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地理歴史・公民 （Ａ）

令和 7 年度入学試験問題
受験上の注意

1． 監督の指示により，解答用紙に受験番号（算用数字），氏名，フリガナ，解

答する科目を記入し，受験番号，該当する試験日，解答する科目をマークし

てください。記入については解答用紙の注意事項に従ってください。

2． 問題冊子の解答番号と解答用紙の番号を間違えないように注意してください。

3． 科目およびページは，次のとおりです。試験開始の合図があったら，まず受

験する科目のページ数を確認してください。

科　目 ペ ー ジ

日　本　史 2 ～16

世　界　史 18～39

地　　　理 42～62

政治・経済 64～77

4． 受験票を試験時間中は，机上の受験番号の下に呈示しておいてください。

5． 質問，その他用件があるときは，手を挙げて合図してください。

6． 試験時間中の退場は認めません。

7． 試験時間は60分です。

8． この問題冊子は持ち帰ってください。

開始の合図があるまで開かないでください
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次の文章を読んで，それぞれの設問に答えなさい。解答番号は 1 ～

10

律令国家における地方組織として，全国がａ畿内・七道に行政区分され，国・郡・里

がおかれた。また交通路として，畿内を中心に七道にのびる官道が整備され，約16km

ごとに ｂ が設けられ，官人が公に利用した。律令国家はｃ列島の周縁部に住む

人々を異民族として服従させ，支配地を拡大していった。

政府は灌漑技術を用いて耕地の拡大につとめ，鉱物資源の採掘も国家主導でおこなわ

れた。708年に ｄ から銅が献上されると，政府は唐にならって和同開珎を鋳造し

た。律令政府が発行した銭貨は本朝（皇朝）十二銭と呼ばれたが，これらに先立って，

ｅ の頃に富本銭が鋳造されていたことが現在明らかとなっている。

律令国家では，民衆は里の下に編成された戸に所属するかたちで戸籍・計帳に登録さ

れ， 6 歳以上の男女には口分田が班給された。民衆には兵役やｆ税などの重い負担が課

せられた。兵役には九州北部に派遣された 3 年交代の ｇ などがあった。このころ，

ｈ民衆の生活面でも変化がみられた。

農民は口分田のほかに，乗田や寺社・貴族の土地を借りて耕作したが，天候不順や虫

害による飢饉もおこりやすく，不安定な生活が続いた。政府は開墾奨励や墾田の所有に

関して，723年に ｉ ，743年に ｊ などの政策をとった。この結果，貴族・寺

院や地方豪族らの私有地拡大を進めることになり，いわゆる初期荘園が成立した。北陸

の ｋ 領荘園はその代表例として知られ，国司や郡司の協力のもとに，付近の一般

農民や浮浪人を動員して広大な原野を開墾した。

問 1　文章の下線部ａに「畿内」とあるが，畿内に属する国として適切ではないもの

を，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 1

①　河内国 ②　大和国 ③　摂津国 ④　近江国 ⑤　山背国

〔Ⅰ〕

日 本 史
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問 2　文章の ｂ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一つ選

びなさい。 2

①　宿 ②　国　府 ③　正　倉 ④　郡　家 ⑤　駅　家

問 3　文章の下線部ｃに「列島の周縁部に住む人々を異民族として服従させ，支配地

を拡大していった」とあるが，これに関する内容として適切ではないものを，次

の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 3

①　東北地方に住む人々を蝦夷と呼んだ。

②　九州南部に住む人々を隼人と呼んだ。

③　斉明天皇の時代に坂上田村麻呂が東北に派遣された。

④　陸奥国府として多賀城が築かれた。

⑤　 8 世紀初めには薩摩国と大隅国がおかれた。

問 4　文章の ｄ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一つ選

びなさい。 4

①　佐渡国 ②　武蔵国 ③　長門国 ④　石見国 ⑤　越後国

問 5　文章の ｅ に入れるのに最も適切な天皇を，次の①～⑤のうちから一人選

びなさい。 5

①　推古天皇 ②　天智天皇 ③　天武天皇

④　持統天皇 ⑤　聖武天皇
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問 6　文章の下線部ｆに「税などの重い負担」とあるが，その内容として最も適切な

ものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 6

①　租は田地からの収穫の 5 割の稲をおさめた。

②　庸は絹・布や地域の特産品をおさめた。

③　調は歳役にかえて布などをおさめた。

④　出挙は国家が稲を貸し付け，収穫時に 3 ％の利息とともに徴収した。

⑤　雑徭は国司の命令による年間60日を限度とする労役であった。

問 7　文章の ｇ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一つ選

びなさい。 7

①　陵　戸 ②　仕　丁 ③　衛　士

④　防　人 ⑤　健　児

問 8　文章の下線部ｈに「民衆の生活面でも変化がみられた」とあるが，当時の生活

に関する説明として適切ではないものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。

8

①　鉄製農具がいっそう普及した。

②　掘立柱住居にかわって竪穴住居が用いられるようになった。

③　生業の分担や子どもの養育などの面で，女性の発言力が強かったとみら

れる。

④　結婚の形態はまず男性が女性の家に通う妻問婚から始まるものであった。

⑤　夫婦は結婚しても別姓のままで，各々自分の財産をもっていた。
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問 9　文章の ｉ ， ｊ に入れる語句の組み合わせとして最も適切なものを，

次の①～⑥のうちから一つ選びなさい。 9

①　ｉ―条里制の施行　　　　　　ｊ―三世一身法の発布

②　ｉ―条里制の施行　　　　　　ｊ―墾田永年私財法の発布

③　ｉ―三世一身法の発布　　　　ｊ―墾田永年私財法の発布

④　ｉ―三世一身法の発布　　　　ｊ―条里制の施行

⑤　ｉ―墾田永年私財法の発布　　ｊ―条里制の施行

⑥　ｉ―墾田永年私財法の発布　　ｊ―三世一身法の発布

問10　文章の ｋ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一つ選

びなさい。 10

①　法隆寺 ②　西大寺 ③　興福寺 ④　元興寺 ⑤　東大寺
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次のア・イの文章を読んで，それぞれの設問に答えなさい。解答番号は

11 ～ 20

ア　鎌倉幕府の成立と勢力拡大に直面し，後鳥羽上皇は新たに ａ をおいて軍事力

の増強をはかるなど，院政を強化して朝廷の勢力挽回につとめた。

その中で， ｂ 年に後鳥羽上皇と協調関係にあった 3 代将軍源実朝が公暁に暗

殺された事件を機に，朝廷と幕府の関係は不安定となり，ｃ承久の乱がおこった。し

かし，この乱は結果的に幕府の圧倒的な勝利に終わった。

承久の乱後，ｄ幕府は後鳥羽・土御門・順徳の 3 上皇を配流した。また，幕府軍を

率いた北条 ｅ らを六波羅探題の初代として京都にとどまらせ，朝廷の監視，京

都の警備，西国の統轄などにあたらせた。こうして朝廷と幕府との二元的支配の状況

は大きく変わり，幕府が優位に立って，皇位継承や朝廷の政治にも干渉するように

なった。

問 1　アの文章の ａ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 11

①　北面の武士 ②　京都守護 ③　西面の武士

④　京都大番役 ⑤　滝口の武者

問 2　アの文章の ｂ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 12

①　1216 ②　1217 ③　1218 ④　1219 ⑤　1220

〔Ⅱ〕
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問 3　アの文章の下線部ｃに「承久の乱」とあるが，これに関する説明として適切で

はないものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 13

①　後鳥羽上皇は，1221年に執権追討の命令を発した。

②　後鳥羽上皇の軍勢には，畿内・西国の武士や大寺院の僧兵のほか，東国

武士の一部も加わった。

③　東国武士の大多数は，北条政子の呼びかけに応じて幕府側に結集した。

④　幕府軍は，東海道・東山道・北陸道の 3 手に分かれて京都に進撃した。

⑤　幕府軍は， 3 か月余りで京都を占拠した。

問 4　アの文章の下線部ｄに「幕府は後鳥羽・土御門・順徳の 3 上皇を配流」とある

が，上皇と配流先の組み合わせとして最も適切なものを，次の①～⑥のうちから

一つ選びなさい。 14

①　後鳥羽上皇―佐　渡　　土御門上皇―土　佐　　順徳上皇―隠　岐

②　後鳥羽上皇―土　佐　　土御門上皇―佐　渡　　順徳上皇―隠　岐

③　後鳥羽上皇―隠　岐　　土御門上皇―土　佐　　順徳上皇―佐　渡

④　後鳥羽上皇―土　佐　　土御門上皇―隠　岐　　順徳上皇―佐　渡

⑤　後鳥羽上皇―隠　岐　　土御門上皇―佐　渡　　順徳上皇―土　佐

⑥　後鳥羽上皇―佐　渡　　土御門上皇―隠　岐　　順徳上皇―土　佐

問 5　アの文章の ｅ に入れるのに最も適切な人物を，次の①～⑤のうちから一

人選びなさい。 15

①　重　時 ②　時　房 ③　高　時 ④　貞　時 ⑤　時　政
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イ　承久の乱後の鎌倉幕府は， 3 代執権北条 ｆ の指導のもとに発展の時期を迎え

た。北条政子の死後， ｆ は執権を補佐する ｇ を設置して，北条氏一門の

有力者をこれにあてた。ついで有力御家人の中から評定衆を選び，執権・ ｇ と

評定衆の合議（評定）によって幕府の政策決定や裁判をおこなうという執権政治の体

制を整えた。また ｈ 年， ｆ はｉ御成敗式目を制定して広く御家人たちに

示し，この式目の徹底をはかった。

執権政治の隆盛をもたらした ｆ の政策は，孫の 5 代執権北条 ｊ に受け

継がれた。 ｊ はｋ裁判制度の整備に取り組み，新たに引付を設置して引付衆を

任命し，迅速で公正な裁判の確立につとめた。

問 6　イの文章の ｆ ， ｊ に入れる人物の組み合わせとして最も適切なも

のを，次の①～⑥のうちから一つ選びなさい。 16

①　ｆ―義　時　　ｊ―泰　時

②　ｆ―泰　時　　ｊ―時　頼

③　ｆ―時　頼　　ｊ―時　宗

④　ｆ―泰　時　　ｊ―時　宗

⑤　ｆ―義　時　　ｊ―時　頼

⑥　ｆ―時　頼　　ｊ―泰　時

問 7　イの文章の ｇ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 17

①　連　署 ②　管　領 ③　老　中 ④　守　護 ⑤　蔵人頭

問 8　イの文章の ｈ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 18

①　1226 ②　1228 ③　1230 ④　1232 ⑤　1234
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問 9　イの文章の下線部ｉに「御成敗式目」とあるが，これに関する説明として適切

ではないものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 19

①　51か条で構成される。

②　武家独自の最初の整った法典である。

③　室町幕府のもとでも基本法典として継承された。

④　適用範囲は武家社会に限られたが，やがて武家法は公家法や本所法の対

象となる人々にも影響を与えるようになった。

⑤　源頼朝以来の先例ではなく，武家社会の慣習や道徳である道理を重んじ，

これを裁判の基準として明文化したものである。

問10　イの文章の下線部ｋに「裁判制度の整備」とあるが，これに関する説明として

最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 20

①　引付は，評定の上に設置された。

②　引付衆の中から頭人が選ばれた。

③　引付衆は，御家人の所領に関する訴訟を専門に担当した。

④　訴人（原告）の訴状が受理されると論人（被告）に対して陳状の提出が

命じられ，以後一問一答のやりとりに限られるようになった。

⑤　訴状・陳状のやりとりの後，訴人・論人に対しては評定会議への出頭が

命じられ，対決がおこなわれた。
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次のア～エの史料を読んで，それぞれの設問に答えなさい（史料は，一部省略

したり，書き改めたりしたところもある）。解答番号は 21 ～ 30

ア　在
ざい

方
かた

より当地え出
いで

居
い

候者， ａ え立
たち

帰
かえり

度
たく

存じ候得共，路用金 調
ととのえ

難
がた

く候か，

立帰候ても夫
ふ

食
じき

，農具代など差
さし

支
つかえ

候ものは，町役人差添
そえ

願出
い

づべく候，吟
ぎん

味
み

の上

夫
それ

々
ぞれ

御手当下さるべく候，若
もし

村方に故障の儀之
これ

有るか，身寄の者之無く，田
でん

畑
ぱた

も所

持致さず， ａ の外
ほか

にても百姓に成
なり

申し度
たく

存じ候ものは，前文の御手当下され，

ｂ手
て

余
あまり

地
ち

等之有る国々え差 遣
つかわ

し，相応の田畑下
くだ

さるべく候，妻子召
めし

連
つ

れ度
たき

旨，相

願候はゞ其意に任すべく候，…

十一月

問 1　アの史料の ａ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 21

①　故　郷 ②　町　方 ③　港 ④　宿　方 ⑤　門　前

問 2　アの史料の下線部ｂに「手
て

余
あまり

地
ち

」とあるが，その解釈として最も適切なもの

を，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 22

①　耕作者がいない土地 ②　収穫量の高い土地 

③　大勢で耕作している土地 ④　家族で耕作している土地 

⑤　耕作が不可能な土地

〔Ⅲ〕
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イ　ｃ生類あはれみの儀に付，最
さい

前
ぜん

書
かき

付
つけ

を以
もっ

て仰
おお

せ出
いだ

され候処
ところ

，今
この

度
たび

武
ぶ

州
しゅう

寺尾村，同

国代場村の者，病馬之
これ

を捨て，不
ふ

届
とどき

の 至
いたり

に候，死罪にも仰せ付けらるべく候
そうら

え

共，此
この

度
たび

は先
まず

命御たすけ，流
る

罪
ざい

仰せ付けられ候，向
きょう

後
こう

，相
あい

背
そむく

に於
おい

ては，急
きっ

度
と

曲
くせ

事
ごと

仰せ付けらるべく候条，御料は御代官，私領は地頭より前
まえ

方
かた

仰せ出され候 趣
おもむき

，

弥
いよいよ

堅
かたく

守り候様
よう

，念を入れ申し付くべき者也

卯四月日

問 3　イの史料の下線部ｃに「生類あはれみの儀に付，最
さい

前
ぜん

書
かき

付
つけ

を以
もっ

て仰
おお

せ出
いだ

され

候」とあるが，この法令に関する説明として適切ではないものを，次の①～⑤の

うちから一つ選びなさい。 23

①　この法令は，子どもを保護の対象としなかった。

②　この法令は，とくに犬を保護の対象とした。

③　この法令は，徳川綱吉によって発令された。

④　この法令は，鳥獣を保護の対象とした。

⑤　この法令は，断続的に20年余りにわたり発令された。

問 4　イの史料の解釈として最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさ

い。 24

①　寺尾村と代場村の者は死罪となった。

②　寺尾村と代場村の者は流罪となった。

③　寺尾村の者は死罪となり，代場村の者は流罪となった。

④　寺尾村の者は流罪となり，代場村の者は死罪となった。

⑤　寺尾村と代場村の者は無罪となった。
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ウ　　　 覚
おぼえ

一，諸国御
ご

料
りょう

所
しょ

又は私領と入
いり

組
くみ

候場所にても， ｄ に成るべき場所之
これ

有るに於

ては，其所の御
お

代
だい

官
かん

，地頭 并
ならびに

百姓申し談じ， 何
いずれ

も得
とく

心
しん

の上 ｄ 取立候仕
し

形
かた

，

委
い

細
さい

絵
え

図
ず

・書
かき

付
つけ

にしるし，五畿内は ｅ 町奉行所，西国・中国筋は ｆ 町

奉行所，北
ほっ

国
こく

筋・関
かん

八
はっ

州
しゅう

は江戸町奉行え願出
い

づべく候，願
がん

人
にん

或
あるい

は百姓をだまし，

或は金
かね

元
もと

のものえ 巧
たくみ

を 以
もって

勧
すす

め，金銀等むさぼり取候儀を専
せん

一
いつ

に存じ， 偽
いつわ

りを以
もっ

て申し出
い

づるものあらば，吟
ぎん

味
み

の上相
あい

とがむるにて之
これ

有るべき事

寅七月二十六日　　　　　　　　　　　　奉行

問 5　ウの史料の ｄ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 25

①　新　田 ②　知　行 ③　入会地 ④　上　知 ⑤　質　地

問 6　ウの史料の ｅ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 26

①　箱　館 ②　京　都 ③　大　坂 ④　山　田 ⑤　長　崎

問 7　ウの史料の ｆ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 27

①　箱　館 ②　京　都 ③　大　坂 ④　山　田 ⑤　長　崎

問 8　ウの史料が発令されたときの将軍の名として最も適切なものを，次の①～⑤の

うちから一人選びなさい。 28

①　家　光 ②　家　継 ③　家　宣 ④　吉　宗 ⑤　家　重
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エ　一，田畑配分の儀御
おん

書
かき

付
つけ

　　高 ｇ 石　地面一町

右の 定
さだめ

より少く分け候儀 停
ちょう

止
じ

たり， 尤
もっとも

分
わけ

方
かた

に限らず，残り高も此
これ

定より少し

残
のこす

べからず，然
しか

る上は二十石地面二町より少き田地持ち，子供を初め諸親類の内
うち

へ，田地配分相成らず候間，厄
やっ

介
かい

人
にん

有る者は，在
ざい

所
しょ

にて耕作の 働
はたらき

にて渡世致させ，

或
あるい

は相
そう

応
おう

の奉
ほう

公
こう

に差し出すべき事

問 9　エの史料の ｇ に入れるのに最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一

つ選びなさい。 29

①　一 ②　五 ③　十 ④　十五 ⑤　三十

問10　エの史料の法令名として最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一つ選びな

さい。 30

①　分地制限令 ②　田畑勝手作禁止令

③　相対済し令 ④　棄捐令

⑤　田畑永代売買禁止令
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次のア～ウの史料を読んで，それぞれの設問に答えなさい（史料は，一部省略

したり，書き改めたりしたところもある）。解答番号は 31 ～ 40

ア　天は人の上に人を造らず，人の下に人を造らずと云へり。〔中略〕されども今広く

此
この

人間世界を見渡すに，かしこき人あり，おろかなる人あり，貧しきもあり，富める

もあり，貴人もあり，下人もありて，其
その

有
あり

様
さま

雲と泥との相違あるに似たるは何ぞや。

其次第甚だ 明
あきらか

なり。実
じつ

語
ご

教
きょう

に，人学ばざれば智なし，智なき者は愚人なりとあり。

されば賢人と愚人との別は学ぶと学ばざるとに由
よっ

て出
いで

来
きた

るものなり。

問 1　アの史料の著者として最も適切な人物を，次の①～⑤のうちから一人選びなさ

い。 31

①　中江兆民 ②　植木枝盛 ③　森　有礼

④　福沢諭吉 ⑤　馬場辰猪

問 2　アの史料の大意として最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさ

い。 32

①　人間には学ぶ自由があるが，学ばない自由もある。

②　人間は学ぶことで，平等の権利を得ることができる。

③　人間は自由が得られないのであれば生きていても仕方ない。

④　人間は生まれたときから，貴賤，賢愚などの区別が定められている。

⑤　人間は天から平等の権利を授けられているように，貧富の差はない。

問 3　アの史料が最初に出された時期の出来事として最も適切なものを，次の①～⑤

のうちから一つ選びなさい。 33

①　学制の公布 ②　民撰議院設立建白書の提出

③　自由党の結成 ④　学校令の公布

⑤　教育勅語の発布

〔Ⅳ〕
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イ　東京全市は，十一日のａ憲法発布をひかえてその準備のため，言語に絶した騒ぎを

演じている。到るところ，奉祝門， 照
イルミネーション

明 ，行列の計画。だが，こっけいなことに

は，誰も憲法の内容をご存じないのだ。

問 4　イの史料はある外国人の日記の一部であるが，これを書いた人物として最も適

切な人物を，次の①～⑤のうちから一人選びなさい。 34

①　グナイスト ②　モッセ ③　ベルツ

④　シュタイン ⑤　ボアソナード

問 5　イの史料の下線部ａに「憲法発布」とあるが，この憲法草案の作成に関与して

いなかった人物は誰か。最も適切な人物を，次の①～⑤のうちから一人選びなさ

い。 35

①　井上　毅 ②　ロエスレル ③　金子堅太郎

④　伊東巳代治 ⑤　木戸孝允

問 6　イの史料の下線部ａに「憲法発布」とあるが，この憲法発布後に発表されたロ

マン主義文学の作品として最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一つ選びな

さい。 36

①　『雪中梅』 ②　『舞姫』 ③　『佳人之奇遇』

④　『小説神髄』 ⑤　『経国美談』

問 7　イの史料の下線部ａに「憲法発布」とあるが，この憲法に関する説明として適

切ではないものを，次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 37

①　天皇は国家の元首である。

②　天皇の位は皇室典範の定められるところによって継承される。

③　国民には兵役の義務がある。

④　国民は法律上において平等である。

⑤　国民には法律の範囲内であれば言論の自由がある。
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ウ　あゝをとうとよ　君を泣く

君死にたまふことなかれ

末に生れし君なれば

親のなさけはまさりしも

親は 刃
やいば

をにぎらせて

人を殺せとをしへしや

人を殺して死ねよとて

二十四までをそだてしや

問 8　ウの史料の作者として最も適切な人物を，次の①～⑤のうちから一人選びなさ

い。 38

①　大塚楠緒子 ②　樋口一葉 

③　平塚らいてう（明） ④　市川房枝 

⑤　与謝野晶子

問 9　ウの史料に関する説明として最も適切なものを，次の①～⑤のうちから一つ選

びなさい。 39

①　日清戦争を義戦と主張してしまったことに対する反省の詩である。

②　日清戦争に対して疑問を表明した詩である。

③　日露戦争は国家を守るための正義の戦いであると鼓舞する詩である。

④　日露戦争の戦場にいる弟の無事を祈る詩である。

⑤　戦争は悲惨なものだが仕方ないと諦念を表現した詩である。

問10　ウの史料が発表された雑誌名として最も適切なものを，次の①～⑤のうちから

一つ選びなさい。 40

①　『太陽』 ②　『明星』 ③　『青鞜』 

④　『主婦之友』 ⑤　『キング』


