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第１問　古代～近代の民衆の動向に関する A～ Cの文章を読み，次の問い（問１～８）に答

えよ。

A　古代律令制の時代，一般の民衆は重い税負担に苦しんでいた。その様子は『万葉集』に収め

られた ア の「貧窮問答歌」にも歌われている。しかし奈良時代後期以後，農民の抵抗が活

発になり，平安時代に入ると政府の支配はしだいに困難になっていった。10世紀初めの醍醐

天皇の時代には三善清行が「意見封事十二箇条」で指摘したように，律令体制の行き詰まりは

明らかとなり，以後，荘園公領制の時代へと移行していった。

　　鎌倉時代には産業の発達にともなって庶民勢力が台頭し，ⓐ鎌倉時代後期になると，荘園領

主や地頭の圧迫・非法に抵抗する農民の動きが活発になった。

　　鎌倉時代後期から南北朝時代にかけて，農民たちによって自立的・自治的に運営される

イ が各地で形成された。室町時代には イ の結合をもとにした農民勢力が頻繁に土一揆

を起こすようになった。この土一揆は，一部の都市民や困窮した武士とともに，ⓑ徳政を求め

て蜂起する徳政一揆の形態をとることが多かった。

　　

問１　空欄 ア ・ イ に入る語句の組合せとして正しいものを，次の①～④のうちから一つ

選べ。 1

　　①　ア－山上憶良　イ－結

　　②　ア－山上憶良　イ－惣村

　　③　ア－大伴家持　イ－結

　　④　ア－大伴家持　イ－惣村
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問２　下線部ⓐの一例として，阿氐河荘の荘民たちが「メコ（女子）トモヲヲ（追）イコメ，ミヽ

（耳）ヲキリ，ハナ（鼻）ヲソキ」というたどたどしい片かな書きの訴状で地頭の横暴を訴

えたことがあげられる。この阿氐河荘があった場所として正しいものを，次の地図中の①～

④のうちから一つ選べ。 ２

問３　下線部ⓑについて，正長の徳政一揆に関する文として誤っているものを，次の①～④のう

ちから一つ選べ。 ３ 　

　　①　足利義教が将軍に就任する代始めに起こった。　　

　　②　近江坂本の馬借の蜂起から始まった。

　　③　このとき幕府は一揆の勢いにおされて徳政令を出した。　

　　④　大和柳生の農民たちは徳政一揆の成果を記した碑文を残した。

 

●書名 

版 編
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初 再 三 四
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8
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②

③

④
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Ⅱ

Ⅰ
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B　豊臣秀吉は全国統一を達成するとともに，太閤検地と刀狩によって兵農分離を強力におしす

すめた。彼が出したⓒ刀狩令は農民から武器を没収して一揆を防止し，農民を農業に専念させ

るためのものであった。

　　秀吉の兵農分離が基礎となり，江戸時代には士農工商の身分秩序がつくられたが，幕府や諸

藩は年貢確保のため，特に農民に厳しい統制をくわえた。また江戸時代中期以後，農村社会が

疲弊すると，困窮した農民のなかには都市に流入して貧民となるものも多かった。そして社会

の変動が激しくなるにつれて，各地で百姓一揆や打ちこわしが頻発するようになった。これら

のⓓ百姓一揆や打ちこわしは，特に三大飢饉の時期や幕末動乱期に大きな高まりをみせた。

　　その一方で，江戸時代中期には町人社会が成熟し，江戸を中心に種々の庶民文化が花開いた。

この時代に盛んになった庶民文芸のなかにはⓔ狂歌や川柳があり，世相を皮肉り政治を批判す

るものとして人々にひろく受け入れられた。

問４　下線部ⓒについて，秀吉はこの法令のなかで「農民から没収した武器は大仏建立の金具に

使うから農民の功徳にもなる」と言っている。秀吉が大仏を建立し，後に豊臣氏滅亡のきっ

かけとなる鐘銘問題が起きた寺院として正しいものを，次の①～④のうちから一つ選べ。

４ 　

　　①　方広寺　　　②　南禅寺　　　③　大徳寺　　　④　四天王寺

問５　下線部ⓓに関連して，百姓一揆や打ちこわしに関する次の文甲・乙はそれぞれ下のⅠ～Ⅳ

のどの時期のものか，その組合せとして正しいものを，あとの①～④のうちから一つ選べ。

５ 　　

　　甲�　冷害による飢饉に浅間山の大噴火が重なって餓死者も多く，各地で百姓一揆や打ちこわ

しが頻発した。

　　乙 　「世直し」を叫ぶ百姓一揆が各地で起こり，江戸や大坂でも打ちこわしが起こった。

　　Ⅰ　享保の飢饉　　　Ⅱ　天明の飢饉　　　Ⅲ　天保の飢饉　　　Ⅳ　幕末動乱期

　　①　甲－Ⅰ　乙－Ⅲ　　　②　甲－Ⅰ　乙－Ⅳ

　　③　甲－Ⅱ　乙－Ⅲ　　　④　甲－Ⅱ　乙－Ⅳ
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問６　下線部ⓔに関連して，次の狂歌について述べた下の文Ⅰ・Ⅱについて，その正誤の組合せ

として正しいものを，あとの①～④のうちから一つ選べ。 ６ 　

　　白河の清きに魚のすみかねて　もとの濁りの田沼こひしき

　　Ⅰ　これは老中松平定信による寛政の改革を風刺したものである。

　　Ⅱ　このころ江戸で活躍した狂歌の作者に大田南畝（蜀山人）がいる。

　　①　Ⅰ－正　Ⅱ－正　　　②　Ⅰ－正　Ⅱ－誤

　　③　Ⅰ－誤　Ⅱ－正　　　④　Ⅰ－誤　Ⅱ－誤
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C　明治時代初期，政府の近代化政策に反対する農民一揆が各地で頻発した。1873年には学制

や徴兵制度に反対する大規模な一揆が起こったが，これは「徴兵告諭」のなかの文言から血税

一揆とよばれた。また 1876年には大規模な地租改正反対一揆が起こり，そのため政府は，地

租の税率を引き下げざるをえなかった。

　　1881年以降， ウ 大蔵卿の緊縮財政によって深刻な不況が全国に及んだ。地租を負担で

きない農民は小作農に転落し，都市貧民になるものも多かった。社会の動揺は深刻となり，

1884年には困民党を称する農民が負債の減免を求めて蜂起し，警察や郡役所などを襲撃する

エ が起こった。

　　その後貨幣・金融制度が整備され，以後，産業革命が進んでいったが，これをささえたのは，

小作農家から出稼ぎにきた若年女性労働者であった。ⓕ工女または女工とよばれた彼女らは，

劣悪な労働環境のもとで低賃金・長時間労働に苦しまなければならなかった。

　　

問７　空欄 ウ ・ エ に入る語句の組合せとして正しいものを，次の①～④のうちから一つ

選べ。 ７ 　

　　①　ウ－松方正義　エ－大阪事件

　　②　ウ－松方正義　エ－秩父事件

　　③　ウ－原敬　　　エ－大阪事件

　　④　ウ－原敬　　　エ－秩父事件

問８　下線部ⓕに関連して，近代日本では，製糸女工が稼ぐ外貨によって軍艦を浮かべ，工作機

械を買っていたと言われる。女工らが生産した幕末以来の日本最大の輸出品として正しいも

のを，次の①～④のうちから一つ選べ。 ８ 　

　　①　生糸　　　②　綿糸　　　③　絹織物　　　④　綿織物
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第２問　古代～中世（鎌倉時代）の藤原氏に関する文章 A～ Cを読み，次の問い（問１～７）

に答えよ。（史料は一部省略したり，書き改めたりしたところもある。）

A　中大兄皇子とともに大化改新を進めた中臣鎌足は，死に臨んで天智天皇から藤原の姓を賜り，

これが藤原氏の始まりとなった。またその子，不比等は律令編纂や平城遷都に力をつくし，娘

の宮子を ア に嫁がせるなど天皇家と密接な関係を結ぶことによって，その後の藤原氏発展

の基礎を築いた。

　　不比等の４人の子はそれぞれ南家・北家・式家・京家の４家に分かれながらも連携を保ち，

729年には有力皇族の長屋王の排斥に成功した。しかしこの４兄弟はあいついで病死し，ⓐ皇

族出身の橘諸兄が政権の座についた。諸兄の後，藤原氏南家の仲麻呂が政権を握り，淳仁天皇

を擁立して強大な権力をふるったが，やがて孝謙太上天皇と対立し，764年，反乱を起こして

滅んだ。

　　孝謙太上天皇が重
ちょう

祚
そ

して称徳天皇となったが，称徳天皇の死後，藤原式家の イ は天智

天皇の孫にあたる光仁天皇を擁立し，ついで光仁天皇の子の桓武天皇が奈良の都を去ることに

よって，時代は平安時代へと移っていった。

問１　空欄 ア ・ イ に入る語句の組合せとして正しいものを，次の①～④のうちから一つ

選べ。 ９ 　

　　①　ア－文武天皇　イ－種継

　　②　ア－文武天皇　イ－百川

　　③　ア－天武天皇　イ－種継

　　④　ア－天武天皇　イ－百川

問２　下線部ⓐの時代に起こった出来事について述べた文として正しいものを，次の①～④のう

ちから一つ選べ。 10 　

　　①　藤原広嗣が九州で反乱を起こした。

　　②　光明子が聖武天皇の皇后に立てられた。

　　③　三世一身法が出された。

　　④　養老律令が施行された。
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B　平安時代初期，藤原冬嗣がⓑ嵯峨天皇の信任を得て藤原北家が勢力を拡大した。冬嗣の後，

良房は臣下で最初の摂政となり，次の基経は最初の関白に任じられたが，これ以後，藤原北家

は外戚政策によって天皇家と密接な関係をつくることで摂政・関白の地位を独占し，摂関家と

して勢力をのばしていった。

　　10世紀前半，しばらく摂政・関白が置かれない時期もあったが，969年の安和の変で

ウ が排斥された後は，摂政または関白がほぼ常に置かれる摂関政治の時代となった。また，

10世紀末には藤原氏一族の争いもおさまり，藤原道長によって藤原氏は全盛をむかえた。

ⓒ道長は４人の娘をつぎつぎと中宮（皇后）や皇太子妃にして権勢をふるい，次の頼通も３代

の天皇のもとで摂政・関白を務めた。

　　しかし天皇の妃となった頼通の娘には皇子が生まれず，1068年，時の摂政・関白を外戚と

しない後三条天皇が即位した。天皇は藤原氏をはばかることなく政治刷新にとりくみ，これが

院政への道を開くものとなった。

　　

問３　下線部ⓑの嵯峨天皇の時代，平城太上天皇の変が起こった。この事件について述べた次の

文Ⅰ・Ⅱの正誤の組合せとして正しいものを，下の①～④のうちから一つ選べ。 11 　

　　Ⅰ　このとき冬嗣は令外官である検非違使に任じられた。

　　Ⅱ　平城太上天皇は平城京への再遷都を図ったが敗れ，事件後出家した。

　　①　Ⅰ－正　Ⅱ－正　　　②　Ⅰ－正　Ⅱ－誤

　　③　Ⅰ－誤　Ⅱ－正　　　④　Ⅰ－誤　Ⅱ－誤

問４　空欄 ウ に入る語句として正しいものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 12 　

　　①　橘逸勢　　　②　菅原道真　　　③　伴善男　　　④　源高明

 

問５　下線部ⓒの道長と頼通に関して述べた次の文 a～ dについて，正しいものの組合せを，　

　下の①～④のうちから一つ選べ。 13 　

　　a　道長が「望月の歌」を詠んだことが，藤原実資の『小右記』に記されている。

　　b　道長は，壮麗な阿弥陀堂を中心とする法勝寺を建立した。

　　c　頼通が造営した平等院鳳凰堂には，定朝作の一木造の阿弥陀如来像が安置されている。

　　d　頼通の政権の時代，東北地方で前九年合戦が始まった。

　　①　a・c　　　②　a・d　　　③　b・c　　　④　b・d

21年度MF_1_日本史_p034-054.indd   40 2020/11/30   11:11



− 41 −

 C　1156年に起こった保元の乱は，藤原摂関家の忠通と エ の兄弟による争いも原因の一つ

であった。1159年には平治の乱が起こり，乱後は平氏政権の時代となった。しかし 1180年，

源平の争乱が始まり，1185年，平氏は滅んで鎌倉幕府の機構が整った。鎌倉時代になると，

藤原摂関家は近衛・鷹司・九条・二条・一条の５つに分かれ，五摂家とよばれるようになった。

　　九条家の祖となったⓓ兼実（九条兼実）は日記『玉葉』を残したことで知られるが，彼は源

頼朝と密接な関係を結び，その推挙で摂政にもなった。

　　1219年，源実朝が暗殺されると，兼実の曽孫である頼経が鎌倉に下り，承久の乱後，４代

将軍となった。これを藤原将軍または摂家将軍というが，藤原将軍は２代で終わり，６代将軍

には後嵯峨上皇の皇子 オ が迎えられ，この皇族将軍は幕府が滅亡するまで４代つづいた。

　　　

問６　空欄 エ ・ オ に入る語句の組合せとして正しいものを，次の①～④のうちから一つ

選べ。 14 　

　　①　エ－頼長　オ－宗尊親王

　　②　エ－頼長　オ－護良親王

　　③　エ－信頼　オ－宗尊親王

　　④　エ－信頼　オ－護良親王
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問７　下線部ⓓについて，次の史料は，頼朝が朝廷から事実上の東国支配権を認められた記事の

一部であるが，この記事が書かれた時期として正しいものを，源平の争乱の過程を示す下の

年表中の①～④のうちから一つ選べ。 15 　

　　抑
そもそも

，東海・東山・北陸三道の庄（荘）園国領，本の如く領知すべきの由，宣
せん

下
げ

せらるべきの

旨，頼朝申し請
こ

ふ。仍
よっ

て宣旨を下さるるの処，北陸道許
ばか

りは義仲を恐るるに依り，其の宣旨を

成されず。……         　  （『玉葉』）

1180　源頼朝が伊豆で挙兵する

①

1181　平清盛が死去する

②

1183　平氏が都落ちし，源義仲が入京する

③

1184　源義仲が滅亡する

④

1185　壇の浦の戦いで平氏が滅亡する
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第３問　中世の文芸・学問や芸術などに関する文章 A～ Cを読み，次の問い（問１～７）に

答えよ。

A　鎌倉時代初期は和歌が輝きをみせた時代で，『新古今和歌集』の編纂にあたった藤原定家・

藤原家隆らは，技巧的な表現をこらしながらも，観念的な美の境地を生み出した。この時代に

は，『新古今和歌集』の編纂を命じた後鳥羽上皇のほか，ⓐ西行や源実朝らのすぐれた歌人も

輩出された。

　　しかし鎌倉時代にはやがて，和歌にかわって連歌が流行しはじめ，幕府滅亡後の建武年間の

世相を反映した「 ア 」には「京鎌倉ヲコキマセテ　一座ソロハヌエセ連歌　在々所々ノ歌
うた

連歌　点
てん

者
じゃ

（優劣の判定者）ニナラヌ人ゾナキ」と，連歌が流行していた有様を伝えている。

連歌は一座の人々が和歌の上の句と下の句をつぎつぎに詠み継いでいく文芸で，公家や武家の

みならず民衆の間にもひろまり，ⓑ南北朝時代から室町時代にかけて全盛となった。その背景

にはこの時代，趣味や目的を同じくする人々が集まる寄合が広く催されたことがあり，連歌や

茶寄合のほか，村や町を自治運営する人々の集まりも寄合とよばれた。

問１　下線部ⓐの西行と源実朝に関して述べた次の文Ⅰ・Ⅱについて，その正誤の組合せとして

正しいものを，下の①～④のうちから一つ選べ。 16 　

Ⅰ　西行は諸国を遍歴して歌を詠み，『山家集』を残した。

Ⅱ　源実朝は繊細優美で技巧的な古今調の歌にすぐれ，『金槐和歌集』を残した。

　　①　Ⅰ－正　Ⅱ－正　　　②　Ⅰ－正　Ⅱ－誤

　　③　Ⅰ－誤　Ⅱ－正　　　④　Ⅰ－誤　Ⅱ－誤

問２　空欄 ア に入る語句として正しいものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 17 　

　　①　建武以来追加　　　②　庭訓往来

　　③　閑吟集　　　　　　④　二条河原落書
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問３　下線部ⓑの南北朝時代から室町時代にかけての連歌について述べた次の文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①～⑥のうちから一つ選べ。 18

　

　　Ⅰ　宗祇は正風連歌を確立し，弟子たちと『水無瀬三吟百韻』を詠んだ。

　　Ⅱ　宗鑑は自由な気風をもつ俳諧連歌をつくり出した。

　　Ⅲ　二条良基の撰した『�玖波集』は勅撰に準じるものとされた。

　　①　Ⅰ－Ⅱ－Ⅲ　　　②　Ⅰ－Ⅲ－Ⅱ　　　③　Ⅱ－Ⅰ－Ⅲ

　　④　Ⅱ－Ⅲ－Ⅰ　　　⑤　Ⅲ－Ⅰ－Ⅱ　　　⑥　Ⅲ－Ⅱ－Ⅰ
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B　鎌倉時代には公家の間で，過ぎし王朝時代への懐古の念もあって朝廷の儀式・先例を研究す

る イ の学がさかんになった。鎌倉時代の順徳天皇や南北朝時代の北畠親房，また室町時代

の一条兼良らがこの分野ですぐれた著作を残している。

　　武士のなかにも，北条氏一門の金沢実時のように金沢文庫を設け，和漢の書を集めて学問に

励むものもあった。ⓒ室町時代には上杉憲実が足利学校を再興し，ここでは全国から集まった

禅僧や武士に対して高度な教育がほどこされた。宣教師フランシスコ =ザビエルはこれを「坂

東の大学」としてヨーロッパに紹介している。

　　鎌倉時代末期には宋から宋学（朱子学）が伝えられ，その大義名分論は後醍醐天皇の討幕運

動の理論的な拠りどころとなった。宋学は室町時代，五山の禅宗寺院を中心に学ばれたが，戦

国時代になると地方でも講じられるようになった。肥後の菊池氏や薩摩の島津氏に招かれた

ウ は，薩南学派の祖とされている。

問４　空欄 イ ・ ウ に入る語句の組合せとして正しいものを，次の①～④のうちから一つ

選べ。 19 　

　　①　イ－古今伝授　ウ－桂庵玄樹

　　②　イ－古今伝授　ウ－中江藤樹

　　③　イ－有職故実　ウ－桂庵玄樹

　　④　イ－有職故実　ウ－中江藤樹

問５　下線部ⓒの上杉憲実と足利学校について述べた文として正しいものを，次の①～④のうち

から一つ選べ。 20 　

　　①　関東管領であった上杉憲実は鎌倉公方足利持氏と対立した。　　

　　②　上杉憲実の子孫は後に伊豆堀越で北条早雲に滅ぼされた。

　　③　足利学校は東海道の上野国にあった。

　　④　足利学校から漢詩文集の『節用集』が出版された。
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C　源平の争乱で焼失した南都寺院の復興は，鎌倉時代の芸術に新しい傾向をもたらした。勧進

上人として東大寺の復興にあたった エ は宋の工人陳和卿をまねき，大陸風の雄大な建築様

式を採用した。また運慶・快慶らの奈良仏師が東大寺や興福寺などの仏像や肖像彫刻を手がけ，

芸術に新風を吹きこんだ。

　　絵画では似絵という大和絵の様式による写実的な肖像画が盛んになり，藤原隆信・信実父子

がその名手として知られる。鎌倉時代の中頃，禅宗で オ とよばれる師僧の肖像画を崇拝す

る風習が中国から伝わり，多くの作品が描かれた。

　　室町時代，幕府の保護を受けた五山の禅宗寺院は，大陸文化を受け入れる窓口の役割を果た

した。五山の禅僧には中国からの渡来僧や中国帰りの留学僧が多く，彼らは禅だけではなく，

ⓓ禅の精神を具体化した水墨画や建築・庭園様式などを広く伝えた。

問６　空欄 エ ・ オ に入る語句の組合せとして正しいものを，次の①～④のうちから一つ

選べ。 21 　

　　①　エ－明恵（高弁） オ－文人画

　　②　エ－明恵（高弁） オ－頂相

　　③　エ－重源 オ－文人画

　　④　エ－重源 オ－頂相

問７　下線部ⓓに関連して，禅の精神と関連する室町時代の文化について述べた文として誤って

いるものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 22 　

　　①　如拙は禅の公案を図示する水墨画『瓢鮎図』を描いた。　　

　　②　禅宗寺院の様式をとりいれた数寄屋造の建築が始まった。　　

　　③　禅の精神を象徴的に表現する枯山水の庭園が造られた。　　

　　④　村田珠光は茶と禅の精神の統一をめざす侘茶を創始した。
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第４問　江戸時代の三都（江戸・京都・大坂）に関する文章 A～ Cを読み，次の問い（問１

～７）に答えよ。

A　徳川家康はⓐ全国統一を達成した豊臣秀吉の命によって 1590年，それまで勢力をたくわえ

ていた東海地方から関東に移され，江戸を本拠に定めた。

　　1603年，家康が征夷大将軍となって幕府を開くと，それ以後，江戸城やその城下町の大規

模な建設が，普請役という諸大名の負担によって行われた。

　　1635年に参勤交代が制度化され，江戸には全国から集まった多数の武家や，その家族・奉

公人が居住した。またⓑ町方とよばれた町人地には多くの町
ちょう

が密集し，さまざまな種類や階

層の商人・職人らが居住した。18世紀前半の江戸の人口は約 100万人，そのうちおよそ半数

が武家人口といわれた特殊な都市で，日本最大の消費都市でもあった。

　　江戸時代中期以後，農村社会の変動を背景に江戸に流入して生活を送るものが増加し，災害

や飢饉のたびに彼らの生活は破壊された。ⓒそのため幕府にとっては，都市困窮民のための都

市政策が大きな課題となった。

問１　下線部ⓐについて，豊臣秀吉が全国統一を達成した 1590年に行われた戦いとして正しい

ものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 23 　

　　①　長篠合戦　　　　　②　小牧・長久手の戦い

　　③　賤ヶ岳の戦い　　　④　小田原攻め

　　　　

問２　下線部ⓑに関して述べた次の文Ⅰ・Ⅱについて，その正誤の組合せとして正しいものを，

下の①～④のうちから一つ選べ。 24 　

　　Ⅰ　町方の支配にあたる町奉行は三奉行の一つで，譜代大名が任命された。

　　Ⅱ　町の運営に参加できるのは，町内に町屋敷をもつ町人に限られた。

　　①　Ⅰ－正　Ⅱ－正　　　②　Ⅰ－正　Ⅱ－誤

　　③　Ⅰ－誤　Ⅱ－正　　　④　Ⅰ－誤　Ⅱ－誤
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問３　下線部ⓒに関連して，寛政の改革で行われた都市政策について述べた文として正しいもの

を，次の①～④のうちから一つ選べ。 25 　

　　①　災害時の困窮民救済のため，町ごとに七分積金を命じた。

　　②　物価引下げのため，流通を独占する株仲間の解散を命じた。

　　③　貧民のための医療施設として小石川養生所を設立した。

　　④　無宿人を収容して職業訓練を行う，寄場組合を設けた。
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B　京都は朝廷の所在地で，市中やその近隣に多くの有力寺社が存在したため，江戸幕府は京都

の支配を重視し， ア や京都町奉行を置いて朝廷・公家・寺社の統制や畿内とその周辺の支

配にあたらせた。

　　江戸時代の京都はまた全国有数の商業都市で，呉服屋・両替商など多くの有力商人が京都に

本拠を置いた。現在の大手百貨店のなかにも，もとは京都の呉服商だったところがある。さら

に京都では，ⓓ西陣織や京染・京焼などに代表される高度な技術を用いた手工業生産も発達し

た。

　　現在の京都は大学の数が多い学生の街でもあるが，江戸時代の京都にも，全国から学問を志

すものが多く集まった。京都の材木商の家に生まれた伊藤仁斎はその学塾 イ を堀川に開い

た。これは子の伊藤東涯以下，明治時代にいたるまで子孫によって代々受けつがれた。

　

問４　空欄 ア ・ イ に入る語句の組合せとして正しいものを，次の①～④のうちから一つ

選べ。 26 　

　　①　ア－京都守護職　イ－咸宜園

　　②　ア－京都守護職　イ－古義堂

　　③　ア－京都所司代　イ－咸宜園

　　④　ア－京都所司代　イ－古義堂

問５　下線部ⓓのうち西陣織と京焼に関して述べた次の文Ⅰ・Ⅱについて，その正誤の組合せと

して正しいものを，下の①～④のうちから一つ選べ。 27 　

　　Ⅰ　西陣織の高機の技術は，後に関東の桐生など各地に伝わった。

　　Ⅱ　野々村仁清は色絵の技法を完成し，京焼の祖となった。

　　①　Ⅰ－正　Ⅱ－正　　　②　Ⅰ－正　Ⅱ－誤

　　③　Ⅰ－誤　Ⅱ－正　　　④　Ⅰ－誤　Ⅱ－誤
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C　江戸時代の大坂は「天下の台所」とよばれ，全国の物資の集散地として栄えた大商業都市で

あった。ⓔ諸藩は大坂に蔵屋敷を設け，年貢米や特産物の売却にあたった。これらの物資は商

品として全国に出荷されたが，大坂から江戸へは，菱垣廻船・樽廻船という定期便が運航して

商品の輸送にあたり，江戸に商品を発送する荷積問屋は ウ を結成し，商品流通を独占した。

また大坂には米市場が開かれて取引が活発に行われ，その取引は全国の米価に大きな影響を与

えた。

　　大坂はこのように商業都市として栄えたが，その一方で幕府にとって西日本の重要な軍事拠

点であり，大坂城代は西国大名の監視にもあたる要職であった。また民政のために京都や駿府

と同じく町奉行が置かれた。1837年には大坂町奉行所の元与力であった エ が天保の飢饉

に対する幕府の無策に憤
いきどお

って反乱を起こし，幕府や諸藩に衝撃を与えた。

問６　下線部ⓔの蔵屋敷に関する文として誤っているものを，次の①～④のうちから一つ選べ。

28 　

　　①　諸藩の蔵屋敷は大坂の中之島を中心に設置された。

　　②　蔵屋敷に収められた年貢米や特産物などの物資は蔵物とよばれた。

　　③　蔵屋敷の物資は商人の掛屋や札差が売却・換金にあたった。

　　④　蔵屋敷を経由しない民間の物資は納屋物とよばれた。

問７　空欄 ウ ・ エ に入る語句の組合せとして正しいものを，次の①～④のうちから一つ

選べ。 29 　

　　①　ウ－十組問屋　　　エ－生田万

　　②　ウ－十組問屋　　　エ－大塩平八郎

　　③　ウ－二十四組問屋　エ－生田万

　　④　ウ－二十四組問屋　エ－大塩平八郎
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第５問　江戸時代後期～近現代の日露・日ソ関係に関する文章 A～ Cを読み，次の問い（問

１～７）に答えよ。（史料は，一部省略したり，書き改めたりしたところもある。）

A　18世紀半ば頃より欧米の船が日本近海に出没するようになるなかで，通商を要求して来航

したのはロシア船であった。ⓐ1792年，ロシア使節ラクスマンが根室に来航し，1804年には

レザノフが長崎に来航した。しかし，レザノフに対し幕府は冷淡な態度をとって，これを追い

返したため，一時，日露関係は緊張した。また幕府はこれ以後，日本の北辺への対応に追われ

ることになった。

　　1853年，アメリカのペリーが軍艦４隻をひきいて浦賀に来航し開国を求めたが，同年，ロ

シア使節プチャーチンも長崎に来航して開国と国境の画定を要求した。

　　幕府はこれらの要求を拒否できず，翌年ふたたび来航したペリーとの間で日米和親条約を結

び，開国することになった。ついで幕府は，イギリス・ロシア・オランダとも類似の内容の和

親条約に調印したが，ⓑロシアとの和親条約では国境についての取り決めも行われた。

問１　下線部ⓐのラクスマンとレザノフの来航に関して述べた次の文Ⅰ・Ⅱについて，その正誤

の組合せとして正しいものを，下の①～④のうちから一つ選べ。 30 　

　　Ⅰ　ラクスマンは漂流民大黒屋光太夫をともなって来航した。

　　Ⅱ　レザノフ来航後，幕府は近藤重蔵・最上徳内らに樺太を探査させた。

　　①　Ⅰ－正　Ⅱ－正　　　②　Ⅰ－正　Ⅱ－誤

　　③　Ⅰ－誤　Ⅱ－正　　　④　Ⅰ－誤　Ⅱ－誤
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問２　下線部ⓑに関連して，このとき取り決められた日露国境として正しいものはどれか。次の

地図中のⅠ～Ⅲ，またはそれらの組合せのうちから正しいものを，下の①～④のうちから一

つ選べ。 31

　　

　　　

　　①　Ⅰ　　　②　Ⅱ　　　③　ⅠとⅢ　　　④　ⅡとⅢ
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B　日清戦争の勝利によって朝鮮を支配しようとした日本に立ちはだかったのは，ロシアであっ

た。ロシアは ア によって遼東半島を清国に返還させ，また朝鮮では親露政権が成立して

1897年，国号を大韓帝国と改めた。

　　1904年，日露戦争が始まり，翌年，講和が成立してポーツマス条約が調印された。日露戦

争後，ⓒ日本は南満州に進出し，韓国を併合した。

　　第一次世界大戦中の 1917年，ロシア革命が起こると，日本はアメリカなどとともにシベリ

アに出兵したが，日本のみが長期にわたって出兵をつづけ，列国の疑惑をまねいた。一方，日

本国内ではロシア革命の影響もあって，ⓓ知識人の間でマルクス主義の影響が強くみられた。

　　革命によって成立したソ連とは 1925年，協調外交を推進する イ 外務大臣のもとで日ソ

基本条約が調印され，国交が樹立された。

　　

問３　空欄 ア ・ イ に入る語句の組合せとして正しいものを，次の①～④のうちから一つ

選べ。 32 　

　　①　ア－日露協約　イ－幣原喜重郎

　　②　ア－日露協約　イ－加藤高明

　　③　ア－三国干渉　イ－幣原喜重郎

　　④　ア－三国干渉　イ－加藤高明

問４　下線部ⓒに関連して，日露戦争後の日本の南満州進出と韓国併合に関する文として誤って

いるものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 33 　

　　①　日本は山東半島を領有し，関東庁を設置した。

　　②　半官半民の国策会社である南満州鉄道株式会社が設立された。

　　③　元老の伊藤博文が初代統監として韓国に赴任した。

　　④　ハーグ密使事件を機に日本は韓国から内政権を奪った。

問５　下線部ⓓのマルクス主義の影響により大正時代末期から昭和初期にかけてプロレタリア文

　学運動が発生した。プロレタリア作家として著名な小林多喜二の作品として正しいものを，

　次の①～④のうちから一つ選べ。 34 　

　　①　『太陽のない街』　　　②　『貧乏物語』

　　③　『蟹工船』　　　　　　④　『大菩薩峠』
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C　1941年，日米関係が悪化するなかでⓔ日本は日ソ中立条約を結び，日独伊にソ連を加えた

４カ国の提携によってアメリカを牽制しようとしたが，同年 12月８日，太平洋戦争が始まった。

　　日本は緒戦に勝利をおさめたもののやがて戦局は不利となり，1945年になると敗戦必至の

状況となった。日本は，ソ連に和平交渉の仲介を依頼しようとしたが，ソ連はすでにその年の

２月，ヤルタ秘密協定によって対日参戦を決めており，日本は８月，広島・長崎への原子爆弾

投下とソ連の満州などへの侵攻をみて無条件降伏し，連合国の占領下に置かれることになった。

　　1951年，日本はサンフランシスコ平和条約に調印し，翌年，独立を回復したが，ソ連はこ

れに調印せず，ソ連との国交が回復したのはⓕ日ソ共同宣言が調印された1956年のことであっ

た。

問６　下線部ⓔの日ソ中立条約調印後のソ連に関係する出来事について述べた文として正しいも

のを，次の①～④のうちから一つ選べ。 35 　

　　①　日ソ両軍が張鼓峰で衝突事件を起こした。

　　②　日ソ両軍がノモンハンで衝突事件を起こした。　　　

　　③　ソ連はドイツと不可侵条約を結んだ。　　

　　④　ソ連がドイツの侵攻を受け，独ソ戦争が始まった。

問７　下線部ⓕについて，次の史料は日ソ共同宣言の条文の一部であるが，この史料中の空欄

ウ ・ エ に入る語句の組合せとして正しいものを，下の①～④のうちから一つ選べ。

36 　

　ソヴィエト社会主義共和国連邦は， ウ への加入に関する日本国の申請を支持するもの

とする。……

　ソヴィエト社会主義共和国連邦は，日本国の要望にこたえ，かつ日本国の利益を考慮して，

エ を日本国に引き渡すことに同意する。ただし，これらの諸島は，日本国とソヴィエト

社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。

　　①　ウ－国際連合　エ－歯舞群島及び色丹島

　　②　ウ－国際連合　エ－択捉島及び国後島

　　③　ウ－国際連盟　エ－歯舞群島及び色丹島

　　④　ウ－国際連盟　エ－択捉島及び国後島

（日本史の問題は終わり）
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