
１　問題用紙は指示があるまでは開いてはいけません。

２　�開始のチャイムが鳴ったら、最初に問題用紙と解答用紙に�

受験番号と氏名を記入して下さい。

３　答えはすべて解答用紙に記入して下さい。

４　�解答は特に指定のないかぎり、漢字・ひらがなのどちらでも

かまいません。

５　問題は１ページから８ページまであります。
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以下の①から⑤の文章は、琵琶湖畔にある「大津」に関する歴史です。文章と地図を読
み、各問いに答えなさい。

①　幕府が京都に置かれ、荘園の支配者（貴族や寺社など）の多くが京都にいたこともあり、
この時代、京都を中心とする流通がますます活発となった。日本海沿岸地域の物資は、
海路で小浜や敦賀に運ばれ、そこから琵琶湖を経由して大津で水

みず

揚
あ

げされた。そして荷
物は陸路で京都に運ばれた。そのため、物資の中

ちゅう

継
けい

地
ち

にあたる大津の周辺には、運送を
業務とする馬借や車借の拠

きょ

点
てん

が置かれ、賑
にぎ

わいをみせた。この時代には、その馬借が徳
政令の発布などを要求してたびたび一揆をおこした。

②　戦乱の中から統一政権が形成されていったこの時代、権力者は物資や兵の輸送ルート
として琵琶湖を重視した。例えば、ある人物は、琵琶湖畔に巨

きょ

大
だい

な城を築いている。もっ
とも、彼

かれ

は、琵琶湖を使って多数の兵士を輸送するため、巨大な船を建造したが失敗に
終わった。それは、琵琶湖の南半分の水深が浅かったこと、淡

たん

水
すい

は海水に比べて船の浮
ふりょく

力
を得にくかったことによる。また、大坂城を築いた人物は、大津を東国の所領から大坂
へ年貢米を運ぶ拠点として重視し、この地に琵琶湖の船を集めた。東国の物資がここを
経由することになったことで、大津は大きな繁

はん

栄
えい

をみせ、蔵
くら

屋
や

敷
しき

も多く置かれた。

③　唐
とう

を手本とした、大王（天皇）中心の中央集権国家の建設が始められるこの時代、唐・
新羅連合軍に敗れた後、大津に宮（都）が移されて様々な政治改革が行われた。ここに
宮（都）が移された理由の１つが、大津が大陸からの航路の終着点であり、倭と友好的
だった高句麗からの使者も、日本海を渡

わた

って越
えち

前
ぜん

（現・福井県）や能登（現・石川県）
で上陸し、琵琶湖を通って大津に上陸したためと言われている。

④　殖産興業・富国強兵をスローガンに近代化が推進されるこの時代、政府は、東京と関西
を結ぶ鉄道（後の東海道線）の建設をいち早く決定した。しかし、財政難であったため、
政府は大津と長

なが

浜
はま

（滋賀県）との間には線路を建設せずに、船による琵琶湖の水上輸送を
鉄道輸送の代行手段にした。その後、政府は、帝国議会の開会前に東海道線を全通させ
るために、この区間も鉄道建設工事を行い、東海道線が全通した。東海道線全通により、
物資が大津にとどまることなく通過して京都や大阪など大都市へと直接運ばれていった。

⑤　戦乱の時代が終わり、幕藩体制が確立したこの時代、幕府によって交
こう

通
つう

網
もう

が整備され
た。陸路では五

ご

街
かい

道
どう

が整備され、大津は東海道の５３番目の宿場町となった。一方、海
路では、河村瑞賢によって西廻

まわ

り海運（航路）が開発された。このルートの開発によっ
て、秋田や加賀の年貢米などが、巨大な船で大量に、そして積

つ

み替
か

えなく直接大坂に
輸送され、そこで販

はん

売
ばい

されるようになった。そのため、各藩は、蔵屋敷を大津ではなく、
大坂に置くようになり、大坂は「天下の台所」として繁栄した。

１



─ 2─

問１　①から⑤はそれぞれ何時代の出来事ですか。次の中から選び、記号で答えなさい。
ア．旧石器時代　　イ．縄文時代　　　ウ．弥生時代　　　エ．古墳・飛鳥時代
オ．奈良時代　　　カ．平安時代（院政期を除く）　　　　 キ．院政期・鎌倉時代
ク．室町時代（南北朝時代を含む）・戦国時代　　　ケ．安土桃山時代
コ．江戸時代　　　サ．明治時代　　　シ．大正時代
ス．昭和前期（第二次世界大戦敗戦まで）　　セ．昭和後期（第二次世界大戦敗戦後）

問２　①の下線部について、馬借が起こした一揆をきっかけに畿
き

内
ない

一帯に広がった一揆で、「日
本という国ができて以来、農民が初めて一揆を起こした」といった内容の記録も残ってい
る一揆を何といいますか。答えなさい。

問３　②の下線部について、この後の時代に、ある人物が『日本永代蔵』という本で、「昔は、
大津が、大金のやり取りが行われるほど繁栄していた」という内容を記しています。『日本
永代蔵』を書いた浮世草子の作者は誰

だれ

ですか。次の中から１つ選び、記号で答えなさい。
ア．井原西鶴　　　イ．近松門左衛門　　　ウ．松尾芭蕉　　　エ．本居宣長

問４　③の下線部について、政府は人民を把
は

握
あく

するため、最初の全国的な戸
こ

籍（庚午年籍）を
作ったと言われています。この戸籍を作った意図として、明らかに誤っているものはどれ
ですか。次の中から１つ選び、記号で答えなさい。
ア．人民に口分田をあたえるため　　　イ．人民から税を集めるため
ウ．人民の宗教を把握するため　　　　エ．人民を徴

ちょう

兵
へい

するため

問５　④の下線部について、この鉄道は、まず東京（新橋）と横浜を結ぶ路線から開業しまし
た。その後、群馬と東京を結ぶ鉄道が開業すると、旅

りょ

客
かく

輸送のみならず、貨物輸送が増加
しました。当時、貨物として群馬から横浜に運ばれた主要な商品は何ですか。次の中から
１つ選び、記号で答えなさい。
ア．生

き

糸
いと

　　　イ．綿糸　　　ウ．毛織物　　　エ．綿織物

敦賀日本海

小浜

京都
大津

長浜

敦賀

小浜

京都
大津

長浜

琵琶湖
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問６　⑤の下線部「西廻り航路」について、酒田港（山形）を出発地として、その大まかなルー
トを、解

かい

答
とう

欄
らん

の地図に書
か

き込
こ

みなさい。

問７　①から⑤の文を読むと、大津の歴史は、ある見方によって大きく前半と後半の２つの時
代（まとまり）に分けることができます。その転換点となる出来事が、「西廻り海運（航
路）の開発」です。大津にとって、なぜ西廻り海運（航路）の開発が転換点となる出来事
になったのですか。①から⑤の文から、大津の持つ意味を明らかにしたうえで、説明しな
さい。

以下の文章を読み、問いに答えなさい。

　２０１９年１１月３０日に完成した国立競技場は「杜
もり

のスタジアム」をコンセプトとし、国産木
材をふんだんに使用した“木のぬくもりが感じられるスタジアム”として話題になり、

①
木造

建築に注目が集まった。
　日本の国土の約６７％は森林であり、多くは山地に分布する。木材は建築だけでなく、生活
用品、燃料等に多用され、

②
林業は私たちの生活に密着している。また、森林は古くから日本

の宗教や文化に影
えい

響
きょう

を与
あた

えており、それが表れているものとして２００４年に世界文化遺産に登
録された

③
「紀

き

伊
い

山地の霊
れい

場
じょう

と参
さん

詣
けい

道」がある。「紀伊山地」は神話の時代から神々が鎮
しず

まる特
別な地域だと考えられ、信

しん

仰
こう

の対象となった。
　このように昔から存在する森林だが、内実は日本の森林の約４１％は人の手によって生み出
された人工林である。林業従事者はこの人工林に対して、植

しょく

栽
さい

した樹木がよく育つように草を
刈
か

る作業や、木々に巻き付いて成長を妨
さまた

げるつたを取り除く作業、節の少ない材木にするため
や日差しを森林に入れるために行う枝打ち、密集した林間を適度に間引く間

かん

伐
ばつ

などを行う必要
がある。しかし、林業従事者が減少している今、

④
手つかずに放置された人工林がもたらす被

ひ

害
がい

が問題になっている。

２

古代 近代
前　半 後　半

西廻り海運（航路）の開発

〈大津の歴史〉
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問１　下線部①について、世界最古の木造建築群として
世界遺産に登録されている寺院の名前を答えなさい。
また、その寺院がある都道府県を以下のアからエ
より１つ選び、記号で答えなさい。

問２　下線部②について、以下のグラフは木材自給率と木材供給量の推移に関するグラフです。
このグラフの説明として明らかに誤りのあるものをアからエより１つ選び、記号で答えな
さい。

ア．かつて日本の木材自給率は８０％を超
こ

えていたが、１９６０年代に急激に下降した。
イ．木材自給率は１９８５年以降、一

いっ

貫
かん

して下降傾
けい

向
こう

にある。
ウ．国産材供給量は、２０００～２００５年を底として増加傾向にある。
エ．�木材の輸入においては原料である丸太を輸入することが主だったが、１９９０年代以降

は木材製品の輸入が主となった。

問３　下線部③について、紀伊山地がある和歌山県では古くから林業がさかんで、日本特産の
ある木材の主要な産地となっています。スギの他

ほか

にこの県で多く育てられている日本特産
の木とは何ですか。名前を答えなさい。

問４　下線部④について、どのような被害が考えられますか。説明しなさい。

木材自給率の推移 木材供給量の推移

木
材
自
給
率
（
％
）
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出典　林野庁「令和元年（２０１９年）木材需給表」より作成

ア

イウ

エ
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以下の文章を読み、問いに答えなさい。

　現行の６年生社会科教科書の最後には「地球規模の課題の解決と国際協力」という項
こうもく

目があ
ります。扱

あつか

う国名や人物は教科書会社によって違
ちが

いがあるとはいえ、小学校最後に学ぶべきこ
ととして、共通して「地球規模でものごとを考える」があることの意味は考えてみる価値があ
るといえます。

問１　現在、一
いっ

般
ぱん

に「国連」と呼ばれる組織の正式名
めいしよう

称は日本語ではどう表記されますか。
漢字４文字で答えなさい。

問２　病気・貧困・戦争等が原因で生命・健康がおびやかされたり十分な教育が受けられない
子どもを救う活動をしている国連児童基金のことを何と呼びますか。カタカナ４文字で答
えなさい。

問３　疫
えき

病
びょう

の世界的拡大に対処する活動をしている世界保健機関をアルファベット３文字で
どう表記しますか。答えなさい。

問４　国連７０周年の節目にあたり、総会は「気候変動への対策」など１７項
こう

目の目標達成のた
め、協力を進められるよう「○○○○な開発目標」を採

さい

択
たく

しました。空
くう

欄
らん

にあてはまる漢
字４文字を書きなさい。

問５　小学校５年生で日本の地理を学び、６年生で日本の歴史や政治の仕組みを学び終えた上
で、最後にこれらの学習をする意味はなんですか。問１から問４までの問題に共通する性
質をふまえて答えなさい。

下の言葉の中に、ある見方でみると一つだけ性格が異なるものがあります。それはどれ
ですか。記号で答えなさい。また、それ以外の言葉に見られる共通点は何ですか。説明
しなさい。

例　題　〔ア．縄文　　　イ．江戸　　ウ．鎌倉　　エ．横浜〕

ア 他はすべて都市の名前

問１　ア．みそ　　　イ．しょうゆ　　ウ．豆
とう

腐
ふ

　　　エ．日本酒

問２　ア．常会　　　イ．特別会　　　ウ．臨時会　　エ．公聴会

３

４
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以下の問いに答えなさい。

問１　　　　官の定年を延長できるようにする　　　庁法改正案が、国家公務員法改正案とと
もに昨年の通常国会に提出されましたが、政権が自分たちの都合の良いように　　　庁の
人事を行うことも可能になる恐

おそ

れがあると主張する野党や世論の批判が高まる中、その成
立見送りが決定しました。　　　に共通して当てはまる言葉は何ですか。答えなさい。

問２　昨年実
じっ

施
し

されたアメリカ大統領選挙により選出された人物の名前を答えなさい。

５

以下の会話を読んで、問いに答えなさい。なお、文中の森村さんの会話を「森」、お父
さんの会話を「父」と表記します。

父　今年こそ①北海道に行こう！　昨年、北海道にとても大切な施
し

設
せつ

ができたんだ。
森　えっどうして北海道なの？　それにとても大切な施設って何？
父　日本で初めての施設だよ。アイヌ民族の国立博物館だよ。
森　アイヌの博物館ってなかったんだ。
父　アイヌ関連の博物館はいろいろとあったんだけど、国がつくった博物館はなかったんだ。
日本は１９８０年代までは、政府が公式に「日本には少数民族はいない」と説明していたんだ。

森　どうしてなの？
父　アイヌ人は日本人に含

ふく

まれるということだろうね。
森　そうなの？　アイヌ人と日本人はどのような関係があるの？
父　父さんも使ったけど「日本人」という言い方は問題だね。「日本人」にはいろいろな意味
合いがある。日本国

こく

籍
せき

、日本民族、日本文化……普
ふ

通
つう

「日本人」は「日本国民」を指す。と
すると「アイヌ人と日本人」というとアイヌ人は日本国民ではないことになってしまう。
森　確かにそうだね。じゃあどう呼べばいいの？
父　アイヌ側からは「和人」という言い方があるから、とりあえずは和人としておこう。最近
は遺

い

伝
でん

子
し

の研究によって、いろいろなことがわかってきているんだ。遺伝子から考えると、
和人・アイヌ人・琉球（沖縄）人はすべて縄文人をベースにしているらしい。縄文人は北海
道から沖縄まで広がっていて、骨の特

とく

徴
ちょう

などからは北も南も大きな差がないと言われる。
森　じゃあ和人・アイヌ人・沖縄の人たちはみんな同じなの？
父　

Ａ
縄文人が３つに分かれていった。驚

おどろ

くべきことに、アイヌ人の遺伝子に一番近いのは沖
縄の人たちなんだ。一方、和人の遺伝子は韓国人に近いといわれている。
森　とすると、弥生時代以降に和人とアイヌは分かれたことになるの？
父　②本州の和人は、弥生、古墳・飛鳥、奈良と大陸文化を受け入れた。数多くの渡来人が移
り住んできて、新しい文化が成立した。一方で、アイヌは北のオホーツクの人々や中国・ロ
シアの人々とも交流し、交易していった。こうして和人とはまったく異なる文化をつくって
いったんだ。

６
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森　そうか……。アイヌの人たちと私たち和人は違
ちが

う民族なんだね。
父　世界では１９８０年代から９０年代に少数民族の権利保護、さらに先住民族の権利保護が大
きなテーマになってきたんだ。

森　先住民族？
父　国連のいくつかの宣言からは、先住民族はこんな風にまとめられる。

近代以降の植民地政策や同化政策により、自らの社会や文化、土地などを奪
うば

われ、場合によっ
ては否定され、苦しんできた人々
自らの伝統的な土地や暮らしを引

ひ

き継
つ

ぎ、社会の多数派とは異なる自分たちの社会や文化を
次世代に伝えようとしている人々

森　アイヌも社会や文化、土地を奪われ、否定されてきたの？
父　明治時代以前から、アイヌ人と蝦

え

夷
ぞ

地
ち

の南部に入った和人と争いや交易上の問題が起こっ
ていた。明治になると、アイヌの人々は「旧土人」と呼ばれ、女子の顔への入

い

れ墨
ずみ

、男子の
耳
みみ

飾
かざ

りといったアイヌの伝統が禁止された。アイヌの大切な生活であったシカ猟
りょう

やサケ漁も
禁止・制限された。アイヌの伝統・習慣・文化、それにアイヌ語は未開人・野

や

蛮
ばん

人
じん

の文化だ
とされ、否定されたんだ。そして「日本人」になることが求められた。
森　そんなにすぐに習慣や文化を変えられるの？
父　そうだね。アイヌ人たちが長く守ってきた伝統を捨てることはとても苦痛だった。同じ日
本人として扱

あつか

うことは、アイヌ人をかえって苦しめたんだ。Ｂこういうのを同化政策という
んだ。この動きの中で、アイヌ人と知られるだけで差別されるようになったんだ。さらにア
イヌ人が狩

しゅ

猟
りょう

などで利用していた土地は取り上げられ、入植者に分けられていった。
森　アイヌの人たちは明らかに「先住民族」だね。
父　世界的な運動もあって、２００７年に国連で「先住民族の権利に関する宣言」が採

さい

択
たく

された。
この決議を受けて、日本でも翌年に「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が採
択されているんだ。こうしてつくられたのが、国立アイヌ民族博物館なんだよ。
森　そうなんだ。父さんが大切な施設というのがわかる気がする。
父　でも、日本政府のお金でアイヌ民族の博物館をつくることには反対も多かった。
森　　　　　　　　　　Ｃ　　　　　　　　　ということもあるから、アイヌ文化を日本政府
が責任を持って残していくことの意味は大きいんだね。

父　和人の中にもアイヌ人の文化を大切にしようとした人がいたんだ。北海道の歴史で忘れて
はいけない人に松

まつ

浦
うら

武
たけ

四
し

郎
ろう

という人がいる。彼は幕末の頃に北海道を調査し、明治になると
政府から頼

たの

まれて北海道のさまざまな地名を調べたんだ。この人はアイヌ人とその文化の素
す

晴
ば

らしさに感
かん

銘
めい

を受けていて、できるだけアイヌ語の地名を残そうとしたんだ。
森　だから北海道の地名の多くがアイヌ語をもとにしているんだね。
父　そうなんだ。さらにアイヌの人々が自分たち人間のことを「カイ」と呼んでいることに注
目して、Ｄ「北加伊道」と名付けたんだ。つまり、「北の大地に住む人たちの国」という意味
だったんだ。明治政府はこの名前から「北海道」とかえてしまったけど……。
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森　そんな和人もいたんだね。僕
ぼく

もそんな風に共生を目指す生き方をしてみたいな。

問１　下線部①について、下の地形名と地図上の位置の組み合わせとして正しいものはどれで
すか。次の中から１つ選び、記号で答えなさい。
ア．Ａ─上川盆地
イ．Ｂ─北見山地
ウ．Ｃ─十勝平野
エ．Ｄ─石狩平野

問２　下線部②について、本州が弥生、古墳・飛鳥、奈良の時期に受け入れた大陸から伝えら
れたものを１つあげなさい。

問３　波線部Ａについて、同じ縄文人をもとにする和人とアイヌ人はどうしてちがう民族となっ
ていったのですか。説明しなさい。

問４　波線部Ｂについて、同化政策によって、周辺に住む人々からのアイヌ人への差別はより
激しくなったと言われます。同化することでなぜ差別が激しくなるのですか。説明しなさ
い。

問５　日本政府の資金でアイヌ民族の博物館を作ることの意義を考え、　　　　　Ｃ　　　　　
に当てはまる文を入れなさい。

問６　波線部Ｄについて、北海道を「北加伊道（北カイ道）」と改名すべきという人もいます。
「北海道」を「北加伊道（北カイ道）」と改名することにはどのような意味があると考えら
れますか。説明しなさい。

Ａ

Ｂ

Ｃ
Ｄ




