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注 意

１ 調査問題は，１ページから１６ページまであります。先生の合図があるまで，調

査問題を開かないでください。

２ 解答はすべて解答用紙⑤（社会）に記入してください。
えんぴつ こ

３ 解答は，ＨＢまたはＢの黒鉛筆（シャープペンシルも可）を使い，濃く，はっきり

と書いてください。また，消す時は消しゴムできれいに消してください。
せんたく し らん ぬ

４ 解答を選択肢から選ぶ問題は，解答用紙のマーク欄を黒く塗りつぶしてください。

５ 解答を記述する問題は，指示された解答欄に記入してください。

また，解答欄からはみ出さないように書いてください。

６ 解答用紙は，オモテ，ウラがあります。

７ 解答用紙の〔生徒記入欄〕に，組，出席番号，男女を記入し，マーク欄を黒く塗

りつぶしてください。

８ 調査時間は４５分です。

当てはまる どちらかと

いえば，当て

はまる

どちらかと

いえば，当て

はまらない

当てはまら

ない
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下に，生徒アンケートが２問あります。先生の指示に従って，調査開始前に取り組ん

でください。アンケートの回答は解答用紙のアンケート欄のマーク欄を黒く塗りつぶし

てください。

アンケート

次のアンケートを読んで，当てはまるものを

一つずつ選びなさい。

（１） 社会の授業の内容はよく分かる。

（２） 社会の授業で目的に応じて資料

を読み，自分の考えを話したり，

書いたりしている。

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

① ② ③ ④

① ② ③ ④





問題は，次のページから始まります。



１ 図Ⅰ

な ら

（地形図は上が北である。国土地理院発行１：２５，０００「奈良」 ２０１５年発行 より作成）

図Ⅱ

（地形図は上が北である。国土地理院発行１：２５，０００「奈良」 １９６９年発行 より作成）

中３社－１



き づ がわ し

さつきさんは，京都府木津川市周辺の地域の調査をしようと考え，新旧の地形図を用

意しました。左の図Ⅰ，図Ⅱは，それぞれ２０１５（平成２７）年と１９６９（昭和４４）年に発
はん い

行された，同じ範囲の地域を示した２万５千分の１の地形図です。あとの問いに答えな

さい。

（１） 図Ⅰと図Ⅱにおいて，Ｐ点からＱ点までの長さは，地形図上で約５cmです。実際
きょ り

の距離はおよそ何mですか。次のア～エから一つ選びなさい。

ア ２５０m イ ５００m ウ １，２５０m エ ２，５００m

し せつ

（２） 図ⅠのＲで示した地図記号 で表している施設は何ですか。次のア～エから適

切なものを一つ選びなさい。

ア 老人ホーム イ 博物館 ウ 図書館 エ 病院

ひ かく

（３） 図Ⅰと図Ⅱとを比較して読み取れる内容として正しいものを，次のア～エから一

つ選びなさい。

ア 図ⅡのＰ点からＱ点の道路沿いにある町役場は，図Ⅰでは，消防署になってい

る。
しかがわ

イ 図Ⅰと図Ⅱにおいて，鹿川は，北から南へ流れている。
けい な わ き づ

ウ 図Ⅰで京奈和自動車道木津ＩＣ（インターチェンジ）がある場所に，図Ⅱでは

工場がある。
さらいけ

エ 図ⅡのＳで示した皿池の西側の針葉樹林や広葉樹林がある場所に，図Ⅰでは住

宅地が広がっている。

（４） 地域の調査をするときには，野外観察や聞き取り調査などを行います。次のア～

エのうち，誤っているものを一つ選びなさい。

ア 野外観察をする場合には，調査する道順を書き入れた地図を意味するハザード

マップを作成しておく。
じ こう

イ 聞き取り調査をする場合は，聞き取りをする相手に対しての質問事項を前もっ

てまとめておく。

ウ 野外観察や聞き取り調査では，ノートや地図などに記録をとっておく。
ぶんけん

エ 地域の調査には，野外観察と聞き取り調査のほかに，文献や統計資料による調

査がある。

中３社－２



２ 社会科の宿題で，写真１と写真２だけが印刷されたプリントが配られ，「写真の内容」

と「２枚の写真に共通すること」について，調べておくことになりました。次の会話文

は調べたことについて，Ａさんたちの班で話し合った内容です。会話文を読んで，あと

の問いに答えなさい。

写真１

Ａさん 「これは，金印だ。」
え ど はか た し か のしま

Ｂさん 「江戸時代に博多湾の志 賀 島から出土した金製の印のこ

とね。」

Ｃさん 「写真では大きく見えるけど，調べてみると印をおす四角

形の部分は一円玉くらいの大きさだよ。ただ，重さは５００円

玉１５枚分くらいで結構重いんだ。」
かん わ な こくおう

Ｄさん 「印をおす部分には５つの文字が刻まれていて，漢の委の奴の国王と読むと言
わ

われているわ。委は倭で，日本のことね。」

Ｂさん 「中国の歴史書には，
�
１世紀の半ばに，倭にある奴の王が送ってきた使いに，

ご かん こうてい さず

後漢の皇帝が金印を授けたとあり，その金印と考えられているのね。」

Ａさん 「その時から２，０００年近くたっているんだ。すごいな。でも，なぜ，遠く離れ

ている中国まで行って，奴の国王とある金印をもらってきたのかな？」

Ｂさん 「
�
中国の先進的な文物を手に入れ，中国の皇帝の力をもって，自分の国の力を

他の地域の王に示したかったのかしら。」

や よ い

（１） 次のア～エのうち，下線部①のできごとが起こった弥生時代に関して説明したも

のとして，内容が誤っているものを一つ選びなさい。

よし の が り い せき

ア 九州にある吉野ヶ里遺跡は，弥生時代の代表的な遺跡の一つである。
しゅうかく

イ 弥生土器が使われ，高床倉庫には収穫物がたくわえられた。

ウ 中国の歴史書には，倭には１００余りの国があったと記されている。

エ 大陸から伝えられた鉄器はおもに祭りのために使われ，青銅器は武器や工具と

して使われた。

（２） 次の文中の（ � ）に入る適切な語を，あとのア～エから一つ選びなさい。

や ま たいこく ひ み こ

３世紀に邪馬台国の女王卑弥呼が中国に使いを送ったことが，中国の（ � ）

の歴史書に書かれている。これは，会話文中の下線部②と同じ目的であったと

考えられる。

ぎ ずい とう そう ほくそう

ア 魏 イ 隋 ウ 唐 エ 宋（北宋）

中３社－３



写真２
ぎんかく

Ｄさん 「この写真は，京都にある銀閣よね。」
じ しょう じ かんのんでん いっ

Ｃさん 「正しくは，慈照寺の中の観音殿という建物で，一
ぱん

般に銀閣と呼ばれているんだ。」
むろまち

Ｂさん 「
③
室町時代に室町幕府八代将軍（ あ ）が造営し，

たいしょう

江戸時代の修理を経て，大正時代に解体修理がおこな

われているということよ。」

Ｃさん 「寺院の部屋の様式を武士の住まいに取り入れてい

るのが特徴なんだ。」

Ａさん 「ところで，金印と銀閣の共通することについては考えてきたかい。」

Ｄさん 「たぶん，両方とも国宝であるということではないかしら。」

Ａさん 「そうか。なるほど。でも，銀閣が国宝なのに，室町幕府三代将軍（ い ）
きんかく

が造営した金閣はなぜ国宝でないんだろう。次の授業での班の発表までに調べて

おこうよ。」

（３）（ あ ）と（ い ）に入る人物の組み合わせを，次のア～オから一つ選びなさ

い。

あしかが よしまさ よしみつ

ア あ－足利 義政 い－足利 義満

イ あ－足利 義満 い－足利 義政
たかうじ

ウ あ－足利 尊氏 い－足利 義政

エ あ－足利 義満 い－足利 尊氏

オ あ－足利 尊氏 い－足利 義満

（４） 次のア～エのうち，下線部③の文化について説明したものとして，内容が正しい

ものを一つ選びなさい。

きょうげん ぜ あ み のう

ア 狂言が世阿弥によって大成され，狂言の合間には能が演じられた。
せっしゅう うき よ え さか

イ 雪舟に代表される浮世絵が盛んになった。
かみ しも れん が ひとびと

ウ 和歌の上の句と下の句をよみつないでいく連歌が人々のあいだに広まった。
かものちょうめい つれづれぐさ

エ 鴨長明が書いた絵入りの物語である『徒然草』が人々に楽しまれた。

中３社－４



Ａさんたちの班は，国宝について，さらに調べてレポートにまとめました。班でつく

った次のレポートを読んで，あとの問いに答えなさい。

［国宝とは？］

「世界文化の見地から価値の高いもので，たぐいない国民の宝」が国宝と定めら

れている。
めい じ

この「国宝」という考え方を主張したのは，明治時代に来日し，日本美術に大き

な役割を果たしたフェノロサであった。彼は，
◯あ
現存する世界 古の木造建築と言わ

れている寺院で，現在国宝となっている仏像を見出している。

［国宝の件数は？］
へいせい

２０１７（平成２９）年の時点で，美術工芸品と建造物をあわせて１，１０１件が国宝に
ぎんかく

指定されている。金印は美術工芸品で，銀閣は建造物である。
かまくら ほうねんしょうにん え

ここで件数となっているのは，例えば，鎌倉時代に作られた絵画の「
◯い
法然上人絵

でん

伝」４８巻を１件として数えているからである。

［さまざまな時代の国宝］
げん じ ものがたり え まき へい

さまざまな時代のものが国宝に指定されている。例えば，「源氏物語絵巻」は
◯う
平

あん ひめ じ じょう あ づちももやま

安時代，姫路城は
◯え
安土桃山時代のものである。

とみおかせい し じょう とう

明治時代の建造物として，２０１４（平成２６）年に，旧
◯お
富岡製糸場３棟が指定され

ている。
きんかく

［銀閣と金閣の違いから］

班で国宝である銀閣について話し合ったときに，なぜ金閣は国宝になっていない
しょう わ

のかという疑問が出た。調べてみたところ金閣は１９５０（昭和２５）年に焼失してい

て，現在のものは新しく復元されたものであるからということだった。国宝はもち

ろん，貴重な文化財を失うことなくこれからも大切に保存し，私たちの歴史をしっ

かりと後世に伝えていくことは重要なことである。

（５） 下線部◯あの寺院の名前を，次のア～エから一つ選びなさい。

えんりゃく じ とうだい じ ほうりゅう じ こんごう ぶ じ

ア 延暦寺 イ 東大寺 ウ 法隆寺 エ 金剛峯寺

な む あ み だ ぶつ ねんぶつ ごくらく

（６） 下線部◯いの人物は，「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えることが，極楽に生まれ変わる

ことができる方法であると説きました。この人物の開いた宗派の名前を，次のア～

エから一つ選びなさい。

ぜんしゅう にちれんしゅう じょう ど しんしゅう じょう ど しゅう

ア 禅宗 イ 日蓮宗 ウ 浄土真宗 エ 浄土宗

中３社－５



とうふう き そ げん

（７） 下線部◯うにおいて，唐風の文化を基礎に，わが国独自の文化が生まれました。『源
じ ものがたり こ きん わ か しゅう

氏物語』や『古今和歌集』などに代表されるこの文化の名前を，次のア～エから一

つ選びなさい。

あ す か こくふう てんぴょう げんろく

ア 飛鳥文化 イ 国風文化 ウ 天平文化 エ 元禄文化

（８） 下線部◯えの時代のできごとを説明している文を，次のア～エから一つ選びなさい。

ばく ふ ぶ け しょはっ と だいみょう

ア 幕府は武家諸法度を定めて，大名を厳しく統制した。
かたながり けん ち ひゃくしょう

イ 刀狩と検地によって，武士と百姓を区別する兵農分離がすすめられた。
ご だい ご

ウ 後醍醐天皇により，天皇中心の政治がすすめられた。
ふじわらのみちなが ふじわらのよりみち せっかんせい じ

エ 藤原道長や藤原頼通により，摂関政治が行われた。

たいしょう

（９） 下線部◯おに関して，明治時代から大正時代のわが国の産業についての次の文章を

読んで，あとの問いに答えなさい。

めい じ い しん おこ しょくさんこうぎょう

明治維新以降，産業を興して日本を近代化するという殖産興業は，明治政府

の中心的な課題であった。その一環として，１８７２（明治５）年，明治政府は当

時の主要な輸出品であった（ ａ ）の増産や品質向上のために，群馬県に富

岡製糸場をつくった。
せん い

わが国の産業は，こうした繊維工業を中心とした軽工業が主体であったが，
や はたせいてつじょ

１９０１（明治３４）年に官営の八幡製鉄所が北九州で操業を開始した。その後，

１９１４（大正３）年から始まり４年余り続いた（ ｂ ）により，ヨーロッパか

らの工業製品の輸入がとどこおり，国内製品への代替が進んだことが，重化学

工業が発展する要因の一つとなった。

① （ ａ ）に入る適切な語を，次のア～エから一つ選びなさい。

あさ き いと

ア 毛織物 イ 麻 ウ 生糸 エ 綿織物

② 文章中の下線部の１９０１年は何世紀に当たりますか。数字を書きなさい。

③ （ ｂ ）に入る適切な語を，次のア～エから一つ選びなさい。

しんがいかくめい

ア アヘン戦争 イ 辛亥革命

ウ 第一次世界大戦 エ ロシア革命

中３社－６



３ まさきさんは，日本の国立公園について調べました。図Ⅰは，まさきさんが取り上げ
はん い かまいし し まつもと し お わせ し

た国立公園のおおよその範囲と釜石市，松本市，尾鷲市の位置を日本地図に示したもの

です。あとの問いに答えなさい。

図Ⅰ

中３社－７



（１） 次の①，②の文は，図Ⅰ中のいずれかの国立公園を紹介したものです。①と②の

国立公園に当たるものを，あとのア～オからそれぞれ一つずつ選びなさい。

ふんえん

① この国立公園の北部は，大小２０以上の火山が連なっている。南部は今も噴煙を
さくらじま

あげ，地域のシンボルとなっている桜島を中心として，シラス台地など特色ある

地形や景観でよく知られている。

② この国立公園は冷帯（亜寒帯）にあり，大部分は針葉樹林を中心とする天然林
ま しゅう こ くっしゃ ろ こ

におおわれ，貴重な自然環境が残されている。摩周湖・屈斜路湖などの湖が分布

している。

ア 阿寒国立公園 イ 三陸復興国立公園 ウ 中部山岳国立公園

エ 吉野熊野国立公園 オ 霧島錦江湾国立公園

（２） 次のア～ウは，図Ⅰ中の釜石市，松本市，尾鷲市のいずれかの雨温図です。ア～

ウから，尾鷲市に当たるものを一つ選びなさい。

ア イ ウ

気象庁の資料により作成

（３） 図Ⅰ中の尾鷲市は，尾鷲ヒノキの林業などでその名をよく知られています。この

尾鷲市のある都道府県の名前を書きなさい。

中３社－８



ちゅう ぶ さんがく やまやま

（４） 図Ⅰ中の中部山岳国立公園には，３，０００m級の山々が連なっています。次のア～エ

のうち，この地域を源流にして，新潟県で日本海にそそぐ川の名前を一つ選びなさ

い。

てんりゅう き そ と ね し な の

ア 天竜川 イ 木曽川 ウ 利根川 エ 信濃川

さんりくふっこう へいせい だいしんさい

（５） 図Ⅰ中の三陸復興国立公園は，２０１１（平成２３）年の東日本大震災により被災した
こうけん

三陸地域の復興に貢献するために，２０１３（平成２５）年に創設された国立公園です。
おきあい

この国立公園の沖合は，親潮と黒潮がぶつかる海域であり，全国でも有数の漁場で

す。次の図Ⅱは，宮城県の漁業生産量の推移と全国順位を示したものです。図Ⅱを

見て，読み取れる内容について適切でないものを，あとのア～エから一つ選びなさ
ようしょく

い。なお，漁業生産量は，海面漁業の生産量と海面養殖業の生産量を合わせたもの

です。

図Ⅱ 宮城県の漁業生産量の推移と全国順位

※ 海面漁業：海で行う漁業 海面養殖業：海で行う養殖業

宮城県の資料により作成

ア 東日本大震災前の２０１０年の漁業生産量は，３４．８万トンで全国２位だったが，

２０１１年の漁業生産量はその半分以下となり，全国６位となった。
し

イ 海面養殖業の生産量が漁業生産量に占める割合は，東日本大震災前の２０１０年に

４割をこえていたが，２０１３年は２割に届いていない。

ウ ２０１３年の海面漁業の生産量は，東日本大震災前の２０１０年の海面漁業の生産量

の８割をこえるまでに回復している。

エ ２０１３年の漁業生産量は全国３位であり，東日本大震災前の２０１０年の全国２位

に次ぐ順位となるまでに回復している。

中３社－９



（６） 図Ⅰ中の三陸復興国立公園のある太平洋側では，夏に吹く冷たく湿った北東風が，

冷害をもたらすことがあります。この風を何と呼びますか。名前を書きなさい。

あ かん らくのう こんせん

（７） 図Ⅰ中の阿寒国立公園の東部には，酪農がさかんに行われている根釧台地があり

ます。次の図Ⅲは，全国の生乳生産量（しぼったままで，人の手を加えない乳用牛
ひ かく

の乳の生産量），図Ⅳは，生乳の用途について北海道と他の都府県とを比較したもの

です。図Ⅲと図Ⅳから読み取れる北海道における酪農の特徴を，生乳生産量，生乳

の用途の二語を使って，７０字以内で書きなさい。

図Ⅲ 全国の生乳生産量（２０１５年）

図Ⅳ 生乳の用途（２０１５年）

にゅうさんきん

※ 牛乳等：飲用牛乳や乳酸菌飲料等

乳製品：牛乳を加工したバター，チーズなど
ふく いっ ち

※ 北海道から他の都府県への生乳移出分等を含むため，図Ⅲの生乳生産量とは一致しない。

農林水産省の資料により作成

中３社－１０



４ わかなさんは，日本が中国に次いで世界第二位の鉄鉱石輸入国であることに関心をも

ち，図Ⅰを作成しました。あとの問いに答えなさい。

図Ⅰ 日本の鉄鉱石の輸入先（２０１３年）

に ほんこくせい ず え

『日本国勢図会２０１５／１６』により作成

（１） わかなさんは，図Ⅰ中の５か国について，鉄鉱石と鉄鋼の生産量を調べました。

表Ⅰは，１９９０年，２０１０年，２０１３年の５か国の鉄鉱石生産量，表Ⅱは，１９９０年，

２０１０年，２０１３年の５か国の鉄鋼生産量を表したものです。表Ⅰと表Ⅱから読み取れ

る内容について適切なものを，あとのア～オから一つ選びなさい。

国名 １９９０年 ２０１０年 ２０１３年

オーストラリア ６，９８０ ２７，１００ ３７，７００

ブラジル ９，９９０ ２４，７７７ ２４，５６７

南アフリカ共和国 １，９７０ ３，６９０ ４，５７０

カナダ ２，２００ ２，３３０ ２，６００

インド ３，４４０ １３，４４０ ９，６００

国名 １９９０年 ２０１０年 ２０１３年

オーストラリア ６６８ ７３０ ４６９

ブラジル ２，０５７ ３，２９５ ３，４１６

南アフリカ共和国 ８６２ ７６２ ７２５

カナダ １，２２８ １，３０１ １，２４２

インド １，４９６ ６，８９８ ８，１３０

表Ⅰ 鉄鉱石生産量（単位 万トン）

『世界国勢図会２０１６／１７』により作成

表Ⅱ 鉄鋼生産量（単位 万トン）

『世界国勢図会２０１５／１６』により作成
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ア オーストラリアにおいて，鉄鉱石生産量はいずれの年も５か国の中で一番多い

が，鉄鋼生産量はいずれの年も５か国の中で一番少ない。

イ ブラジルにおいて，２０１０年と２０１３年を比べると，鉄鉱石生産量および鉄鋼生

産量は，ともに増加している。

ウ 南アフリカ共和国において，１９９０年と２０１３年を比べると，鉄鉱石生産量は２

倍以上になっているが，鉄鋼生産量は減少している。

エ カナダにおいて，２０１０年と２０１３年を比べると，鉄鉱石生産量および鉄鋼生産

量は，ともに減少している。

オ インドにおいて，２０１３年の鉄鋼生産量は，１９９０年の鉄鋼生産量の６倍以上にな

っている。

ほ

（２） 次の写真は，オーストラリアの鉄鉱石鉱山で見られる，地表から掘り下げていく
さいくつ

採掘のようすを表しています。直接地表から鉱産資源をけずりとる，このような採

掘方法を何と呼びますか。書きなさい。

（３） 鉄鉱石の他にも鉱産資源が豊富である南アフリカ共和国では，埋蔵量が少なかっ
じゅんすい

たり，純粋なものとして取り出すことが難しかったりする金属も産出されます。こ
けいたい

のような金属は，携帯電話やコンピュータ，自動車などの生産に欠かせないもので，

日本では不要になった家電製品から回収して再利用しています。このような希少な

金属（希少金属）を何と呼びますか。カタカナで書きなさい。
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（４） わかなさんは，図Ⅰ中の５か国について，さらに調べました。次の図Ⅱは，５か

国の位置を示しています。あとのア～エのうち，図Ⅱに示した５か国について説明

したものとして，内容が適切でないものを一つ選びなさい。

図Ⅱ

ア カナダにあるロッキー山脈は，環太平洋造山帯の一部である。

イ ブラジルには，流域に熱帯の森林が広がるアマゾン川がある。

ウ ５か国のうち，大西洋に面していないのは，オーストラリアとインドである。

エ ５か国のうち，国土のすべてが赤道より南に位置する国は３か国ある。

（５） 次の①，②の文は，図Ⅱ中の５か国のいずれかの国の人口や言語・宗教について

説明したものです。①と②の国に当たるものを，あとのア～オからそれぞれ一つず

つ選びなさい。

おく

① 人口は，約１３．３億人。国全体の公用語はヒンディー語で，公用語に次いで英語
しんこう

がよく使われている。 も多く信仰されている宗教はヒンドゥー教である。

② 人口は，約２．１億人。公用語はポルトガル語である。 も多く信仰されている

宗教はキリスト教である。

ア オーストラリア イ ブラジル ウ 南アフリカ共和国

エ カナダ オ インド
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き こうたい

（６） 次の図Ⅲは，オーストラリアの気候帯と，ダーウィン，アリススプリングス，ブ

リスベンの３都市の位置を示したものです。あとのア～ウは，ダーウィン，アリス

スプリングス，ブリスベンのいずれかの雨温図に当たります。図Ⅲを参考にして，

アリススプリングスの雨温図に当たるものを，ア～ウから一つ選びなさい。また，

そのように判断した理由を３５字以内で書きなさい。

図Ⅲ

『データブック オブ・ザ・ワールド２０１６年』により作成

ア イ ウ

『理科年表 平成２８年』により作成
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ひとびと

５ 社会科の授業で，ゆかりさんの班は，人々の生活にかかわる経済をテーマにして，Ａ
かまくら

～Ｆの６枚の異なる時代のカードを作成しました。ゆかりさんは，鎌倉時代を示すカー

ドＡを作成しました。カードＡ～Ｆを見て，あとの問いに答えなさい。カードの中の

には，それぞれの時代の名前が入ります。また，カードＡ～Ｆは時代順に並ん

でいません。

Ａ 鎌倉時代

この時代になって，田を耕すのに牛や馬を使ったり，二毛作も広く行われるよ

うになったりするなど農業技術が進歩した。また，寺社の門前や交通の便利な所
いち そうせん か へい

で市が定期的に開かれ，中国から輸入された宋銭が貨幣として使われた。

Ｂ 時代
かいづか い せき かいがら

この時代の貝塚と呼ばれる遺跡には，捨てられた貝殻や魚，けものの骨などが
か

何層にも積み重なっている。また，狩りや漁，採集などで手に入れた食料の保存
に

や煮たきのために，この時代になり初めて土器が使われるようになった。

Ｃ 時代
そ ちょう よう へいえき ろうえき

この時代は，人々に租・調・庸と呼ばれる税がかけられた。また，兵役や労役
りつりょうせい へいじょうきょう

などもあった。律令制のもとで，調や庸は農民によって平城京に運ばれた。

Ｄ 時代

この時代，全国の都市を結ぶ陸上や海上の交通路が整備され，日本各地から集
ねん ぐ まい おおさか びっちゅう

められた年貢米や特産物は，大阪などに送られた。また，備中ぐわなどの新しい

農具も使われるようになり，農業生産力は向上した。

Ｅ 時代
そう

この時代，村では，惣と呼ばれる自治組織が作られ，人々の結びつきは強くな
きんゆう ふ ゆう どそう（とくら） さか や

っていた。そうした中，農民などが，金融業を営む富裕な土 倉や酒屋などをお
ど（つち）いっ き

そって，借金の帳消しを求める土 一揆がおこるようになった。

Ｆ 時代
いなさく さか

この時代になって，稲作が本格的に広まった。稲作が盛んになるとともに，よ

り力を持ったむらが登場し，まわりのむらを従えて，くにを形成していった。
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（１） 次のア～エの文のうち，カードＡが示す時代のできごとに当たらないものを，一

つ選びなさい。

しっけん ほうじょうやすとき ご せいばいしきもく じょうえいしきもく

ア 執権の北条泰時が，御成敗式目（貞永式目）を定めた。
げん しゅうらい げんこう

イ 二度にわたる元軍の襲来（元寇）があった。
じょうきゅう ばく ふ ろく は ら たんだい ちょうてい かん し

ウ 承久の乱の後，幕府は京都に六波羅探題を置き，朝廷を監視した。
しゅ ご だいみょう おうにん らん

エ 将軍のあとつぎ争いと守護大名の対立から応仁の乱がおこった。

（２） カードＢの時代の名前は，使っていた土器の名前からつけられています。カード

Ｂが説明している時代の名前を書きなさい。

（３） 次の①，②のできごとがおこったのは，わが国において，いつの時代のことです

か。時代を示すカードＡ～Ｆのうちから，それぞれ一つずつ選びなさい。

みん かんごうぼうえき

① 中国で明がおこり，日本との勘合貿易が始まった。
さんぎょうかくめい

② イギリスで産業革命がおこった。

（４） 次の写真と，ゆかりさんとひろしさんの会話文を見て，時代を示すカードＡ～Ｆ

のうちから，ひろしさんが作成した時代のカードを一つ選びなさい。

ゆかりさん：これはお金の写真かしら。

ひろしさん：中国にならって日本で作られた貨幣の写真だ
な ら

よ。ぼくのつくったカードの時代に，奈良にあっ
みやこ

た都で使われていたんだ。

（５） カードＡ～Ｆを時代の古いものから順に並べた場合に，一番 後になるものはど

れですか。一つ選びなさい。
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