
問題は100点満点で作成しています。

Ⅰ 次の文章を読んで，空欄 Ａ ～ Ｃ に適当な語句を漢字で入れ，下の問いに答え

よ。（25点）

私たちが歴史を考えるとき，文字が記された文献史料だけでなく，考古資料からも多くの恩恵

を受けている。2021年，
①
三内丸山遺跡を含めた「北海道・北東北の縄文遺跡群」がユネスコの

世界文化遺産に登録されたのは記憶に新しい。弥生時代の遺跡も数多く発見されており，国内最

大規模の環濠集落である吉野ヶ里遺跡や，銅剣358本・銅矛16本・銅鐸6個がまとまって出土し

た ア 遺跡など，人々の暮らしの様相や大陸・朝鮮半島との交流が明らかにされてきた。

こうした文字資料が存在しない時代だけでなく，文献が残されるようになった時代以降の遺跡

からも貴重な成果が出ている。奈良時代の都，平城宮跡では発掘調査が継続的に行われ，様々な

遺構や遺物が発見されている。窯や箸といった当時の食に関するもの，人形や人面墨書土器と

いった呪術の道具，そして
②
地方から送られてきた税や貢納物を記した大量の木簡などから当時

の人々の暮らしの一端を解明する手がかりが得られている。また，平城宮の東南に隣接する場所

から，左大臣として聖武天皇を支えた Ａ の名が記された木簡を含めた約4万点の木簡が

出土し， Ａ の邸宅跡であったことがわかった。 Ａ は藤原氏らによってこの邸宅

で自殺に追い込まれた。

また，地方都市の発掘も進んでいる。岩手県平泉町では奥州藤原氏の居館・政庁跡が調査され，

「柳之御所・平泉遺跡群」として国の史跡に指定されている。初代 イ から四代続いた同

氏は奥州で産出される金や馬を経済的背景として
③
朝廷や平氏政権と良好な関係を結び，大陸と

も独自に貿易していたという説もある。このように平泉を政治・宗教の中心地として整備し，御

問題・解答
用紙番号 40 の解答用紙に解答しなさい。

日 本 史

〈受験学部・学科〉

法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、
農学部【文系科目型】（食農ビジネス学科）
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所の周辺には都の寺院に匹敵する規模のものが建てられた。とりわけ歴代当主の遺骸を安置した

Ｂ は有名である。

港町や市場の発掘事例も豊富である。草戸千軒町遺跡は陸上交通の ウ ，水上交通の芦

田川，海上交通拠点の鞆の浦と交差する流通・交通の結節地として鎌倉時代から室町時代にかけ

て栄えた町の遺跡である。長期に及ぶ大規模な発掘調査によって建物の跡，溝，ごみ穴，道路な

どの遺構や中世の陶磁器，漆器，壺の中に保管された銅銭など，当時の生活を物語るものが大量

に発見されている。また，津軽半島の日本海側に位置する十三湊遺跡は，主に13世紀から15世紀

にかけてこの地を支配した エ のもとで栄えた湊の遺跡である。十三湊は「三津七湊」の

1つにも挙げられ，蝦夷地のアイヌと和人との交易地として繁栄した。

発掘調査は地中だけでなく水中でも行われている。水中考古学の分野においてめざましい成果

をあげている1つが鷹島周辺の元の沈没船の調査である。2012年には日本で初めての海底遺跡と

して国史跡に指定された。1281（弘安4）年のいわゆる「弘安の役」で沈没した元軍の軍船が沈

んでいるこの海域からは，船体の一部や木製の碇，陶磁器，武具などが発見され， Ｃ に

も描かれている「てつはう」も見つかり，その存在が証明された。 Ｃ は肥後国の御家人

が「文永の役」で奮戦したにもかかわらず，恩賞が出なかったことを不服として鎌倉に下向し，

鎌倉幕府の有力者 オ に直訴して地頭職と馬を拝領した経緯を描いたものである。その後，

オ は得宗家の御内人勢力によって滅ぼされた。

問1 空欄 ア ～ オ に入るもっとも適当な語句を，下の⒜～⒟から一つ選べ。

ア ⒜ 池上曽根 ⒝ 板付 ⒞ 荒神谷 ⒟ 紫雲出山

イ ⒜ 秀衡 ⒝ 清衡 ⒞ 泰衡 ⒟ 基衡

ウ ⒜ 東海道 ⒝ 西海道 ⒞ 山陽道 ⒟ 山陰道

エ ⒜ 安藤（安東）氏 ⒝ 蠣崎氏 ⒞ 津軽氏 ⒟ 南部氏

オ ⒜ 三浦泰村 ⒝ 平頼綱 ⒞ 梶原景時 ⒟ 安達泰盛
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問2 下線部①「三内丸山遺跡」に関する記述として，もっとも適当なものを，下の⒜～⒟から

一つ選べ。

⒜ 縄文時代早期の大規模集落跡。50軒を超える住居跡が発見され，日本最古かつ最大規模

で，縄文時代早期から東北地方に定住性の高い集落が営まれていたことが明らかになった。

⒝ 縄文時代前期から中期の大規模集落遺跡で，多数の竪穴住居のほか大型の掘立柱建物，

土器，石器，土偶，動物遺体，環状石墓などが発見され，最盛期には500人ほどが暮らし

ていたと推定されている。

⒞ 縄文時代中期から晩期の大規模集落遺跡で，水田跡や水路などの遺構や石包丁などの遺

物が出土し，縄文時代晩期に東北地方に水稲耕作が存在したことを明らかにした。

⒟ 縄文時代晩期の大規模集落遺跡で，精巧な紋様や黒・赤の漆で飾られた多様な土器が大

量に出土した。これらは「三内丸山式土器」と名付けられ，東日本に広く分布した。また，

遮光器土偶が出土した遺跡としても知られる。

問3 下線部②「地方から送られてきた税や貢納物」に関連して，この当時の中央と地方の記述

として，もっとも適当なものを，下の⒜～⒟から一つ選べ。

⒜ 地方の諸国は国府と郡を拠点に統治されたが，国府の長官として中央から受領が派遣さ

れ，郡の下には里あるいは郷が置かれ，これらは50戸を1里として設定された。

⒝ 都と国府を結ぶ駅路には約10ｋｍごとに駅家を置いて駅馬と駅子を配し，駅鈴を持つ公

用の役人のみがこれを使うことができた。

⒞ 都と地方をつなぐ大道として七道が整備されたが，静岡県の曲金北遺跡からは一定の規

格の道幅で，かつ側溝を持つ古代東海道跡が発見されている。

⒟ 大化の改新以降，地方の行政組織は「評」と呼ばれていたが，養老律令によって「郡」

が用いられることとなった。
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問4 下線部③この時期の「朝廷と平氏政権」に関わる出来事について述べた次の文Ⅰ～Ⅳにつ

いて，古いものから年代順に配列したものを，下の⒜～⒟から一つ選べ。

Ⅰ 僧俊寬の山荘で反平家方の貴族らが集まり密議したが，露顕して処罰された。

Ⅱ 平清盛が福原から兵を率いて上京して後白河法皇を鳥羽殿に幽閉し，院政が停止された。

Ⅲ 平清盛が武士で初めて正三位に昇進し，公卿となった。

Ⅳ 平清盛が京を留守にしている隙に藤原信頼らが挙兵したが，引き返してきた清盛によっ

て鎮圧された。

⒜ Ⅲ－Ⅳ－Ⅰ－Ⅱ ⒝ Ⅲ－Ⅳ－Ⅱ－Ⅰ

⒞ Ⅳ－Ⅲ－Ⅱ－Ⅰ ⒟ Ⅳ－Ⅲ－Ⅰ－Ⅱ
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Ⅱ 次の文章を読んで，空欄 Ａ ～ Ｃ に適当な語句を漢字で入れ，下の問いに答え

よ。（25点）

（1） 江戸幕府の職制は3代将軍徳川家光の頃までに整備された。政務の中枢を司った老中の下

には，高家，大番頭，大目付，江戸町奉行など様々な役職が置かれた。これらの役職には原

則として譜代大名と旗本がつき，月番で職務を務めた。地方組織では Ａ が朝廷の統

制や西国大名の監視にあたり，重要都市である大坂・京都・ ア にはそれぞれ城代と

町奉行を置いた。このほか，幕府の直轄領には郡代や代官を派遣して イ がこれを統

轄した。また，臨時の最高職として
①
大老が置かれ，重要事項の合議に加わった。

江戸幕府の収入源は，17世紀末段階では主に ウ 万石の幕領から上がる年貢と，佐

渡・伊豆・但馬生野・石見大森の鉱山収入から構成されていた。その後，江戸幕府の主要な

収入源は，18世紀前半には年貢と諸役所納（長崎運上金など）であったが，19世紀中頃には

年貢と貨幣改鋳益金といったように変遷を遂げる。

（2） 江戸幕府は，1616（元和2）年，欧州船の寄港地を Ｂ と長崎に限定した。1624

（寛永元）年にはスペイン船の来航を，1639（寛永16）年にはポルトガル船の来航を禁じた。

日本から海外への渡航も1633（寛永10）年には老中の許可を受けた Ｃ 以外を禁止し，

1635（寛永12）年には，日本人の海外渡航と帰国を全面的に禁止した。こうして海外に通じ

る扉が狭まってゆくことで，日本では独自の文化が開花していき，それは「
②
元禄文化」と

呼ばれる。こうした中で学問も盛んになった。例えば，太宰春台は10巻からなる

『 エ 』を著し，礼楽，官職，天文，食貨，章服，祭祀，学政，法令，刑罰などの実

情から，幕藩体制への改善施策を提案した。 オ は，それまでの使用されてきた宣明

暦を改め，1684（貞享元）年に貞享暦を作成し，翌年から使用された。この成果が認められ，

幕府は天文方を設置することになる。その後，貞享暦は1754（宝暦4）年に宝暦暦に改めら

れるまで使われた。 カ は1627（寛永4）年に『塵劫記』を刊行したが，これは中国

の『算法統宗』を基礎にしたもので，割算，掛算のみならず，度量衡，八算・見一，求積，

両替，測量などが記述されたもので民間にも広まった。
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問1 空欄 ア ～ カ に入るもっとも適当な語句を，下の⒜～⒟から一つ選べ。

ア ⒜ 駿府 ⒝ 長崎 ⒞ 日光 ⒟ 伏見

イ ⒜ 若年寄 ⒝ 勘定奉行 ⒞ 道中奉行 ⒟ 目付

ウ ⒜ 200 ⒝ 300 ⒞ 400 ⒟ 500

エ ⒜ 広益国産考 ⒝ 経世秘策 ⒞ 経済要録 ⒟ 経済録

オ ⒜ 渋川春海 ⒝ 西川如見 ⒞ 高橋至時 ⒟ 志筑忠雄

カ ⒜ 関孝和 ⒝ 吉田光由 ⒞ 安井算哲 ⒟ 稲生若水

問2 下線部①「大老」に関する記述として，もっとも適当なものを，下の⒜～⒟から一つ選べ。

⒜ 幕末に大老に就任した井伊直弼は開国政策を推進したが，坂下門外の変で水戸藩士らに

よって暗殺された。

⒝ 堀田正俊は大老として4代将軍家綱を補佐したが，剛直な性格から反感を買うことが多

く，江戸城中で若年寄の稲葉正休に刺殺された。

⒞ 原則として大老には酒井・土井・井伊・堀田の15万石以上の譜代大名から任じられるこ

とになっていた。

⒟ 酒井・土井・井伊・堀田以外では唯一，綱吉の側用人を務めた柳沢吉保が甲府15万石を

与えられて大老格となり，権勢を振るった。

問3 下線部②「元禄文化」に関連して，この時期の作品ではないものを，下の⒜～⒟から一つ

選べ。

⒜ 富嶽三十六景 ⒝ 紅白梅図屛風

⒞ 燕子花図屛風 ⒟ 見返り美人図
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Ⅲ 次の文章を読んで，空欄 Ａ ～ Ｃ に適当な語句を漢字で入れ，下の問いに答え

よ。（25点）

以下は大学のゼミにおいて学生と教員との間で交わされた日本近現代史に関する対話である。

学生：受験勉強をしていた際，教科書で1930年代からわが国の外交姿勢，経済情勢および軍によ

る中国大陸への進出等をきっかけに国家改造に向けた複数のクーデタ・テロ事件が生じた

という記述を見ました。ただ，教科書の記述のみでは，外交，経済および軍事と国家改造

がどう結びついているのか，また，国家をどう改造する運動なのか具体的に理解できませ

んでした。

教員：教科書では「政党内閣の崩壊」の項目で「国家改造運動」に若干触れられていますね。あ

まり詳細な説明がなされていませんから理解し難いのもわかります。国家改造運動の理論

的提唱者を知っていますか？

学生：はい。教科書に載っていました。国家改造の提唱者は Ａ ですね。国家改造運動は

Ａ が
①
1923年に著した『日本改造法案大綱』の内容に影響を受けたものですよね。

この文献は当時の保守層にとってバイブル的存在であったようです。

教員：その通りです。『日本改造法案大綱』には，
②
大日本帝国憲法の一時停止，華族制や貴族院

を撤廃し明治維新後の特権階級を政治・経済の表舞台から除去することや，私有財産の制

限などが盛り込まれています。また，賃金労働者，婦女子および高齢者など社会的弱者の

保護も求めています。さらに，国内の成年男子に
③
普通選挙権を付与することや，将来的

には植民地の成年男子にも普選を拡大することも提唱しています。

学生：はじめて知りました。私有財産の制限，華族制を廃止して特権階級を認めないなど，社会

主義的な側面が濃厚ですね。こうした内容が保守層に支持されたのはなぜですか。むしろ，

その主張は保守層から非難を浴びそうな内容にも思えますが。

教員： Ａ は，倒幕以降に支配層へと成り上った者たちが，天皇親政を目指すという明治

維新の本来の目的を忘れ，天皇の権威を背景に私利私欲をほしいままにし，手に入れた権

勢と資本をもとに庶民を搾取する姿勢を問題視していました。 Ａ はこうした天皇

と日本臣民の間に立ちはだかる政治家，資本家および官吏を軍事クーデタで一掃し，軍に

よる天皇大権の輔弼を通じて明治維新の原点である天皇親政による社会主義を行うことを

理想としたのです。現在，このような考え方は国家社会主義と呼ばれています。天皇親政

がベースにありますので，いわゆる
④
プロレタリア（賃金労働者）が政権を独裁する社会

主義ないし共産主義体制とは異なります。そのため，天皇親政を理想とする保守層から支

持を獲得できたのです。
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学生：わかりやすい説明ありがとうございます。国家改造運動の背景には外交問題もあるようで

すが，運動とどう関係していますか。

教員：1929年に成立した ア 内閣は，前政権の強硬外交から協調外交に転じて補助艦の保

有数を制限するロンドン海軍軍縮条約に調印しました。しかし，この条約案には海軍軍令

部が反対していたうえ，その反対を押し切って条約の調印をしたことは，内閣が本来関与

できないはずの天皇の統帥大権に対する干犯であるとして，政権は天皇親政を理想とする

保守層からも激しく非難されました。その後， ア は保守思想を信奉する青年に駅

構内で銃撃され，その際に受けた傷が原因で内閣総理大臣退任後に死亡しました。後継内

閣は Ｂ の不拡大方針をとったため，軍部との関係もより悪化しました。このとき，

失敗に終わりましたが，政党内閣を打倒し国家改造を目指す軍人によるクーデタ計画が露

見しています。

学生：財界の要人も国家改造運動の名のもと保守思想団体から襲撃されていますね。なぜ財界人

も標的にされるのですか。

教員：1932年に発生した血盟団事件の話ですね。財界で犠牲になった人物に三井合名会社理事長

の イ がいます。その背景ですが， ウ 総裁の Ｃ 内閣は世界恐慌対

策として，金輸出再禁止を検討していました。賃金労働者をはじめとする社会的弱者が恐

慌で経済的に疲弊するなか，豊富な資金力を背景に財閥は金輸出再禁止後の為替相場変動

を見越して大規模なドル買いを行い，金輸出再禁止後に莫大な利益を得ました。こうした

動きは保守層に天皇の権威をかりた政党政治家と財界経済人の癒着と腐敗ぶりの象徴とし

て捉えられました。その結果， Ｃ 首相も血盟団に共鳴する海軍青年将校に総理官

邸において射殺されたのです。事件後，元老の西園寺公望は後継に穏健派の エ を

推薦し，政党内閣は崩壊することとなったのです。

問1 空欄 ア ～ エ に入る語句としてもっとも適当なものを，下の⒜～⒟からそ

れぞれ一つ選べ。

ア ⒜ 第1次若槻礼次郎 ⒝ 田中義一

⒞ 浜口雄幸 ⒟ 第2次若槻礼次郎

イ ⒜ 井上準之助 ⒝ 団琢磨 ⒞ 高橋是清 ⒟ 鮎川義介

ウ ⒜ 立憲民政党 ⒝ 立憲国民党 ⒞ 立憲同志会 ⒟ 立憲政友会

エ ⒜ 廣田弘毅 ⒝ 岡田啓介 ⒞ 林銑十郎 ⒟ 斎藤実
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問2 下線部①「1923年」に生じた出来事として，適当でないものを，下の⒜～⒟から一つ選べ。

⒜ 相模湾北西部を震源とする大地震が発生し，10万人を超える死者・行方不明者を出すな

どの甚大な被害をもたらした。

⒝ 東京，大阪および名古屋でラジオ放送が開始された。

⒞ 無政府主義者が大正天皇の摂政である裕仁親王（のちの昭和天皇）を狙撃する事件が起

きた。

⒟ 第2次山本権兵衛内閣が誕生した。

問3 下線部②「大日本帝国憲法」に関する記述として，もっとも適当なものを，下の⒜～⒟か

ら一つ選べ。

⒜ 大日本帝国憲法の制定とともに行政権を司る機関として内閣制度がはじめて創設された。

⒝ 大日本帝国憲法の制定とともに天皇の諮問機関として枢密院がはじめて創設された。

⒞ 大日本帝国憲法の制定とともに天皇を補佐する元老院がはじめて創設された。

⒟ 大日本帝国憲法の制定とともに信教の自由や言論の自由が法律の範囲内で保障された。

問4 下線部③「普通選挙」に関連して，わが国の選挙制度に関する記述として，適当でないも

のを，下の⒜～⒟から一つ選べ。

⒜ 黒田清隆内閣は大日本帝国憲法と同時にわが国初の衆議院議員選挙法を公布した。

⒝ 原敬内閣は衆議院議員選挙に小選挙区制を導入した。

⒞ 加藤友三郎内閣はわが国初の男子による普通選挙法を公布した。

⒟ 幣原喜重郎内閣は女性に参政権を認める衆議院議員選挙法を公布した。

問5 下線部④に関連して，プロレタリア文学に関する記述として，もっとも適当なものを，下

の⒜～⒟から一つ選べ。

⒜ 徳富蘇峰は，プロレタリア文学を取り扱う雑誌『国民之友』を刊行した。

⒝ 三宅雪嶺は，プロレタリア文学を取り扱う雑誌『日本人』を刊行した。

⒞ 大衆雑誌に江戸川乱歩のプロレタリア文学小説が掲載され，人気を博した。

⒟ プロレタリア文学を取り扱う機関誌『戦旗』が刊行された。
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Ⅳ 次の文章を読んで，空欄 Ａ ～ Ｃ に適当な語句を漢字で入れ，下の問いに答え

よ。（25点）

Ａ：北河内大学「歴史ファンの集い」の時間です。今日は現在の本州を流れる主要な河川の地図

を持ってきました（図1）。この地図をみながら，河川と歴史の関係について話してみま

しょう。

ⅰ

ⅲ

ⅱ

⒟

⒞ ⒝ ⒜

図1：本州の主要河川図（地理院地図をもとに作製）

Ｂ：面白いテーマですね。たとえば，河川は何度も大きな合戦の舞台になりました。平安時代後

期には源頼朝軍と平維盛軍が
①
ある川を挟んで陣を構えたところ，水鳥の羽音を敵襲と勘違

いした平家軍が戦わずして敗走したという逸話が『平家物語』にあります。その後，平家が

福原に退去して源義仲が入京すると，頼朝は弟の範頼と義経を大将として軍を派遣し，

「 ア の戦い」で義仲軍と戦いましたが，義経軍の武士が ア を渡る際に先陣

争いをしています。

Ａ：戦国時代では武田信玄と上杉謙信が激戦を繰り広げた戦いが有名ですね。「 Ａ の戦

い」と呼ばれるこの合戦は，あわせて5回にも及び，もっとも戦闘が激しかった4回目は地

図中ⅰの水系の千曲川と犀川に囲まれた Ａ という地が舞台になったため，こう呼ば
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れるようになりました。また，攻城戦では羽柴秀吉が イ の武将清水宗治が守ってい

た高松城を攻め落としたときに，足守川をせき止めて水浸しにしたというエピソードも聞い

たことがあります。

Ｃ：私は水害と人々とのかかわりに興味を覚えます。水害は歴史上多くの人々を苦しめてきまし

た。治水は河川流域にすむ人々にとって古来，悩みの種でした。たとえば，大阪平野を流れ

る大河川ⅲの流域では，古代から難波の堀江，茨田の堤など大きな堤防が築かれてきました

が，洪水を防ぐことはできませんでした。

Ａ：しかし，戦国時代から近世にかけて治水・灌漑技術が大きく進歩して，河川の土木工事が全

国で行われました。例えば，東日本では地図中ⅱ ウ の東遷，西日本では大和川のつ

けかえなど，大きな河川が流路変更されました。さらに近世では
②
新田開発も活発に行われ

ましたが，河川工事とも密接に関係しています。

Ｂ：もう一つは，物や人を運ぶための交通路としての重要性が挙げられます。近世では京都の豪

商であった角倉了以が河川を整備したり，高瀬川を開削するなどして河川舟運を整えました。

ⅲなどでは高瀬舟などの小舟や中型船を用いた舟運が物資や人を輸送する手段として発展し

ました。また， Ｂ は安治川を整備したほか，廻船の西回り・東回り航路を整備する

など，河川交通だけでなく海運の拡大に寄与しました。こうした河川交通の発展に伴い，河

川交通と陸上交通との結節点には河岸が整備されました。例えば，大坂の エ は野菜

や果実を積み下ろし，取引する市場として賑わいました。鉄道や自動車交通が発達した現代

からすると，陸上交通を重視してしまいますが，近代までは，このように大量の物資を安価

に輸送できる河川や海上交通は重要な輸送手段だったのです。

Ｃ：近代に入ると，河川の土木技術に西洋の知見が取り入れられ，治水事業が発達しましたね。

ダムや水力発電所などの施設が各地で建造され，これも地域経済の発展に寄与しました。20

世紀の前半には，水力発電の発電量が火力を上回り，大幅に増大した時期があったわけです

から。ちなみに，1891（明治24）年に京都で建設された蹴上発電所は，本格的な水力発電事

業の先駆であり，紡績や機械工場のほか，
③
日本初の路面電車にも利用されたそうです。

Ａ：なるほど。ところで，河川は様々な文学の舞台にもされてきました。たとえば，河川の名称

が和歌の歌枕になっていることも多いです。大堰川，初瀬川，竜田川など，京都や奈良を流

れる河川は古来たくさんの歌人に詠まれてきました。

例えば，地図中のⅲの水系のある河川では，『古今和歌集』の編者の一人である Ｃ

が「川風の 涼しくもあるか うち寄する 浪とともにや 秋は立つらむ」という歌を詠ん

でいます。 Ｃ は，現在の高知県で国司としての役目を終え，そこから帰京するまで

の間に綴った日記でも有名です。

Ｂ：「石川や 瀬見の小川の 清ければ 月も流れを 尋ねてぞすむ」。これは『 オ 』
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の作者である鴨長明が京都の神社で詠んだ歌で，この「小川」もその川のことを指すようで

す。

問1 空欄 ア ～ オ に入る語として適切なものを，下の⒜～⒟から一つ選べ。

ア ⒜ 宇治川 ⒝ 木津川 ⒞ 鴨川 ⒟ 吉野川

イ ⒜ 三好氏 ⒝ 毛利氏 ⒞ 浅井氏 ⒟ 長宗我部氏

ウ ⒜ 利根川 ⒝ 隅田川 ⒞ 荒川 ⒟ 多摩川

エ ⒜ 堂島 ⒝ 雑喉場 ⒞ 天満 ⒟ 日本橋

オ ⒜ 愚管抄 ⒝ 徒然草 ⒞ 方丈記 ⒟ 古今著聞集

問2 下線部①「ある川」はどこか。図1の⒜～⒟から一つ選べ。

問3 下線部②「新田開発」に関する記述として，もっとも適当なものを，下の⒜～⒟から一つ

選べ。

⒜ 江戸幕府や藩が奨励し，特に19世紀に入って盛んにおこなわれた。

⒝ 本田畑の耕作を妨げないことを開発の条件とした。

⒞ 新田開発には幕府や藩が主導するものと，商人や百姓が主導するものとがあったが，後

に前者に一本化されるようになる。

⒟ 藩が開発を請け負ったものの代表例として下総飯沼新田が挙げられる。

問4 下線部③「日本初の路面電車」に関連して，明治期における鉄道に関する記述として，適

当でないものを，下の⒜～⒟から一つ選べ。

⒜ 華族の金禄公債を資金に日本最初の私鉄会社が設立された。

⒝ 民営鉄道の建設ブームが起こり，鉄道敷設法によって基本方針が確認された。

⒞ 1889（明治22）年には，新橋―神戸間を結ぶ東海道線が全通した。

⒟ 鉄道国有法により国有化された鉄道は30％に満たなかった。
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