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入試問題演習 その２
３－４

１ つぎの(ｱ)～(ｹ)の文を読んで下の問に答えなさい。

(ｱ) 校倉造の正倉院に、たくさんの宝物がおさめられた。
あぜくら

(ｲ) すみ絵がさかんになり、雪舟らが名作をえがいた。

(ｳ) 琵琶湖のほとりに、五層の天守閣をもつ安土城が築かれた。
び わ あ

(ｴ) 表面に、人々の生活などを鋳だした銅鐸がつくられた。
い たく

(ｵ) 埼玉県の稲荷山古墳から出た鉄剣に刻まれた文によれば、この地方の王は大王につかえていたらしい。
い な り ふん けん おおきみ

(ｶ) 貴族は、寝殿造とよばれる広いやしきに住むようになった。
しんでん

(ｷ) キリストや母マリアの像を刻んだふみ絵がつくられるようになった。

(ｸ) 斑鳩の里に、五重の塔や金堂などをもつ法隆寺が建てられた。
いかるが とう こん り ゅ う

(ｹ) 運慶らが、東大寺南大門の金剛力士像をつくった。
けい こんごうりきし

問１ 上の(ｱ)～(ｹ)のことがらがおこった時期と最も近い時期の政治や社会について正しく述べているものを、つぎ

の１～11の中から１つずつ選び、その番号を書きなさい。

１ 倭王の武が、中国の皇帝に使いを送った。
わ ぶ てい

２ 全国はおよそ60の国に分けられ、国司が戸籍をつくったりして人々をおさめた。
せき

３ 南山城（京都府南部）の人々が大名に反対して一揆をおこし、８年間も自治を行った。
やましろ だいみょう

４ 聖徳太子は蘇我氏と力を合わせて、天皇を中心とする国のしくみを整えようとした。
しょうとくたいし そ が のう

５ 女王ひみこの国のもとに、30ほどの小さな国がしたがえられていた。

６ 貴族や寺のもつ荘 園がふえ、国司の支配する土地がなくなってしまった。
しょうえん

７ 徳川家光が将軍のとき、武家諸法度に参勤交代の制度がつけ加えられた。
みつ は っ と

８ 江戸幕府はヨーロッパ人との貿易を全面的に禁止した。
ばく

９ 開こんをすすめていた豪族たちは、土地を守るために武芸の訓練をするようになった。
ごう

10 承 久の乱の後、北条泰時が武士のための法律をつくった。
じょうきゅう ほうじょうやすとき

11 豊臣秀吉は刀狩りを行い、武士と農民の区別をはっきりさせた。
とよとみひでよし が

問２ 上の(ｱ)～(ｹ)を年代の古い順にならべたとき、２番目と７番目にあたるものを選び、その記号を書きなさい。

問１ ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ

問２ ２番目 ７番目

（桜蔭）

２ 次の文を読んで、あとの問いに答えなさい。

1543年（天文12年）、ポルトガル船が １ に流れ着き、鉄砲が伝えられた。これが全国に広まり、戦国武士の間に採

用されて、(ｱ)大きなえいきょうを与えた。ポルトガル人に続いてスペイン人も来航し、日本と貿易を行うようになった。

1549年、キリスト教宣教師 ２ が鹿児島に上陸し、西日本各地にキリスト教を伝えた。九州のキリシタン大名たちは

ヨーロッパへ使節を送ったり、宣教師たちもキリスト教布教のために学校や病院を建てたりした。

しかし、江戸時代になると幕府は、キリスト教は政治を乱すもとになる、という理由でキリスト教を禁止した。1637年、

重い年貢とキリスト教に対する迫害に反抗して ３ がおこった。幕府は大軍をもってこれを攻めおとし、さらに(ｲ)キ
はくがい

リスト教のとりしまりを強化した。また、(ｳ)ポルトガル人の来航を禁止した。

問１ 文中の に入れる語句を答えなさい。
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問２ 下線部(ｱ)で、鉄砲をはじめて大量に戦いに用いたのは織田信長だが、この時の戦いの名を次の中から選び、番号

で答えなさい。

① 関ヶ原の戦い ② 桶狭間の戦い ③ 長篠の戦い
せき はら おけはざま ながしの

問３ 下線部(ｲ)で、キリスト教の信者かどうかを確かめるために、幕府はどんなことをしたか、答えなさい。

問４ 日本と貿易することを許された二つの国はどこか、国名を答えなさい。

問５ 下線部(ｳ)で、このように外国人の来航を禁じたり、きめられた場所以外の貿易を許さない制度を何というか、答

えなさい。

問１ １ ２ ３ 問２ 問３

問４ 問５

（日大第一）

３ 次の(1)から(5)の文は、それぞれ日本のある地域についてその特色をのべたものです。おのおのの文に関係する地域名

を［Ａ群］から、都市名を［Ｂ群］から選んで、その記号を記しなさい。

(1) この地域には、湖面の高さが海抜700メートルにおよぶ湖がある。この湖岸地域は、かつては日本の代表的な製糸工
ばつ

業地域として有名であったが、第二次世界大戦後はそれに代わって、精密機械などの機械工業地域として知られるに

至った。

(2) この地域では、条里制以来の整然とした地割りと大小多数のため池とを利用した米作と、すいか・野菜などの水田

二毛作が発達してきたが、近年は、大都市に近いこともあって、住宅地化が進んでいる。

(3) この地域は、古くから網の目のように掘られた水路によって潅漑が行われ、水田率が高く、米作を特色とする地域
あみ ほ かんがい

で、単位面積当たりの収穫量も全国で多い方である。稲を栽培しない季節の水田では、いぐさ・いちご・たまねぎな
かく いね さいばい

どをとり入れた水田二毛作が発達してきている。

(4) この地域は、二つの火山の間を北に流れる川によって作られている。この地域の南部には城下町から発達した都市

があり、土地利用をみると水田と果樹園が目立っている。とくに、その果樹は明治になって研究開発されたもので、

その栽培はその後急速にさかんになり、その果物の主産地として全国的に有名になった。

(5) 夏の最も暑い月の平均気温と冬の最も寒い月の平均気温との差と、夏の一日の最高気温と最低気温との差とが、全

国的にみて大きいこの地域には、水田が開けている。明治20年代、この地域に入った屯田兵が開拓のさきがけとなり、
とん たく

大河川上流のこの地域を米作地域に発展させた。

［Ａ群］ ア 根釧台地 イ 諏訪盆地 ウ 筑紫平野 エ 濃尾平野 オ 出雲平野 カ 猪苗代盆地

キ 十勝平野 ク 庄内平野 ケ 北上盆地 コ 伊勢平野 サ 津軽平野 シ 奈良盆地

ス 近江盆地 セ 下総台地 ソ 上川盆地

［Ｂ群］ ア 松江 イ 会津若松 ウ 彦根 エ 釧路 オ 大和郡山 カ 弘前 キ 盛岡

ク 津 ケ 酒田 コ 旭川 サ 名古屋 シ 岡谷 ス 柳川 セ 帯広 ソ 千葉

(1) (2) (3) (4)

(5)

（巣鴨）
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４ 右のグラフは日本の主な輸入品が、どの国々からどのくらい送

られているのかを示しています。グラフのＡ～Ｄにあてはまる輸

入品名を語群から番号で選びなさい。また、グラフの

あ～お にあてはまる国名を国名群から記号で選びなさい。

［語 群］ １ 石油 ２ 小麦 ３ さとう ４ 肉類

［国名群］ か ブラジル き マレーシア

く オーストラリア け アメリカ合衆国

こ インドネシア

輸入品 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

国 名 あ い う え お

（女子学院）

３－５

１ 下の漫画は、ジョルジュ＝フェルディナン＝ビゴーというフランス人画家が描いたものである。ビゴーに関してのべ
ま ん が えが

た 内の文章を読んで、あとの１から３までの各問に答えなさい。

1860年、パリでジョルジュ＝フェルディナン＝ビゴーは生まれた。画家であった母の影響を受け、ジョルジュ
えいきょう

は絵に強い興味を示す子供であった。1872年、12歳のビゴーは美術学校に合格して、本格的に絵の勉強を始めた。
さい

1878年、パリで万国博覧会が開かれ、日本からも展示が出された。ここでビゴーは初めて日本人を間近に見、

日本の美術品に接した。この頃から日本美術とくに浮世絵に関心をもちはじめたようである。
ころ う き よ え

1882（明治15）年、ビゴーは日本の土を踏んだ。彼は日本語の理解も早く、西洋画の技法を教えながら日本人
ふ

の生活や日本女性をスケッチして歩いた。当時の日本では、国会開設・憲法制定・地租軽減・条約改正をもとめ
ち そ

る自由民権運動がおこなわれていた。特に①条約改正問題は、外国人にとって関心が高く、ビゴーも例外ではな

かった。そうしたなかでおこったのが、漫画Ａに描かれた事件である。

1890年、②第一回衆議院議員総選挙がおこなわれ、300人の議員が生まれた。この選挙の様子を描いたのが漫

画Ｂである。

その後、佐野マスという日本女性と結婚したビゴーの関心は、アジアに押しよせる欧米列強と日本との複雑な
けっこん おう

関係に向いていった。そこで描かれたのが、③漫画Ｃである。

こうしてフランスに帰国するまでの18年間、ビゴーは漫画や絵を通して日本の社会や政治を見つめ、今日の私

たちに貴重な資料を残してくれている。

１ 下線部①に関連することがらについてのべた次のイからニまでの中から正しくないものを一つ選び、その記号を書き
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なさい。

イ 江戸幕府がペリーと結んだ条約の内容が日本にとって不平等なため、こうした問題がおこっていた。

ロ 政府は、鹿鳴館をつくって舞踏会を開くなど西洋化を進めて、この問題を解決しようとしていた。
ろくめい ぶ と う

ハ 外国人が日本で罪をおかしても日本の法律では裁判できないことに、当時の日本人は怒っていた。
いか

ニ 日本が自由に輸入品に税をかけられるようになり、この問題が解決したのは明治時代の末だった。

２ 下線部②の当時の選挙に関連することがらについてのべた次のイからニまでの中から正しいものを一つ選び、その記

号を書きなさい。

イ 尾崎行雄をはじめ何万人という人びとのデモ行進によって、この選挙権は実現した。
ゆき

ロ 衆議院議員の半数は、皇族・華族から選ばれたが、それでもはじめて国民の代表を選挙できるようになった。
か

ハ 選挙権は、一定額以上の税金をおさめる25歳以上の男子にしか認められていなかったので、投票できたのは100人

につき１人くらいだった。

ニ いかめしい警官が立ち合っていたので、選挙の不正はまったくなかった。

３ 下線部③の漫画についてのべた次のイからニまでの中から正しいものを一つ選び、その記号を書きなさい。

イ ａとｃの動きを見守っているｂは、英国である。

ロ ｄをめぐってａと争っているｃは、中華民国である。

ハ ａとｃがつりあげようとしているｄは、朝鮮である。

ニ ａとｃの争いを仲裁しようとしているｂは、米国である。

１ ２ ３

（筑波大付属駒場）

２ 次の(1)～(6)の文の中で、それぞれ一か所だけ内容に誤りがあります。その誤りの部分を解答欄の左側に書き出し、

正しい答を右側に書きなさい。

(1) 古事記や日本書紀には、日本の神話が記されている。そこではたくさんの神々が登場して、国生みの話、黄泉の国
よ み

の話、おろち退治の話などが展開される。スサノオノミコトが岩戸にかくれて、この世がくらやみになってしまった
た い じ

話などもよく知られている。

(2) 織田信長は、市場の税を免除したり、株仲間の特権をとりあげたりして、城下町においてだれでも自由に商売がで
めんじょ

きるようにした。これは商工業を盛んにしようとしておこなわれた政策である。

(3) 承久の乱のあと、幕府は上皇がわについた貴族や武士の領地をとりあげてしまった。そしてその土地に新たに守護

を置き、てがらのあった御家人をそれに任命した。こうして幕府の全国に対する支配力はいちだんと強まった。

(4) 班田収授の法では、６才以上のすべての男女に口分田があたえられた。そのかわりに人々は、あたえられた田の面

積に応じて、一定の調を負担しなければならなかった。このほかにも、いろいろな税や兵役の義務なども課せられた。

(5) 10世紀の後半になると、藤原氏の力にもおとろえがみえてきた。その機会をとらえて白河天皇は、位をしりぞいて

上皇となってからも、なお政治をおこなった。こうして藤原氏の摂関政治にかわって、院政がおこなわれるようにな

った。

(6) 豊臣秀吉は、信長と同様にキリスト教を保護する立場をとっていた。ところが、1587年、九州平定をおこなったと

きから急にこれを禁止するようになった。そしてキリシタン大名を国外に追放する命令を出した。

(1) → (2) →

(3) → (4) →

(5) → (6) →

（慶応中等部）



- 5 -
Copyright(c)SuguruCorporation 入試問題演習３－１

３ 縄文時代についての次の文を読み、あとの各問いに答えなさい。

1994年冬、遺跡の保存が決定してから、三内丸山遺跡の埋め戻しが始まった。遺跡を保存するには、元の状態
さんないまるやま

のように土で覆うのが一番よいのだ。
おお

埋め戻しには山砂が使われたが、その量は10トントラックでなんと2000台分にも達した。それは何ともケタは

ずれの量で、三内丸山遺跡の規模の巨大さがそれで実感できたような気がした。逆に言うと、三内丸山遺跡の発

掘ではそれほどの量の土砂を掘り出したということでもある。あらためて、三内丸山遺跡発掘のスケールの大き

さというか、その作業量の膨大さを感じる。
ぼうだい

三内丸山遺跡はＪＲ (1) 駅の南西約３キロメートル、市を望む標高20メートルの河岸台地に立地してい

る。台地は八甲田山系から続く、丘陵の先端にあたり、西の縁から北の縁を沖館が流れ、すぐ北西には (2)
せんたん おきだて

自動車道のインターチェンジがある。

この時代は全般的に温暖で、 Ａ 。 （「よみがえる縄文の都」山崎 譲）

問１ 上文中の空欄(1)に適する地名を答えなさい。

問２ 上文中の空欄(2)に適する語句を答えなさい。

問３ この遺跡と同時代に分類される遺跡名を次の中から選び記号で答えなさい。

ア 吉野ヶ里遺跡 イ 登呂遺跡 ウ 高松塚古墳 エ 岩宿遺跡 オ 大森貝塚

問４ 縄文時代人の生活の様子を説明した次の説明文の中から、明らかに誤っているものを一つ選び記号で答えなさい。

ア 氷河時代ともいわれ、人々は厳しい自然と戦いながら、食糧を求めて移動した。

イ 地表を深さ50㎝ほり下げ、そこに柱を立てて屋根をかけて作った竪穴住居に住んでいた。

ウ 人々は、春には木の芽や貝を採り、夏では海で漁をし、秋には川をのぼってくるサケなどをつかまえ、木の実

をひろい、冬には狩りをして生活していた。

エ 成人になって集団の正式な構成員となるためにのしるしとして抜歯（歯の一部を抜く）が行われていた。
ば っ し

オ はじめは煮たき用の先のとがった土器がつくられ、次第に盛りつけ用の浅い器やとっ手や注ぎ口のある多様な

土器が作られるようになった。

問５ 上文の空欄Ａに、もっとも適する短文を次の中から選び記号で答えなさい。

ア 南極や北極の氷がとけ、ピークの縄文時代前期（約5000年前）には、海水面が現在よりも５～６メートル高か

ったとみられる。

イ 南極や北極の氷がとけ、ピークの縄文時代前期（約5000年前）には、海水面が現在よりも50～60メートル高か

った。

ウ 南極や北極の氷がとけ、ピークの弥生時代前期（約2300年前）には、海水面が現在よりも５～６メートル高か

った。

エ 南極や北極の氷がとけ、ピークの弥生時代前期（約2300年前）には、海水面が現在よりも50～60メートル高

かった。

問１ 問２ 問３ 問４ 問５

（江戸川学園取手）

３－６

１ 鎖国の長い空白はあったものの、日本は16世紀の中ごろから、欧米諸外国とさまざまなかたちで関係をもつようになり

ました。次にあげる国々のことに関して、下の問に答えなさい。すべて番号で答えなさい。同じ番号を何度使ってもかま

いません。

１ イギリス ２ ギリシア ３ イタリア ４ スペイン ５ アメリカ

６ ポルトガル ７ オランダ ８ フランス ９ ドイツ 10 ロシア



- 6 -
Copyright(c)SuguruCorporation 入試問題演習３－１

(1) 生麦事件をきっかけとして、薩摩藩とのあいだに戦争をひきおこした国はどれですか。
なまむぎ さつまはん

(2) 1639年、日本に来ることを禁止された国はどれですか。

(3) 戊辰戦争に際し、幕府が軍備を整えるうえで援助を求めた国はどれですか。

(4) 当時の日本人が、南蛮人とよんでいたのは、どの国の人々ですか。二つ書きなさい。

(5) 関が原の戦いがおこなわれた年、一せきの船が九州大分県の海岸に流れ着きましたが、それはどこの国の船ですか。

(6) 第一次世界大戦に参戦した日本が、宣戦を布告した国はどれですか。
せんせん ふ こ く

(7) 18世紀の終りごろ、日本に使節を派遣して、いちはやく通商をせまった国はどれですか。
は け ん

(8) 日露戦争後の和平交渉と、条約調印の場所となった国はどれですか。
し ょ う

(9) 安政の五か国条約、四か国連合艦隊下関砲撃事件、三国干渉のいずれにも関係している国はどれですか。
かん ほうげき

(10) 安政５年に通商条約を結んだ五か国の中で、下関砲撃事件に加わらなかった国はどれですか。

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9) (10)

（慶応中等部）

２ 右の略年表をみて、問いに答えなさい。

問１ 年表の中の空らん（あ）・（い）にあてはまること 1185年 平氏が壇ノ浦で滅亡する。
だん めつぼう

ばを答えなさい。漢字でもひらがなでもよい。 1192年 源 頼 朝が鎌倉に幕府をひらく。
みなもとのよりとも かまくら

問２ 1185年には、各地にある荘園などにおかれて、土 1221年 承 久の乱がおこる。
しょうえん じょうきゅう

地の管理や年貢のとりたてをおこなった（う）の設 1232年 最初の武家法である（ あ ）がつくられる
ね ん ぐ

置が、朝廷から認められています。（う）にあてはま 1297年 永仁の（ い ）令がだされる。
ちょうてい えいにん

ることばを漢字で答えなさい。 1333年 鎌倉幕府が滅亡する。

問３ 1297年に”永仁の（い）令”がだされたのは、さ

まざまな原因から経済的に苦しくなってきた（え）を幕府が救うためでした。（え）にあてはまることばを答えなさ

い。漢字でもひらがなでもよい。

問４ 承久の乱ののちに、朝廷の動きを監視したり、京都内外を警備するために設置された機関は何ですか。次の中から
か ん し

えらび、記号で答えなさい。

イ 問注所 ロ 侍 所 ハ 政 所 ニ 六波羅探題 ホ 西面の武士 ヘ 管領
さむらいどころ まんどころ ろ く は ら かんれい

問５ 1232年に（あ）がつくられたときの幕府の執権はだれですか。次の人名の中からえらび、記号で答えなさい。

イ 北条時宗 ロ 北条時政 ハ 北条義時 ニ 北条政子 ホ 北条泰時 ヘ 北条高時
ほうじょうときむね やすとき

問１ あ い 問２

問３ 問４ 問５

（海城）

３ つぎの(ｱ)～(ｴ)の各文は、わが国の土地制度の移り変わりについてのべたものです。これらの文を読んで、問１～問５

に答えなさい。

(ア) 土地のねだん（地価）を決め、土地の所有者に地価の一定の割合を税金として、現金で納めさせた。

(イ) 豪族のもっていた土地と人民は、すべて朝廷のものとなり、人民は朝廷から耕地をわりあてられ、税を納めること

になった。

(ウ) 地主がもっていた農地を国が買いあげ、小作人に安く売りわたされることになった。

(エ) 全国の耕地の面積やよしあしを調べて、実際の耕作者を決め、土地台帳をつくらせた。
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問１ 上の(ア)～(エ)の各文を年代の古い順に並びかえ、その記号を書きなさい。

問２ 上の文中の の地価の一定の割合とは、何か。正しい数字をつぎの①～④から一つ選び、その番号を書きなさい。

① 30％ ② 10％ ③ ３％ ④ １％

問３ 上の(イ)の政策をすすめた人物を、つぎの①～⑤から二人選び、その番号を書きなさい。

① 蘇我馬子 ② 聖徳太子 ③ 中大兄皇子（のちの天智天皇）

④ 藤原道長 ⑤ 中臣鎌足（のちの藤原鎌足）

問４ 上の(ウ)の政策を何とよんでいますか。この政策名を漢字４字で正しく書きなさい。

問５ 上の(エ)の政策の結果として考えられるものをつぎの①～④から一つ選び、その番号を書きなさい。

① 天皇を中心とする中央集権国家のしくみの基礎がかたまった。

② 農民のほとんどが自作農となり、農業に意欲的に取り組むようになった。

③ 農民は年貢を納める責任を負わされ、勝手に土地をはなれられなくなった。

④ 政府は、豊作や凶 作と関係なく一定の収入が得られるようになり、国家財政の基礎がかたまった。
きょうさく

問１ → → → 問２ 問３

問４ 問５

（埼玉大付属）

４ 次の文中の（ ）に語群から適語を選び記号で答え、下の問いに答えなさい。

東北地方の耕地面積の約70％は水田で、米の生産はａ庄内平野・ｂ仙台平野・横手盆地などで多く、全国の約（ 1 ）

を占める。Ａ夏の短いこの地方では（ ２ ）と呼ばれる風の影響などを受けて、ときどき（ ３ ）になやまされる。
し

また、北陸地方も米どころとして知られ、その中心はｃ越後・富山・金沢・福井平野である。なかでも（ ４ ）県

は、米の移出が多いが、冬の長いこの地方では、Ｂ積雪や雪まじりの強い風が吹き、野菜や麦類をつくる裏作が困難であ

る。

長野県の代表的果樹として、りんご・ももがある。しかし、開花期に（ ５ ）の影響を受けるので、散水法や（ ６

）法でこれを防止している。

降水量の少ない瀬戸内では、農民は（ ７ ）に備えて、古くから多くのため池をつくり、かんがいに利用してきた。

なかでも、讃岐平野では（ ８ ）池をはじめ、約２万個のため池をつくって農業をおこなっている。

＜語群＞

ア 水害 イ 霜害 ウ 雪害 エ 冷害 オ 干害 カ 塩害 キ １／２ ク １／３

ケ １／４ コ フェーン サ やませ シ からっ風 ス 新潟 セ 富山 ソ 石川 タ 福井

チ 送風 ツ 冷却 テ 燃焼 ト 大正 ナ 満濃 ニ 唐古

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

問１ 下線Ａ・Ｂ。それぞれの風を右下の図に、矢印（例 Ｃ

）で示せ。 à約1.5㎝á

問２ 下線ａ～ｃ。それぞれの平野に関係の深い河川を選び、記

号で答えよ。

ア 米代川 イ 北上川 ウ 雄物川 エ 最上川

オ 信濃川 カ 神通川

ａ ｂ ｃ

（市川）
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問題演習 その２ 解答

３－４

１

問１

（ア）２ （イ）３ （ウ）１１ （エ）５ （オ）１

（カ）９ （キ）７ （ク）４ （ケ）１０

問２ ２番目…オ ７番目…イ

２

問１ １ 種子島 ２ フランシスコ＝ザビエル ３ 島原天草一揆(島原の乱)

問２ ③ 問３ 踏絵(絵踏)

問４ オランダ，中国（清） 問５ 鎖国

３

(1) イ，シ (2)シ．オ (3)ウ，ス (4)サ，カ (5)ソ，コ

４ （輸入品）Ａ．３ Ｂ．４ Ｃ．１ Ｄ．２

（国名）あ．く い．き う．か え．け お．こ

３－５

１ １，イ ２，ハ ３，ハ

２

(1) スサノオノミコト→アマテラスオオミカミ

(2) 株仲間→座 (3) 守護→地頭 (4) 調→租 (5) 10→11
そ

(6) キリシタン大名→キリスト教宣教師（バテレン）

３

問１ 青森 問２ 東北 問３ オ 問４ ア 問５ ア

３－６

１ (1) １ (2) ６ (3) ８ (4) ４，６ (5) ７ (6) ９

(7) 10 (8) ５ (9) ８ (10) 10

２

問１（あ）御成敗式目 （または，貞永式目） （い）徳政(令)

問２ 地頭 問３ 御家人 問４ ニ 問５ ホ

３

問１ （イ）→（エ）→（ア）→（ウ） 問２ ③

問３ ③，⑤ 問４ 農地改革 問５ ③



４

(1)ケ (2)サ (3)エ (4)ス (5)イ (6)テ (7)オ (8)ナ

問１ 左の図

問２ ａ，エ ｂ，イ ｃ，オ


