 分地制限令 ④ 村請制

問2 イ に入れるのに最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，

マークしなさい。解答番号は 38 。

① 戦後恐慌 ② 震災恐慌 ③ 金融恐慌 ④ 昭和恐慌

問3 ウ に入れるのに最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，

マークしなさい。解答番号は 39 。

① 米内光政内閣 ② 近衛文麿内閣

③ 東条英機内閣 ④ 小磯国昭内閣

問4 エ に入れるのに最も適当なものを，次の①～④の中から1つ選び，

マークしなさい。解答番号は 40 。

① 産業報国会 ② 大日本産業報国会

③ 日本労働総同盟 ④ 日本労働組合総同盟

問5 下線部⒜～⒡について，それぞれ⒜～⒡の問いに答えなさい。

⒜ 地価の算定基準としてふさわしくないものを，次の①～④の中から1つ選

び，マークしなさい。解答番号は 41 。

① 田畑の面積 ② 収穫高 ③ 平均米価 ④ 秩禄支給高
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