
【１】　次の文章を読んで、後の問い（1～⓾）に答えなさい。

　藤原冬嗣は⒜嵯峨天皇の側近として、平城太上天皇の変をおさえ、天皇家の外戚となり 

⒝藤原北家の権力を拡大するきっかけをつくった。その子の藤原良房は、嵯峨上皇が没する

と、⒞策を弄し恒貞親王を廃して、自らの妹が産んだ道康親王を皇太子に立て、その後、文

徳天皇として即位させた。次の  ⒟  も藤原良房の外孫で、さらに  ⒟  には養子と

した兄の子基経の妹高子を嫁がせるなど、この時期、北家は天皇家との外戚関係をいっそう

強め、権力を強大化させた。

　その後、藤原氏を外戚としない宇多天皇が即位した。天皇は  ⒠  を登用したが、⒡醍

醐天皇が即位すると、藤原時平の謀略により、 ⒠  は大宰権帥として左遷された。醍醐

天皇の時代は、村上天皇の時代と併せて⒢延喜・天暦の治とたたえられた天皇親政の時代で

あったが、930 年、醍醐天皇が朱雀天皇に譲位すると、藤原忠平は摂政に任じられ、天皇が

成人するとそのまま関白になった。

　969 年に醍醐源氏の  ⒣  が左遷されると、藤原北家の勢力は不動のものとなり、摂

政、関白が常置されるようになった。その後は、藤原兼通と兼家、藤原道長と伊周など藤原

北家内部で対立があったが、これを勝ち抜いた⒤藤原道長、子の⒥藤原頼通の時代には摂関

政治は全盛期を迎えた。

1  下線部⒜の治世の頃の作品として最も適当なものを、次の①～④から一つ選びなさい。
①　教王護国寺両界曼荼羅  ②　薬師寺吉祥天像

③　東大寺南大門金剛力士像  ④　広隆寺半跏思惟像
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2  下線部⒝について、この家の祖となった人物として最も適当なものを、次の①～④か
ら一つ選びなさい。

①　藤原麻呂  ②　藤原宇合  ③　藤原房前  ④　藤原武智麻呂

3  下線部⒞について、その事件の内容として最も適当なものを、次の①～④から一つ選
びなさい。

①　大納言伴善男が応天門に火をつけたとして弾劾された。

②　藤原種継殺害事件に荷担したとして春宮大夫の大伴家持らが処分された。

③　側近の藤原仲成らを中心とした平城京への遷都の謀議が発覚した。

④　春宮に仕える伴健岑らにより、春宮を東国へ移す計画が発覚した。

4  空欄  ⒟  に該当する最も適当な天皇を、次の①～④から一つ選びなさい。

①　一条天皇  ②　白河天皇  ③　清和天皇  ④　淳和天皇

5  空欄  ⒠  に該当する人物は、その死後、清涼殿の落雷で多くの人がなくなったこと

から、その怨霊と雷神が結びつけられ、947 年にある神社に神として祀られた。その神

社として最も適当なものを、次の①～④から一つ選びなさい。

①　伊勢神宮  ②　出雲大社  ③　北野天満宮  ④　賀茂神社

6  下線部⒡について、その治世の出来事として誤っているものを、次の①～④から一つ
選びなさい。

①　最後の皇朝十二銭である「乾元大宝」が鋳造された。

②　最初の勅撰和歌集である『古今和歌集』が編纂された。

③　最後の六国史となる『日本三代実録』が編纂された。

④　最初の荘園整理令である「延喜の荘園整理令」が出された。
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7  下線部⒢について、この頃に起こった出来事として最も適当なものを、次の①～④か
ら一つ選びなさい。

①　 俘囚の長であった安倍頼時が奥州で反乱を起こしたが、源頼義・義家らによって鎮

圧された。

②　 平将門は新皇と称し、常陸・下野・上野の国府を攻略したが、従兄弟の平貞盛らに

よって討伐された。

③　 平忠常が房総で起こした反乱は、押領使源頼信らによって鎮圧された。

④　 女真族が九州北部に急遽襲来したため、大宰権帥であった藤原隆家が大宰府の官人

や武士らを率いて撃退した。

8  空欄  ⒣  に該当する最も適当な人物を、次の①～④から一つ選びなさい。

①　　源　融  ②　源　義朝  ③　源　信  ④　源　高明

9  下線部⒤について、次の史料は藤原道長の栄華の様子を著したものです。その史料の出
典を、次の①～④から一つ選びなさい。

①　『懐風藻』  ②　『今昔物語集』  ③　『吾妻鏡』  ④　『小右記』

⓾  下線部⒥が建立した阿弥陀堂として最も適当なものを、次の①～④から一つ選びなさ
い。

①　円覚寺舎利殿    ②　法成寺九体阿弥陀堂

③　中尊寺金色堂    ④　平等院鳳凰堂

史料

　太閤、下官を招き呼びて云く、「和歌を読まんと欲す。必ず和すべし」てへり。答えて

云く、「何ぞ和し奉らざらんや」と。又云く、「誇りたる歌になむ有る。但し宿構にあら

ず」てへり。「此の世をば我が世とぞ思ふ望月のかけたる事も無しと思へば」。余申して

云く。「御歌優美なり。酬答に方無し。満座只この歌を誦すべし」と。
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【２】　次の史料と文章を読んで、後の問い（�～�）に答えなさい。

　上記の史料は、1221 年に起こった  ⒠  の様子を著したものである。⒡後醍醐天皇の

側近であった  ⒢  が南朝の正当性を主張するため著したとされる『神皇正統記』であ

り、⒣この史書は、後世にも大きな影響を与えたといわれている。そこに記されたこの事件

は、朝廷に対する武家政権の優位を決定づけた画期的なものとなっている。

�  下線部⒜について、源頼朝に関連した次の出来事を古い順にならべたものとして最も適
当なものを、次の①～③から一つ選びなさい。

ア：壇ノ浦の戦い  イ：衣川の戦い  ウ：富士川の戦い

①　ア→イ→ウ　　   ②　イ→ウ→ア  ③　ウ→ア→イ

�  下線部⒝について、その内容に関連するものとして最も適当なものを、次の①～③か
ら一つ選びなさい。

①　 北条時政の奏上によって、源義経・源行家を追捕することを目的に、その設置を認

められた。

②　 その職務は、謀反人や殺害人の逮捕や任国の荘園や国衙領からの年貢の徴収が主な

もので、これらは大犯三カ条と呼ばれた。

③　 初期の頃の守護の得分は、11町につき１町の免田及び反別五升の兵粮米の徴収で

あった。

史料

　次ニ王者ノ軍ト云ハ、トガ（咎）アルヲ討ジテ、キズナキヲバホロボサズ。⒜頼朝高

官ニノボリ、⒝守護ノ職ヲ給、コレミナ⒞法皇ノ勅裁也。ワタクシ（私）ニヌスメリト

ハサダメガタシ。⒟後室ソノ跡ヲハカラヒ、義時久ク彼ガ権ヲトリテ、人望ニソムカザ

リシカバ、下ニハイマダキズ有トイフベカラズ。一往ノイハレバカリニテ追討セラレン

ハ、上ノ御トガトヤ申ベキ。謀叛オコシタル朝敵ノ利ヲ得タルニハ比量セラレガタシ。

カカレバ時ノイタラズ。天ノユルサヌコトハウタガイナシ。但、下ノ上ヲ剋スルハキハ

メタル非道ナリ。終ニハナドカ皇化ニ順ハザルベキ。
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�  下線部⒞に該当する法皇とは誰か、最も適当なものを、次の①～③から一つ選びなさ
い。

①　白河法皇  ②　後白河法皇  ③　鳥羽法皇

�  下線部⒟に該当する最も適当な人物を、次の①～③から一つ選びなさい。
①　北条時政  ②　北条政子  ③　源　頼家

�  空欄  ⒠  に該当する最も適当な争乱を、次の①～③から一つ選びなさい。

①　保元の乱  ②　中先代の乱  ③　承久の乱

�  下線部⒡について、その説明として誤っているものを、次の①～③から一つ選びなさ
い。

①　 持明院統に属し、倒幕の計画を立てたが、２度失敗し、隠岐に流された。

②　 中央に記録所を再興して行政等の重要政務にあたらせる建武の新政を行った。

③　 すべての土地の所有権を天皇の綸旨で確認しようとしたため武士たちの不満を招い

た。

�  空欄  ⒢  に該当する最も適当な人物を、次の①～③から一つ選びなさい。

①　一条兼良  ②　北畠親房  ③　虎関師錬

�  下線部⒣について、その影響をうけた史書に『大日本史』がある。その編纂を命じた人
物として最も適当なものを、次の①～③から一つ選びなさい。

①　徳川光圀  ②　保科正之  ③　池田光政

�  上記の史料に書かれた内容よりも後に起こった出来事として、最も適当なものを、次の
①～③から一つ選びなさい。

①　有力御家人三浦泰村が滅ぼされる宝治合戦が起こった。

②　将軍の後見として権力を強めていた比企能員が滅ぼされた。

③　将軍が甥の公暁によって鶴岡八幡宮で殺害された。
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�  上記の史料の内容として最も適当なものを、次の①～③から一つ選びなさい。
①　 北条義時が将軍でもなく、鎌倉幕府の権力を握っていることはよくないことなので

討伐されてもやむを得ないことである。

②　 臣下にはっきりとした過ちがないまま討伐しようとしたことは、上の落ち度である。

③　 下の者が上の者に勝つということは、武士の実力の問題なので、やむを得ないこと

である。
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【３】　次の文章を読んで、後の問い（�～�）に答えなさい。

　1534 年、  ⒜  ら７人がパリ郊外のモンマルトルの丘に集まり、イエズス会が設立さ

れた。そのイエズス会の修道士が 1549 年  ⒝  に上陸し、日本に初めてキリスト教を伝

えることとなった。その後も⒞多くの宣教師らが来日し、当時の⒟戦国大名の中にもキリス

ト教を受け入れる者が現れ、西日本を中心に多くのキリシタンが生まれた。

　当時、天下人への道を歩んでいた織田信長や⒠豊臣秀吉らも、キリスト教を激しく弾圧し

なかったため、南蛮寺やセミナリオ・コレジオなどが各地につくられるなど、キリスト教は

順調に日本で拡大していった。しかし、1596 年の  ⒡  事件を契機に、豊臣秀吉はキリ

シタンの直接的な弾圧に踏み切ることとなった。

　豊臣秀吉の没後、1600 年の関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康が天下人となると、1612 年

には天領に禁教令が発せられ、翌年には全国へと拡大し、キリスト教は弾圧の対象となって

いった。さらに江戸幕府は、海外との交流にも制限をかけるようになり、1623 年にはイギ

リスが日本との貿易から撤退、翌年には幕府はスペイン船の来航を禁止した。1633 年には

いわゆる⒢「鎖国令」が発せられ、老中の許可書をもった  ⒣  のみが貿易を認められる

こととなったが、⒤1635 年にはその  ⒣  での交易も禁止され、日本船・日本人の海外

渡航と帰国が全面禁止となった。その後、島原の乱が起こり、1639 年にはポルトガル船の

来航が禁止された。ポルトガル人の来航禁止によって空いた出島にはオランダ人が移され、

オランダ船が来航する度に提出を義務づけた⒥オランダ風説書のみが幕府が公的に世界の

情勢を知る手立てとなっていった。

�  空欄  ⒜  に該当する人物として誤っているものを、次の①～③から一つ選びなさい。

①　フランシスコ・サビエル  ②　イグナティウス・ロヨラ

③　フェルディナンド・マゼラン

�  空欄  ⒝  に該当する最も適当な場所を、次の①～③から一つ選びなさい。

①　長　崎  ②　種子島  ③　鹿児島
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�  下線部⒞の説明として最も適当なものを、次の①～③から一つ選びなさい。
①　 ガスパル・ヴィレラは本国への書簡で、会合衆が支配する堺の町を「東洋のベニス」

と表現した。

③　 ルイス・ソテロは「慶長遣欧使節」の派遣を企画し、伊東マンショら４人の少年を

伴ってヨーロッパへと旅立った。

③　 ヨハン・シドッチは安土城での織田信長との面会の様子などを著書『日本史』に残

した。

�  下線部⒟に該当する戦国大名として誤っているものを、次の①～③から一つ選びなさ
い。

①　伊達政宗  ②　高山右近  ③　大友宗麟

�  下線部⒠が出した法令の内容として最も適当なものを、次の①～③から一つ選びなさ
い。

①　 喧嘩の事、是非に及ばず成敗を加うべし。但し、取り懸かるといへども、堪忍せし

むるの輩においては、罪科に処すべからず。

②　日本ハ神国たる処、きりしたん国より邪法を授け候儀、太だ以て然るべからず候事。

③　当所中楽市として仰せ付けらるるの上は、諸座・諸役・諸公事等、悉く免許の事。

�  空欄  ⒡  に該当する最も適当な語句を、次の①～③から一つ選びなさい。

①　サンフェリペ号  ②　フェートン号  ③　リーフデ号

�  下線部⒢の語句は、ドイツ人医師エンゲルベルト・ケンペルが、日本について論じた著
書を翻訳した蘭学者が初めて用いたものが最初とされている。その蘭学者として最も適

当な人物を、次の①～③から一つ選びなさい。

①　平賀源内  ②　志筑忠雄  ③　大槻玄沢

�  空欄  ⒣  に該当する最も適当な語句を、次の①～③から一つ選びなさい。

①　朱印船  ②　勘合船  ③　奉書船
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�  下線部⒤について、同年に出された法令の内容として最も適当なものを、次の①～③
から一つ選びなさい。

①　大名、小名在江戸交替相定る所也。毎歳夏四月中参勤致すべし。

②　右、茲に因りて、自今以後、かれうた渡海の儀停止せられおわんぬ。

③　天子諸芸能の事、第一御学問也。

�  下線部⒥についての説明として最も適当なものを、次の①～③から一つ選びなさい。
①　 1840 年からのアヘン戦争で清国がアメリカに敗れたこともこの報告書により、幕

府にもたらされた。

②　  出島にあったオランダ東インド会社の商館長から、オランダ船が来航するごとに幕

府に提出された。

③　 風説書とともにもたらされた「オランダ国王の開国勧告」の新書により、幕府は鎖

国体制を緩和した。
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【４】　次の文章を読んで、後の問い（�～�）に答えなさい。

　1874 年、板垣退助らが⒜民撰議院設立建白書を左院に提出したことにより自由民権運動

が始まった。板垣退助は、郷里の  ⒝  に戻り、政治結社を設立し、さらに翌年には、自

由民権運動の全国組織として大阪で  ⒞  が設立され、運動は一気に拡大する様相をみせ

た。そのため、危機感を抱いた政府は、⒟立憲制への移行を決定するとともに、⒠弾圧法を

制定して、自由民権運動をおさえようとした。

　しかし、国会開設の要求は高まり、自由民権側は大阪で  ⒞  を再興するとともに、そ

の名称を国会期成同盟と改称した。政府はこれに対し、再び弾圧法を定め運動をおさえた。

　1881 年になると、政府側でも⒡開拓使官有物払い下げ事件をきっかけに内部対立が表面

化し、明治十四年の政変が起こった。政府批判を収めるために政府は、国会開設の勅諭を出

して 1890 年までの国会開設を約束した。それに応じて⒢自由民権派を中心に政党の設立が

進んだ。それとともに、1880 年代には多くの私擬憲法が発表された。

　1870 年代末、政府は⒣士族反乱鎮圧の費用捻出のために大量の不換紙幣を発行し、それ

によってインフレーションが起こった。それを抑制するために  ⒤  大蔵卿がデフレ政策

を断行した。その一環として、1882 年、⒥中央銀行が設立され新たな貨幣制度が整うこと

となった。

�  下線部⒜の建白書が翌日には新聞に掲載された。その掲載した新聞として最も適当なも
のを、次の①～④から一つ選びなさい。

①　横浜毎日新聞  ②　国民新聞  ③　日新真事誌  ④　万朝報

�  空欄  ⒝  に該当する最も適当な地名を、次の①～④から一つ選びなさい。

①　鹿児島  ②　山　口  ③　高　知  ④　熊　本

�  空欄  ⒞  に該当する最も適当な政社を、次の①～④から一つ選びなさい。

①　立志社  ②　玄洋社  ③　明六社  ④　愛国社
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�  下線部⒟に関連して、この時期に政府が行った出来事として誤っているものを、次の①
～④から一つ選びなさい。

①　大久保利通は、板垣退助と木戸孝允を政府に復帰させるために大阪会議を開催した。

②　立法機関として左院に代わって新たに元老院が設置された。

③　憲法草案の審議のために枢密院が設置され、初代議長に伊藤博文が就任した。

④　木戸孝允の求めにより、府知事・県令を招集する地方官会議の開催が決まった。

�  下線部⒠に該当する最も適当な法令を、次の①～④から一つ選びなさい。
①　保安条例  ②　治安警察法  ③　新聞紙条例  ④　治安維持法

�  下線部⒡の事件で政府から有利な条件で払い下げを受けようとした人物とその会社の
組み合わせとして最も適当なものを、次の①～④から一つ選びなさい。

①　五 代 友 厚　－　関西貿易社  ②　五 代 友 厚　－　大阪紡績会社

③　渋 沢 栄 一　－　大阪紡績会社  ④　渋 沢 栄 一　－　関西貿易社

�  下線部⒢について、その説明として誤っているものを、次の①～④から一つ選びなさ
い。

①　 板垣退助を中心に設立された自由党は、フランスを模範とした一院制の議会の創設

を主張した。

②　 東京日日新聞社長の福地源一郎が設立した立憲帝政党は、国粋主義の欽定憲法論を

主張した。

③　 伊藤博文らが設立した立憲政友会は、第１次伊藤博文内閣の与党となった。

④　 明治十四年の政変で下野した大隈重信が設立した立憲改進党は、『郵便報知新聞』を

機関誌とした。

�  下線部⒣について、士族反乱と首謀者の組み合わせとして誤っているものを、次の①～
④から一つ選びなさい。

①　佐 賀 の 乱　－　前 原 一 誠  ②　秋 月 の 乱　－　宮崎車之助

③　神風連の乱　－　太田黒伴雄  ④　西 南 戦 争　－　西 郷 隆 盛
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�  空欄  ⒤  に該当する最も適当な人物を、次の①～④から一つ選びなさい。

①　高橋是清  ②　井上準之助  ③　松方正義  ④　幣原喜重郎

�  下線部⒥の説明として最も適当なものを、次の①～④から一つ選びなさい。
①　アメリカの中央銀行の制度を模範として導入された。

②　新たな貨幣単位として円・銭・厘の十進法による制度が導入された。

③　銀兌換の銀行券が発行され、銀本位制が導入された。

④　国立銀行条例により中央銀行が設立され、民間の資本が導入された。
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【５】　次の文章を読んで、後の問い（�～�）に答えなさい。

　第二次世界大戦が終わった後、世界は新たに冷戦の時代を迎えた。東アジアではその余波

を受け⒜朝鮮戦争が勃発した。

　日本国内では少数与党が支えていた  ⒝  首相を⒞造船疑獄事件が襲った。支持を落と

す中、与党内部からも一部の議員が離党して鳩山一郎を担ぎ、  ⒟  が結成された。その

後、  ⒝  首相が総辞職に追い込まれると、代わって⒠鳩山一郎が首相に選ばれた。しか

し、⒡サンフランシスコ講和条約をめぐって分裂していた左右社会党が「護憲」を旗印に再

統一すると、これに危機感をもった保守勢力も、新たに自由民主党を結成し、保守合同を成

立させた。結果、国会の議席において自由民主党が  ⒢  を占め、日本社会党が改憲を阻

止できる残りの議席を占める、いわゆる  ⒣  体制が成立した。この体制は、1993 年に

日本新党の  ⒤  を首相とした⒥非自民非共産８党派の連立内閣が成立するまで続いた。

�  下線部⒜に関連して、国内での動きとして誤っているものを、次の①～③から一つ選
びなさい。

①　 在日アメリカ軍が戦争に動員されたため、GHQの指令で警察予備隊が新設され、旧

軍人らは公職追放が解除されると警察予備隊に採用されていった。

②　 日本はアメリカ軍の補給基地として重要な役割を果たしたため、国内では特需景気

が起こり、日本経済の回復の契機となった。

③　 中国共産党の影響波及を懸念して、レッドパージによる共産主義者の追放が行われ、

労働運動でもGHQの後押しで全日本産業別労働組合会議（産別会議）が結成され

た。

�  空欄  ⒝  に該当する最も適当な人物を、次の①～③から一つ選びなさい。

①　吉田　茂  ②　片山　哲  ③　石橋湛山
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�  下線部⒞について、その説明として最も適当なものを、次の①～③から一つ選びなさ
い。

①　 収賄容疑で与党幹事長の逮捕許諾請求がなされたことに対し、法務大臣が指揮権を

発動したため逮捕できず、贈収賄の捜査は困難となった。

②　 アメリカから明るみに出た疑獄事件は、当時の総理大臣にまで及び、戦後最大の汚

職事件に発展した。

③　 未上場の造船会社の未公開株が賄賂として使われ、多くの政治家に譲渡されていた

ことが発覚した。

�  空欄  ⒟  に該当する最も適当な政党を、次の①～③から一つ選びなさい。

①　社会民主党  ②　立憲民主党  ③　日本民主党

�  下線部⒠の時期に起こった出来事として最も適当なものを、次の①～③から一つ選び
なさい。

①　中華人民共和国との間で「日中平和友好条約」が結ばれた。

②　ソヴィエト連邦との間で「日ソ共同宣言」が発表された。

③　大韓民国との間で「日韓基本条約」が結ばれた。

�  下線部⒡に関連して、その説明として誤っているものを、次の①～③から一つ選びな
さい。

①　 東京大学総長を務めた南原繁らは、ソ連・中国を含めた全連合国と平和条約を締結

することを求める全面講和を唱えて、政府と対立した。

②　 この条約と同日に、日米安全保障条約も調印され、アメリカ軍が「在日米軍」とし

て駐留することなどが決められた。

③　 講和会議に参加した全ての国との間で講和条約を調印した。

�  空欄  ⒢  に該当する最も適当な数字を、次の①～③から一つ選びなさい。

①　２分の１  ②　３分の２  ③　４分の３
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�  空欄  ⒣  に該当する最も適当な語句を、次の①～③から一つ選びなさい。

①　50年  ②　55年  ③　60年

�  空欄  ⒤  に該当する最も適当な人物を、次の①～③から一つ選びなさい。

①　羽田　孜  ②　鳩山由紀夫  ③　細川護煕

�  下線部⒥の政党・党派として誤っているものを、次の①～③から一つ選びなさい。
①　国民新党  ②　新党さきがけ  ③　日本社会党

15
◆A1−J



入試年度 ： 2023

入試種別 ： 一般選抜

前期日程　1日目

科　　目 ： 日　本　史

問№ 解答番号 問№ 解答番号

1 1 26 1

2 3 27 2

3 4 28 3

4 3 29 1

5 3 30 2

6 1 31 3

7 2 32 3

8 4 33 4

9 4 34 3

10 4 35 3

11 3 36 1

12 1 37 3

13 2 38 1

14 2 39 3

15 3 40 3

16 1 41 3

17 2 42 1

18 1 43 1

19 1 44 3

20 2 45 2

21 3 46 3

22 3 47 2

23 1 48 2

24 1 49 3

25 2 50 1

【解　答　例】


