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Ⅰ　次の文章を読んで、下記の設問（問１～問 15）に答えなさい。

倭国では、２世紀の終わり頃に大きな争乱がおこり、なかなかおさまらなかったところ、倭国を構

成していた諸国は、共同して邪馬台国の卑弥呼を女王として立て、ようやく争乱はおさまり、邪馬台

国を中心とする 29 国ばかりの小国の連合が生まれた。卑弥呼は 239 年、中国大陸の魏のA皇帝に使

いを送って朝貢した。卑弥呼は晩年、狗奴国と争ったが、247 年かその直後に死去した。そののち男

の王が立ったが国内はおさまらず、卑弥呼の同族の女性である 1 が王となってようやく争乱はお

さまったという。この時期は、男女にかかわりなく王になっていた。

倭国は、５世紀には大和地方を中心とする政治連合であるヤマト政権として存在するようになり、

その代表である大王を中心とするようになっていた。６世紀末に、欽明天皇の娘で敏達天皇の妻で

あった 2 天皇が即位した。彼女は、群臣に擁立された、最初の女性天皇であった。この 2 天

皇から、８世紀末の光仁天皇まで、大王・天皇には、16 代 14 人が即位した。そのうちの８代６人が

女性であり、およそ半数が女性大王・女性天皇であった。これまで女性天皇は「中継ぎ」と理解され

ることが多かったが、この数字をみれば、８世紀までは即位について男女の区別はされていなかった

ことがわかる。

784 年、 3 天皇は都を 4 に遷し、さらに 794 年に 5 に遷した。この 3 天皇以後、

天皇位はその直系かつ男系子孫に継承された。再び女性天皇が登場するのは、17 世紀の 6 天皇

までなく、859 年ぶりのことであった。その後、女性天皇には、18 世紀後半に 7 天皇が在位した

が、以後はみられていない。これは９世紀以降、日本の支配者層で家父長制原理が浸透したためと考

えられている。

女性天皇がみられなくなったB９世紀以降、貴族社会を中心に、国風文化と呼ばれる文化が生ま

れた。そこではかな文字が発達し、それをもとに多くの文学作品が生まれた。かなは和歌を除いて公

式には用いられなかったが、日常生活で広く用いられた。かな物語のうち、 8 の娘・中宮彰子に

仕えた紫式部の『 9 』は、宮廷貴族の生活を題材にした大作で、皇后定子に仕えた 10 が宮廷

生活の体験を随筆風に記した『枕草子』とともに、国文学の最高傑作とされている。こうしたかな文

学の隆盛は、すぐれた才能を持った女性たちに多くを負っていた。

12 世紀末に、東国に武家政権としてC鎌倉幕府が成立した。幕府を創立した源頼朝は、1192 年に

征夷大将軍に任じられ、以後は同職が幕府将軍の地位を示すものとなった。源頼朝の死後、将軍職は、

その子の源頼家が継いだ。そのあとを継いだ 11 が暗殺されたため、源氏将軍は断絶した。４代将

軍として藤原頼経が藤原摂関家から迎えられたが、幼少であったため、源頼朝の後家の北条政子が事

実上の将軍として号令し、のちに「尼将軍」と呼ばれた。なかでも 12 では北条義時追討の後鳥羽

上皇院宣に動揺する幕府の御家人に対し、源頼朝の恩を示して団結を訴え、幕府は後鳥羽上皇に勝利

した。夫の死後、後継者が幼少の場合、このように女性が政務をとることがみられた。
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問１　文中の空欄 1 に入る人物名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。
①　帥升	 ②　壱与（台与）	 ③　馬子	 ④　妹子

問２　文中の空欄 2 に入る天皇名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。
①　持統	 ②　皇極	 ③　推古	 ④　称徳

問３　文中の空欄 3 に入る天皇名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。
①　天智	 ②　天武	 ③　聖武	 ④　桓武

問４　文中の空欄 4 に入る語句を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。
①　大津京	 ②　長岡京	 ③　難波京	 ④　藤原京

問５　文中の空欄 5 に入る語句を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。
①　平安京	 ②　平城京	 ③　紫香楽宮	 ④　恭仁京

問６　文中の空欄 6 に入る天皇名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。
①　明正	 ②　元正	 ③　元明	 ④　斉明

問７　文中の空欄 7 に入る天皇名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。
①　後白河	 ②　後水尾	 ③　後醍醐	 ④　後桜町

問８　文中の空欄 8 に入る人物名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。
①　藤原兼家	 ②　藤原道隆	 ③　藤原道長	 ④　藤原頼通

問９　文中の空欄 9 に入る書名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。
①　竹取物語	 ②　平家物語	 ③　伊勢物語	 ④　源氏物語

問10　文中の空欄 10 に入る人物名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。
①　和泉式部	 ②　清少納言	 ③　阿仏尼	 ④　小野小町

問11　文中の空欄 11 に入る人物名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。
①　源実朝	 ②　源義家	 ③　源義朝	 ④　源頼義
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Ⅰ　次の文章を読んで、下記の設問（問１～問 15）に答えなさい。

倭国では、２世紀の終わり頃に大きな争乱がおこり、なかなかおさまらなかったところ、倭国を構

成していた諸国は、共同して邪馬台国の卑弥呼を女王として立て、ようやく争乱はおさまり、邪馬台

国を中心とする 29 国ばかりの小国の連合が生まれた。卑弥呼は 239 年、中国大陸の魏のA皇帝に使

いを送って朝貢した。卑弥呼は晩年、狗奴国と争ったが、247 年かその直後に死去した。そののち男

の王が立ったが国内はおさまらず、卑弥呼の同族の女性である 1 が王となってようやく争乱はお

さまったという。この時期は、男女にかかわりなく王になっていた。

倭国は、５世紀には大和地方を中心とする政治連合であるヤマト政権として存在するようになり、

その代表である大王を中心とするようになっていた。６世紀末に、欽明天皇の娘で敏達天皇の妻で

あった 2 天皇が即位した。彼女は、群臣に擁立された、最初の女性天皇であった。この 2 天

皇から、８世紀末の光仁天皇まで、大王・天皇には、16 代 14 人が即位した。そのうちの８代６人が

女性であり、およそ半数が女性大王・女性天皇であった。これまで女性天皇は「中継ぎ」と理解され

ることが多かったが、この数字をみれば、８世紀までは即位について男女の区別はされていなかった

ことがわかる。

784 年、 3 天皇は都を 4 に遷し、さらに 794 年に 5 に遷した。この 3 天皇以後、

天皇位はその直系かつ男系子孫に継承された。再び女性天皇が登場するのは、17 世紀の 6 天皇

までなく、859 年ぶりのことであった。その後、女性天皇には、18 世紀後半に 7 天皇が在位した

が、以後はみられていない。これは９世紀以降、日本の支配者層で家父長制原理が浸透したためと考

えられている。

女性天皇がみられなくなったB９世紀以降、貴族社会を中心に、国風文化と呼ばれる文化が生ま

れた。そこではかな文字が発達し、それをもとに多くの文学作品が生まれた。かなは和歌を除いて公

式には用いられなかったが、日常生活で広く用いられた。かな物語のうち、 8 の娘・中宮彰子に

仕えた紫式部の『 9 』は、宮廷貴族の生活を題材にした大作で、皇后定子に仕えた 10 が宮廷

生活の体験を随筆風に記した『枕草子』とともに、国文学の最高傑作とされている。こうしたかな文

学の隆盛は、すぐれた才能を持った女性たちに多くを負っていた。

12 世紀末に、東国に武家政権としてC鎌倉幕府が成立した。幕府を創立した源頼朝は、1192 年に

征夷大将軍に任じられ、以後は同職が幕府将軍の地位を示すものとなった。源頼朝の死後、将軍職は、

その子の源頼家が継いだ。そのあとを継いだ 11 が暗殺されたため、源氏将軍は断絶した。４代将

軍として藤原頼経が藤原摂関家から迎えられたが、幼少であったため、源頼朝の後家の北条政子が事

実上の将軍として号令し、のちに「尼将軍」と呼ばれた。なかでも 12 では北条義時追討の後鳥羽

上皇院宣に動揺する幕府の御家人に対し、源頼朝の恩を示して団結を訴え、幕府は後鳥羽上皇に勝利

した。夫の死後、後継者が幼少の場合、このように女性が政務をとることがみられた。
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問12　文中の空欄 12 に入る語句を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。
①　保元の乱	 ②　平治の乱	 ③　承久の乱	 ④　治承・寿永の乱

問13　下線部Aについて、倭国が中国に朝貢していた内容として誤っているものを次の①～④の中か
ら一つ選び、その番号を 13 にマークしなさい。

①　『漢書』地理志によれば、倭人は楽浪郡に使者を送っていた。
②　『後漢書』東夷伝によれば、倭の奴国王の使者が光武帝から印綬を受けた。
③　『魏志』倭人伝によれば、卑弥呼は「親魏倭王」の称号などをおくられた。
④　『宋書』倭国伝によれば、倭の五王は中国の北朝に朝貢していた。

問14　下線部Bの社会状況に関する記述として正しいものを次の①～④の中から一つ選び、その番号
を 14 にマークしなさい。

①　公地公民制への移行がすすめられ、全国的な人民・田地の調査、統一的税制の施行がめざ
され、中央の官制が整備された。

②　充実した力をもった中央政府は、支配領域の拡大につとめ、蝦夷に対する軍事的な制圧政
策をすすめ、秋田城・多賀城を出羽・陸奥の蝦夷対策の拠点とした。

③　中央の国家財政の維持が困難になり、有力農民を利用した直営方式を利用して収入をはか
り、財源の確保につとめた。

④　有力農民や地方に土着した国司の子孫たちの中に、国衙から臨時雑役などを免除されて、
一定の領域を開発するものが現れた。

問 15　下線部Cに関する記述として正しいものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を 15
にマークしなさい。

①　経済的基盤は、日本全国の約半分の知行国や 500 にのぼる荘園であり、加えて日宋貿易に
も力を入れていた。

②　東国について行政権や裁判権を握り、そのほかの地方でも国司の支配下にある国衙の任務
を守護を通じて吸収していった。

③　諸国に課する段銭の徴収権など、それまで朝廷が保持していた権限を管轄下におき、全国
的な統一政権として確立した。

④　経済的な基盤はばく大な直轄領にあり、主要な鉱山も支配下においた。また重要都市を直
轄にして豪商を統制下におき、その経済力を活用した。
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Ⅱ　次の文章を読んで、下記の設問（問１～問９）に答えなさい。

17 世紀半ばになると、幕府の機構は整備され、徳川幕府は安定期を迎えつつあった。

徳川家綱は 11 歳で４代将軍となり、その政治は叔父にあたる 16 が支えた。徳川家綱の就任直

後に幕府は大名のA末期養子の禁止を緩和し、徳川家綱の成人後には代がわりのB武家諸法度を出

し、あわせて殉死を禁止した。

５代将軍徳川綱吉の政治は、側用人の 17 が補佐した。C徳川綱吉は、儒教を重視し、儒教に基

づいた政治をおこなった。また、朝廷の儀式を再興し、禁裏御料を増やし、朝廷との関係を改善した。

そのほかにも、生類憐みの令や服忌令を出すなど、宗教的な色彩の濃い政治をおこなった。

６代将軍徳川家宣と７代将軍徳川家継の政治は、D新井白石と側用人 18 が支えた。幕府は、生

類憐みの令を廃止して徳川綱吉の政治の一部をあらためる一方で、閑院宮家を創設して朝廷との関係

を強めた。また、朝鮮通信使の待遇を簡素化したり、朝鮮からの将軍宛の国書に「日本国王」と記さ

せたりして、対外的な将軍の地位を明確にした。

経済面では、徳川家綱は、幕領の検地を実施し、財政収入の安定化をはかった。また、諸藩でも領

内の経済発展がはかられるようになった。徳川綱吉の時代には、鉱山収入が減少する中、江戸城や市

街の再建や寺社造営をおこない、幕府財政の破綻を招いた。そこで、E貨幣の質を落とし、幕府の

収入を増やしたが、これによって物価の高騰を引きおこした。新井白石は、再度改鋳をおこなって貨

幣の質を元に戻したが、かえって社会の混乱を招いた。

社会の状況を見ると、徳川家綱が将軍に就任した年には幕府の転覆を企てた 19 がおこるなど、

牢人の存在が社会問題となっていた。1657 年には 20 がおきて、江戸城も被災し、市中で多くの

死傷者が出た。1707 年には、 21 がおこり、駿河・相模に大きな被害が出て、幕府は救済策を講

じた。

文化面では、17 世紀後半に多彩な文化が芽生えた。儒学の持つ意義が増大し、多くの儒学者が幕

府や藩で用いられた。また、F自然科学の分野でも実用的な学問が発達した。他方、文学では、上

方において町人文芸がさかんになった。例えば、 22 は、『曽根崎心中』などの人形浄瑠璃や歌舞

伎の脚本で注目され、義理と人情の板挟みに悩む人々の姿を描いた。絵画では、 23 が「紅白梅図

屏風」や「燕子花図屏風」を残した。また、陶芸では 24 が「色絵吉野山図茶壺」などを制作し、

京焼の祖となった。

問１　文中の空欄 16 ～ 18 に入る人物名を次の①～⑫の中から一つずつ選び、その番号をマー
クしなさい。

①　池田光政	 ②　徳川光圀	 ③　間部詮房	 ④　本多正信
⑤　大岡忠相	 ⑥　堀田正俊	 ⑦　前田綱紀	 ⑧　保科正之
⑨　田沼意次	 ⑩　柳沢吉保	 ⑪　荻原重秀	 ⑫　松平定信
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問12　文中の空欄 12 に入る語句を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。
①　保元の乱	 ②　平治の乱	 ③　承久の乱	 ④　治承・寿永の乱

問13　下線部Aについて、倭国が中国に朝貢していた内容として誤っているものを次の①～④の中か
ら一つ選び、その番号を 13 にマークしなさい。

①　『漢書』地理志によれば、倭人は楽浪郡に使者を送っていた。
②　『後漢書』東夷伝によれば、倭の奴国王の使者が光武帝から印綬を受けた。
③　『魏志』倭人伝によれば、卑弥呼は「親魏倭王」の称号などをおくられた。
④　『宋書』倭国伝によれば、倭の五王は中国の北朝に朝貢していた。

問14　下線部Bの社会状況に関する記述として正しいものを次の①～④の中から一つ選び、その番号
を 14 にマークしなさい。

①　公地公民制への移行がすすめられ、全国的な人民・田地の調査、統一的税制の施行がめざ
され、中央の官制が整備された。

②　充実した力をもった中央政府は、支配領域の拡大につとめ、蝦夷に対する軍事的な制圧政
策をすすめ、秋田城・多賀城を出羽・陸奥の蝦夷対策の拠点とした。

③　中央の国家財政の維持が困難になり、有力農民を利用した直営方式を利用して収入をはか
り、財源の確保につとめた。

④　有力農民や地方に土着した国司の子孫たちの中に、国衙から臨時雑役などを免除されて、
一定の領域を開発するものが現れた。

問 15　下線部Cに関する記述として正しいものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を 15
にマークしなさい。

①　経済的基盤は、日本全国の約半分の知行国や 500 にのぼる荘園であり、加えて日宋貿易に
も力を入れていた。

②　東国について行政権や裁判権を握り、そのほかの地方でも国司の支配下にある国衙の任務
を守護を通じて吸収していった。

③　諸国に課する段銭の徴収権など、それまで朝廷が保持していた権限を管轄下におき、全国
的な統一政権として確立した。

④　経済的な基盤はばく大な直轄領にあり、主要な鉱山も支配下においた。また重要都市を直
轄にして豪商を統制下におき、その経済力を活用した。
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問２　文中の空欄 19 ～ 21 に入る語句を次の①～⑫の中から一つずつ選び、その番号をマーク
しなさい。

①　大塩平八郎の乱	 ②　富士山の大噴火	 ③　浅間山の大噴火
④　寛永の大飢饉	 ⑤　島原の乱	 ⑥　シャクシャインの戦い
⑦　天明の飢饉	 ⑧　由井正雪の乱	 ⑨　享保の飢饉
⑩　紫衣事件	 ⑪　明暦の大火	 ⑫　赤穂事件

問３　文中の空欄 22 ～ 24 に入る人物名を次の①～⑫の中から一つずつ選び、その番号をマー
クしなさい。

①　尾形乾山	 ②　俵屋宗達	 ③　菱川師宣	 ④　近松門左衛門
⑤　井原西鶴	 ⑥　土佐光起	 ⑦　尾形光琳	 ⑧　太宰春台
⑨　為永春水	 ⑩　葛飾北斎	 ⑪　野々村仁清	 ⑫　式亭三馬

問４　下線部Aに関する記述として誤っているものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を		
25 にマークしなさい。

①　末期養子とは、当主が死に臨んで養子をとって嫡子を決めることをいう。
②　末期養子の禁止によって、嫡子のいない大名が改易されることがあった。
③　徳川家綱の就任後、幕府は 50 歳未満の大名については末期養子を認めることにした。
④　末期養子の禁止の緩和は、都市への貧しい農民の流入を防ぐことが目的だった。

問５　下線部Bに関する記述として正しいものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を 26 に

マークしなさい。

①　将軍によって発布された、すべての武士が守らなければならなかった根本的な法である。
②　最初の武家諸法度は、徳川家康の名で発布された。
③　徳川家光は、代がわりの武家諸法度で参勤交代を義務づけた。
④　徳川綱吉は、代がわりの武家諸法度で「文武弓馬の道」を奨励した。

問６　下線部Cについて、徳川綱吉が大学頭に任じた人物を次の①～④の中から一つ選び、その番号
を 27 にマークしなさい。

①　林信篤	 ②　木下順庵	 ③　荻生徂徠	 ④　室鳩巣
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問７　下線部Dに関する記述として誤っているものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を		
28 にマークしなさい。

①　海舶互市新例によって、外国との貿易を拡大しようとした。
②　徳川家継と皇女との婚約をまとめた。
③　『読史余論』を著し、朝廷や武家政権の推移について考察した。
④　『西洋紀聞』などを著し、世界の地理・物産・民俗などを紹介した。

問８　下線部Eに関する記述として正しいものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を 29 に

マークしなさい。

①　金座は大坂におかれ、代々の後藤庄三郎の管理のもとで金貨を鋳造した。
②　江戸時代に用いられた計数貨幣としては、丁銀や豆板銀がある。
③　江戸幕府が発行した小判の中では、万延小判の金の含有量が最も低い。
④　寛永通宝が銀座で大量に鋳造された。

問９　下線部Fについて、著作とその著者の組み合わせとして誤っているものを次の①～④の中から
一つ選び、その番号を 30 にマークしなさい。

①　『農業全書』　―　宮崎安貞	 ②　『庶物類纂』　―　貝原益軒
③　『発微算法』　―　関孝和　	 ④　『貞享暦』　　―　渋川春海
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問２　文中の空欄 19 ～ 21 に入る語句を次の①～⑫の中から一つずつ選び、その番号をマーク
しなさい。

①　大塩平八郎の乱	 ②　富士山の大噴火	 ③　浅間山の大噴火
④　寛永の大飢饉	 ⑤　島原の乱	 ⑥　シャクシャインの戦い
⑦　天明の飢饉	 ⑧　由井正雪の乱	 ⑨　享保の飢饉
⑩　紫衣事件	 ⑪　明暦の大火	 ⑫　赤穂事件

問３　文中の空欄 22 ～ 24 に入る人物名を次の①～⑫の中から一つずつ選び、その番号をマー
クしなさい。

①　尾形乾山	 ②　俵屋宗達	 ③　菱川師宣	 ④　近松門左衛門
⑤　井原西鶴	 ⑥　土佐光起	 ⑦　尾形光琳	 ⑧　太宰春台
⑨　為永春水	 ⑩　葛飾北斎	 ⑪　野々村仁清	 ⑫　式亭三馬

問４　下線部Aに関する記述として誤っているものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を		
25 にマークしなさい。

①　末期養子とは、当主が死に臨んで養子をとって嫡子を決めることをいう。
②　末期養子の禁止によって、嫡子のいない大名が改易されることがあった。
③　徳川家綱の就任後、幕府は 50 歳未満の大名については末期養子を認めることにした。
④　末期養子の禁止の緩和は、都市への貧しい農民の流入を防ぐことが目的だった。

問５　下線部Bに関する記述として正しいものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を 26 に

マークしなさい。

①　将軍によって発布された、すべての武士が守らなければならなかった根本的な法である。
②　最初の武家諸法度は、徳川家康の名で発布された。
③　徳川家光は、代がわりの武家諸法度で参勤交代を義務づけた。
④　徳川綱吉は、代がわりの武家諸法度で「文武弓馬の道」を奨励した。

問６　下線部Cについて、徳川綱吉が大学頭に任じた人物を次の①～④の中から一つ選び、その番号
を 27 にマークしなさい。

①　林信篤	 ②　木下順庵	 ③　荻生徂徠	 ④　室鳩巣
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Ⅲ　次の文章を読んで、下記の設問（問１～問 15）に答えなさい。

18 世紀後半、イギリスで始まった産業革命を皮切りに、欧米諸国は工業化を進め、工業生産力と

軍事力を備えていった。欧米諸国は国外市場や原料供給地を求めて植民地獲得に乗り出し、アジアに

進出した。清国は 31 で敗北し、南京条約の締結を余儀なくされた。こうした世界情勢を当初十分

に認識できていなかった日本ではあったが、この潮流から逃れることはできなかった。幕府は 1842

（天保 13）年、これまでの政策を緩和していわゆる天保の 32 を出した。当初は鎖国体制を守ろう

とした徳川幕府であったが、A開国を強くのぞむアメリカの度重なる要求により、1854（安政元）

年３月、ついにアメリカと 33 条約を、ついで、イギリス・ロシア・オランダとも同様の条約を締

結し、200 年以上にわたる鎖国政策からの転換を余儀なくされたのである。

33 条約を受け、1856（安政３）年に来日した初代アメリカ総領事のハリスは、B通商条約の締

結を幕府に求めた。この交渉は当初は難航したが、清国がイギリス・フランスと天津条約を結んだこ

とで、事態は一変した。ハリスがイギリス・フランスの脅威を主張したため、1858（安政５）年６月、

幕府はC日米修好通商条約の調印を強行した。続いて幕府は他の列強諸国とも類似の条約を結んだ。

これを安政のD五カ国条約という。こうした一連の通商条約締結は、天皇の勅許を得ずにおこなわ

れた違勅調印であり、 34 天皇の怒りを招き、一橋派の大名や尊王と攘夷をとなえる志士たちから

大きな非難をあびた。しかし、幕府は強硬な姿勢を貫き、大老 35 は弾圧を推し進め、反対派を多

数処罰した。これをE安政の大獄という。

1859（安政６）年に始まった欧米諸国との貿易は、日本の国内経済に大きな影響を与えた。農水産

物等を中心とする輸出の大幅な超過は、国内の物価上昇を招いた。幕府は物価を下げるため、五品江

戸廻送令を出し、F重要輸出５品については江戸の問屋を経て輸出するように命じたが、列強諸国

の反対などから効果に乏しいものであった。また、日本と海外との金銀比価の違いは 10 万両以上の

金貨の流出を招いた。幕府は金貨の品質を下げる改鋳をおこなったが、貨幣価値の下落により物価上

昇に拍車をかける結果を招いた。こうした失策により、庶民の生活は困窮し、貿易に対する反発を引

き起こし、激しいG攘夷運動の一因となった。

また、鎖国政策からの転換を迎える前後から、日本は欧米諸国の技術を取り入れることにより、近

代化を目指した。幕府は天文方に設けていた蛮書和解御用を前身とする 36 で、洋学の教授や外交

文書の翻訳などを扱い、講武所では洋式砲術をはじめとした武芸を教えた。長崎には、海軍伝習の一

環として造船所（長崎製鉄所）を建設した。加えて、勝海舟らに太平洋を横断させた。H薩摩・長

州などの諸藩も留学生の派遣に力を入れた。慶応期になると、来日したI外国人宣教師らを通じて、

欧米の文化が紹介されるようになった。
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問１　文中の空欄 31 に入る語句を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。
①　アヘン戦争	 ②　アロー戦争	 ③　クリミア戦争	 ④　清仏戦争

問２　文中の空欄 32 に入る語句を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。
①　海賊取締令	 ②　異国船打払令	 ③　解放令	 ④　薪水給与令

問３　文中の空欄 33 に入る語句を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。
①　日米安全保障	 	 ②　日米和親　
③　サンフランシスコ平和	 ④　下関

問４　文中の空欄 34 に入る天皇名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。
①　明治	 ②　光格	 ③　仁孝	 ④　孝明

問５　文中の空欄 35 に入る人物名を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。
①　井伊直弼	 ②　阿部正弘	 ③　酒井忠清	 ④　水野忠邦

問６　文中の空欄 36 に入る語句を次の①～④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。
①　日新館	 ②　蕃書調所	 ③　昌平坂学問所	 ④　弘道館

問７　下線部Aについて、日本に複数回にわたり開国を求めたアメリカ東インド艦隊司令官を次の①
～④の中から一つ選び、その番号を 37 にマークしなさい。

①　ロッシュ	 ②　ペリー	 ③　ヒュースケン	 ④　パークス

問８　下線部Bについて、	このときハリスとの交渉に当たった人物を次の①～④の中から一つ選び、
その番号を 38 にマークしなさい。

①　堀田正睦	 ②　安藤信正	 ③　伊達宗城	 ④　島津斉彬

問９　下線部Cの内容に該当しないものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を 39 にマーク

しなさい。

①　日本に滞在する自国民への領事裁判権を認める。
②　日本がアメリカ人に国内の自由な移動を認める。
③　通商は自由貿易とする。
④　日本には税率の決定権がなく、相互で協議して協定税率を定める。
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Ⅲ　次の文章を読んで、下記の設問（問１～問 15）に答えなさい。

18 世紀後半、イギリスで始まった産業革命を皮切りに、欧米諸国は工業化を進め、工業生産力と

軍事力を備えていった。欧米諸国は国外市場や原料供給地を求めて植民地獲得に乗り出し、アジアに

進出した。清国は 31 で敗北し、南京条約の締結を余儀なくされた。こうした世界情勢を当初十分

に認識できていなかった日本ではあったが、この潮流から逃れることはできなかった。幕府は 1842

（天保 13）年、これまでの政策を緩和していわゆる天保の 32 を出した。当初は鎖国体制を守ろう

とした徳川幕府であったが、A開国を強くのぞむアメリカの度重なる要求により、1854（安政元）

年３月、ついにアメリカと 33 条約を、ついで、イギリス・ロシア・オランダとも同様の条約を締

結し、200 年以上にわたる鎖国政策からの転換を余儀なくされたのである。

33 条約を受け、1856（安政３）年に来日した初代アメリカ総領事のハリスは、B通商条約の締

結を幕府に求めた。この交渉は当初は難航したが、清国がイギリス・フランスと天津条約を結んだこ

とで、事態は一変した。ハリスがイギリス・フランスの脅威を主張したため、1858（安政５）年６月、

幕府はC日米修好通商条約の調印を強行した。続いて幕府は他の列強諸国とも類似の条約を結んだ。

これを安政のD五カ国条約という。こうした一連の通商条約締結は、天皇の勅許を得ずにおこなわ

れた違勅調印であり、 34 天皇の怒りを招き、一橋派の大名や尊王と攘夷をとなえる志士たちから

大きな非難をあびた。しかし、幕府は強硬な姿勢を貫き、大老 35 は弾圧を推し進め、反対派を多

数処罰した。これをE安政の大獄という。

1859（安政６）年に始まった欧米諸国との貿易は、日本の国内経済に大きな影響を与えた。農水産

物等を中心とする輸出の大幅な超過は、国内の物価上昇を招いた。幕府は物価を下げるため、五品江

戸廻送令を出し、F重要輸出５品については江戸の問屋を経て輸出するように命じたが、列強諸国

の反対などから効果に乏しいものであった。また、日本と海外との金銀比価の違いは 10 万両以上の

金貨の流出を招いた。幕府は金貨の品質を下げる改鋳をおこなったが、貨幣価値の下落により物価上

昇に拍車をかける結果を招いた。こうした失策により、庶民の生活は困窮し、貿易に対する反発を引

き起こし、激しいG攘夷運動の一因となった。

また、鎖国政策からの転換を迎える前後から、日本は欧米諸国の技術を取り入れることにより、近

代化を目指した。幕府は天文方に設けていた蛮書和解御用を前身とする 36 で、洋学の教授や外交

文書の翻訳などを扱い、講武所では洋式砲術をはじめとした武芸を教えた。長崎には、海軍伝習の一

環として造船所（長崎製鉄所）を建設した。加えて、勝海舟らに太平洋を横断させた。H薩摩・長

州などの諸藩も留学生の派遣に力を入れた。慶応期になると、来日したI外国人宣教師らを通じて、

欧米の文化が紹介されるようになった。
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問 10　下線部Dに該当しない国を次の①～④の中から一つ選び、その番号を 40 にマークしなさ

い。

①　ロシア	 ②　イギリス	 ③　フランス	 ④　ドイツ

問 11　下線部Eについて、処罰の対象とならなかった人物を次の①～④の中から一つ選び、その番
号を 41 にマークしなさい。

①　坂本龍馬	 ②　徳川慶喜	 ③　橋本左内	 ④　吉田松陰

問 12　下線部Fについて、該当しないものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を 42 に

マークしなさい。

①　雑穀	 ②　水油	 ③　毛織物	 ④　生糸

問 13　下線部Gに該当しないものを次の①～④の中から一つ選び、その番号を 43 にマークしな

さい。

①　生麦事件	 	 ②　イギリス公使館焼打ち事件　
③　東禅寺事件	 	 ④　池田屋事件

問 14　下線部Hに該当する人物を次の①～④の中から一つ選び、その番号を 44 にマークしなさ

い。

①　西郷隆盛	 ②　伊藤博文	 ③　大隈重信	 ④　佐久間象山

問 15　下線部Iについて、ローマ字を考案して、聖書の和訳に尽力したアメリカ人宣教師を次の①
～④の中から一つ選び、その番号を 45 にマークしなさい。

①　ヘボン	 ②　クラーク	 ③　ボアソナード	 ④　グラバー
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