
1．監督者の指示があるまでは、問題を見ないこと。

2．問題は声を出して読まないこと。

3．問題は20ページ、1 、2 、3 、4 、5 の5題から成っている。

4．問題や解答用紙に落丁、乱丁、汚損あるいは印刷不鮮明の箇所などがあれば、手

をあげて監督者に申し出ること。内容に関する質問は受けつけない。

5．解答は必ず黒色鉛筆を使用し、解答用紙に記入すること。

6．すべての解答は、それぞれの解答欄の記号（㋐ ㋑ ㋒ …）にマークすること。

7．訂正箇所は、消しゴムで完全に消すこと。

8．解答に関係のない符号（？ など）や文字は記入しないこと。

9．解答用紙を折ったり汚したりしないこと。

10．人名・地名などについては、新字体に改めているところがある。

2023（令和5）年度

1日［＊］

地理歴史（日本史）
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1 次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。

8世紀初頭に日本では唐の律令を参考にした法体制が整い、奈良盆地の
⒜
平城京

に都が移され、中央集権的な政治が展開された。この時期、大きな権力を有した

のが藤原不比等であった。不比等は自分の娘を文武天皇に嫁がせて、権力の基盤

を固めるとともに、718年にまとめられた 1 の編纂でもその中心となっ

た。

不比等の死後、
⒝
長屋王が右大臣に就任し、その後左大臣となったが、729年に

藤原4兄弟の策謀によって自殺させられた。長屋王の死の直後に光明子が聖武天

皇の皇后になったが、数年後に4兄弟は病没した。その後、皇族出身の橘諸兄が

政権を握り、聖武天皇の治世を支えようとしたが、740年には藤原広嗣が、諸兄

の側近であった吉備真備らの排除を求めて
⒞
大規模な反乱をおこした。

こうした政治情勢や疫病に悩まされた聖武天皇は、遷都を繰り返しながら仏教

の力にすがり、 2 で大仏造立の詔を発した。また、土地支配の強化をは

かって墾田永年私財法を発したが、これは
⒟
貴族・寺院や地方豪族らの私有地が拡

大していくことにもつながった。このころから農民の階層分化がすすみ、農民の

なかには浮浪・逃亡する者がいたことが、主に奈良時代の出来事を記した

3 からもうかがえる。

聖武天皇が孝謙天皇に譲位してからは、光明皇太后の信任を得た 4 が

勢力を伸ばした。これを阻止しようとして橘奈良麻呂が反乱を企てたが、逆に滅

ぼされた。

孝謙太上天皇が重祚して称徳天皇となり、道鏡が権力をふるうようになった。

称徳天皇が死去すると勢力を失った道鏡は 5 に追放され、皇位には
⒠
光仁

天皇が迎えられ、律令政治の再建がはかられた。
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問1 下線部⒜に関する記述として、適当なものを選びなさい。

ア．唐の長安と同じく、都城の南部中央に平城宮を置く構造であった。

イ．左京に西市、右京に東市が置かれ、市司が管理した。

ウ．碁盤の目状に区画される条坊制をもつ都市であった。

エ．左・右京以外に、唐招提寺や薬師寺などが置かれた外京があった。

問2 空欄1について、適当なものを選びなさい。

ア．令集解 イ．大宝律令 ウ．令義解 エ．養老律令

問3 下線部⒝が政権を握っていた時期の政策に関する記述として、適当なもの

を選びなさい。

ア．口分田の不足を補うために、百万町歩の開墾計画を立てた。

イ．鎮護国家の思想にもとづき、国分寺の建立をすすめた。

ウ．武蔵の国から銅が献上されると、和同開珎を鋳造した。

エ．水城や大野城などを築いて、外敵の侵略に備えた。
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問4 下線部⒞に関して、この反乱で戦いがあった場所として、最も適当なもの

を地図中から選びなさい。

イ エア

ウ

問5 空欄2について、適当なものを選びなさい。

ア．難波宮 イ．紫香楽宮 ウ．恭仁京 エ．大津宮

問6 下線部⒟に関する記述として、適当なものを選びなさい。

ア．東大寺などは、国司や郡司の協力で広大な原野を開墾した。

イ．初期荘園の田は、はじめから租を免除された不輸租田であった。

ウ．開墾された田は、奈良時代後期に公営田として国家が管理した。

エ．貴族・寺院らの私有地は田荘と呼ばれ、部曲によって耕作された。

問7 空欄3について、適当なものを選びなさい。

ア．『古事記』 イ．『日本書紀』 ウ．『続日本紀』 エ．『天皇記』
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問8 空欄4について、適当なものを選びなさい。

ア．藤原仲成 イ．藤原仲麻呂 ウ．藤原種継 エ．藤原冬嗣

問9 空欄5について、適当なものを選びなさい。

ア．佐渡国分寺 イ．筑紫観世音寺

ウ．下野薬師寺 エ．石山本願寺

問10 下線部⒠に関する記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．藤原式家の藤原百川らの支持により皇位についた。

イ．天智天皇の孫であった。

ウ．行財政の簡素化や財政再建などにつとめた。

エ．支配領域の拡大のために胆沢城を築いた。
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2 次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。

鎌倉幕府は、将軍と御家人との主従関係を基盤として出発した。源頼朝の死後

は、幕府の主導権をめぐって
⒜
多くの有力御家人が対立して滅んでいく中で、北条

時政が勢力を拡大し、執権の地位は子の北条義時に継承された。この時期の美術

作品には、運慶・快慶らによる 1 の金剛力士像のような荒々しい武士の

気風を反映したものがみられる。

3代将軍源実朝が暗殺された後、義時は摂関家出身の 2 を後継将軍に

迎えたが、この前後から朝幕関係は不安定になっていった。
⒝
後鳥羽上皇は1221年、

義時追討の兵をあげた。この承久の乱後、幕府政治は3代執権北条泰時のもとで

大きく発展し、その政策は
⒞
北条時頼にも受け継がれた。この時期には 3

を著した道元などが新しい仏教を唱え、信者を増やした。

蒙古襲来後の1285年には、霜月騒動といわれる有力御家人の安達泰盛と得宗家

の 4 である平頼綱との争いがおこった。この争いを通じて得宗専制体制

が強化されていった。一方で、御家人の窮乏は激しくなり、幕府に対する反発も

増大した。
⒟
幕府も御家人救済に取り組んだが、大きな効果は得られず、御家人社

会の構造もしだいに変化していった。

14世紀にはいると、両統迭立のもとで、後醍醐天皇が即位した。天皇は

5 など2度にわたり討幕を企てたが、失敗して流罪となった。

鎌倉幕府の滅亡後、京都に戻った後醍醐天皇は、天皇中心の政治をめざした。

しかし、
⒠
建武の新政は数年で瓦解し、その後南朝と北朝とが対立して争う事態と

なった。

問1 下線部⒜に関連して、有力御家人が関係した鎌倉前期の出来事を年代順

（古い→新しい）に並べたものとして、適当なものを選びなさい。

ア．梶原景時の敗死→比企氏の乱→和田合戦

イ．梶原景時の敗死→和田合戦→比企氏の乱

ウ．比企氏の乱→和田合戦→梶原景時の敗死

エ．比企氏の乱→梶原景時の敗死→和田合戦

＊5



問2 空欄1について、適当なものを選びなさい。

ア．六波羅蜜寺 イ．東大寺南大門

ウ．円覚寺舎利殿 エ．高徳院

問3 空欄2について、適当なものを選びなさい。

ア．藤原兼実 イ．藤原忠実 ウ．藤原通憲 エ．藤原頼経

問4 下線部⒝に関する記述として、適当なものを選びなさい。

ア．白河の地に御願寺として法勝寺を建立した。

イ．『新古今和歌集』の編纂を藤原定家らに命じた。

ウ．院御所に新たに北面の武士を置き、軍事力を強化した。

エ．承久の乱の後に佐渡に流され、その地で没した。

問5 下線部⒞が執権であった時期の出来事に関する記述として、適当なものを

選びなさい。

ア．三浦泰村一族を滅ぼして、北条氏の地位を確固たるものにした。

イ．朝廷の監視や西国の統轄のため、新たに六波羅探題を置いた。

ウ．執権を補佐する連署を新設し、北条氏一族の有力者をあてた。

エ．九州を管轄する鎮西探題を置いて、政務や裁判などにあたらせた。

問6 空欄3について、適当なものを選びなさい。

ア．『教行信証』 イ．『興禅護国論』

ウ．『正法眼蔵』 エ．『往生要集』

問7 空欄4について、最も適当なものを選びなさい。

ア．預所 イ．所司 ウ．別当 エ．内管領
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問8 下線部⒟に関連して、幕府が御家人救済のために出した永仁の徳政令に関

する記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．御家人の所領の質入れや売買を禁止することにした。

イ．売却された御家人の所領を、無償で取り戻させることにした。

ウ．御家人が関係する金銭の訴訟を、受け付けないことにした。

エ．御家人の負債を帳消しにする代わりに、その額の10分の1を幕府に納入

させることにした。

問9 空欄5について、適当なものを選びなさい。

ア．享徳の乱 イ．応永の乱 ウ．正中の変 エ．承和の変

問10 下線部⒠に関連して、次の史料から読み取れる内容として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

このごろ よ うち にせりん じ めしうど はやうま そらそうどう なまくび げんぞく

此比都ニハヤル物。夜討、強盗、謀綸旨、召人、早馬、虚騒動。生頸、還俗、
にわかだいみょう まよいもの あん ど おんしょう そらいくさ そ しょう

自由出家。俄大名、迷者、安堵、恩賞、虚軍。本領ハナルヽ訴訟人。文書
つづら ついしょう ざんにん げ こくじょう なり で もの かん ぷ さ た

入タル細葛。追従、讒人、禅律僧。下克上スル成出者。器用ノ堪否沙汰モナ
かんむり もち しゃく だい り

ク。モルヽ人ナキ決断所。キツケヌ冠上ノキヌ。持モナラハヌ笏持テ。内裏マ
けん てんそう いつわり

ジハリ珍シヤ。賢者カホナル伝奏ハ、我モ我モトミユレトモ、巧ナリケル詐ハ、

ヲロカナルニヤヲトルラム･･･

（『建武年間記』）

ア．京都では、夜討や強盗などの物騒な事件が頻発している。

イ．天皇の意思を伝える文書だとして、偽りのものが出されている。

ウ．本領安堵や恩賞を目当てに、実際にはしていない戦を報告する者もいる。

エ．雑訴決断所には、能力を厳しく査定された公家だけが採用されている。
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3 次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。

18世紀半ば、商品経済の発展などにより武士や富裕な町人、豪農たちを担い手

とする新しい学問、思想、芸術などが江戸を中心にあらわれた。このころは幕藩

体制の矛盾が深まってきていた時期でもあり、幕府もそれを克服するための政治

改革を行っていた。田沼意次が老中に就任した年から、金を中心とする貨幣制度

への一本化をめざして、定量の計数銀貨である 1 が大量に鋳造されたの

もその一例である。

また、西洋の学問や知識が
⒜
蘭学として積極的に導入されるようになった。こう

したなかで19世紀前半にドイツ人シーボルトが長崎郊外に開いた鳴滝塾では、

2 など多くの人材が学んだ。蘭学とは別の方向を目指したのが
⒝
国学で、

日本の古典研究を通して、儒学や仏教が伝来する前の日本古来の道を探求しよう

とした。さらに、『西域物語』などを著した 3 が西洋諸国との交易を説

くなど、大胆な政策の転換を提唱する経世家もあらわれた。

江戸時代中期の文学は、貸本屋が普及したこともあって民衆に広く受け入れら

れたが、為政者の
⒞
風紀取締りによりしばしば弾圧された。俳諧では、上方に蕪村

が出て絵画的な句を詠んだ。川柳や狂歌も盛んになり、柄井川柳らが 4

を刊行するなど、人々に広まっていった。

また、
⒟
浮世絵は、18世紀半ばに大きな発展をとげ、その後、著名な画家たちに

より民衆の間に広く浸透した。伝統的な絵画では、写生を重んじた円山応挙や呉

春（松村月溪）などが優れた風景画を残した。他にも池大雅や蕪村らの文人画も

一部の知識人に好まれ、それを受け継いだ田能村竹田や谷文晁、のちに

5 のために永蟄居となった渡辺崋山らにより全盛期を迎えた。また、
⒠
歌

舞伎は江戸時代後期には舞台装置などに工夫がこらされ、人気を博した。

問1 空欄1について、適当なものを選びなさい。

ア．丁銀 イ．豆板銀 ウ．南鐐二朱銀 エ．慶長小判
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問2 下線部⒜に関する記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．前野良沢や杉田玄白らは、西洋医学の解剖書を訳述した。

イ．幕府は蛮書和解御用を設けて、工藤平助らに蘭書の翻訳を行わせた。

ウ．徳川吉宗は漢訳洋書の輸入制限を緩和し、青木昆陽らに蘭語を学ばせた。

エ．大槻玄沢は江戸に芝蘭堂という蘭学塾を開き、門人を育てた。

問3 空欄2について、適当なものを選びなさい。

ア．高野長英 イ．関孝和 ウ．伊能忠敬 エ．平賀源内

問4 下線部⒝に関する記述として、適当なものを選びなさい。

ア．賀茂真淵の門人の荷田春満は、『国意考』で日本の古代思想を追究した。

イ．本居宣長は、『慎機論』を著して日本古来の精神に返ることを主張した。

ウ．塙保己一は、和学講談所を設け、『群書類従』などの編修を行った。

エ．竹内式部は、江戸で幕政を批判し尊王論を説いたため、死刑になった。

問5 空欄3について、適当なものを選びなさい。

ア．志筑忠雄 イ．本多利明 ウ．平田篤胤 エ．海保青陵

問6 下線部⒞に関連して、江戸時代の出版弾圧についての記述として、適当な

ものを選びなさい。

ア．黄表紙作家の恋川春町は、享保の改革のときに処罰された。

イ．人情本作家の為永春水は、正徳の政治のときに処罰された。

ウ．洒落本作家の山東京伝は、寛政の改革のときに処罰された。

エ．読本作家の曲亭馬琴は、天保の改革のときに処罰された。

問7 空欄4について、適当なものを選びなさい。

ア．『誹風柳多留』 イ．『浮世風呂』

ウ．『偐紫田舎源氏』 エ．『おらが春』
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問8 下線部⒟に関する記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．18世紀半ばに、鈴木春信が一枚刷りの多色刷浮世絵版画である錦絵の手

法を完成した。

イ．18世紀末に、東洲斎写楽が『見返り美人図』などの美人画をさかんに描

いた。

ウ．19世紀前半に、葛飾北斎は『富嶽三十六景』を描いた。

エ．19世紀前半に、歌川広重は『東海道五十三次』を描いた。

問9 空欄5について、適当なものを選びなさい。

ア．明和事件 イ．安政の大獄 ウ．蛮社の獄 エ．宝暦事件

問10 下線部⒠に関する記述として、適当なものを選びなさい。

ア．江戸時代初期に、若衆歌舞伎や野郎歌舞伎が禁止されたため、女歌舞伎

が発展した。

イ．元禄文化期には、荒事を得意とした坂田藤十郎が江戸に出た。

ウ．化政文化期には、四世鶴屋南北の脚本による『仮名手本忠臣蔵』などが

人気を得た。

エ．幕末期には、河竹黙阿弥の脚本による、盗賊を主人公にした白浪物が評

判を呼んだ。
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4 次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。

明治政府にとって外交上重要であったのは、ロシアや清国との国境問題を含ん

だ関係であった。1854年の 1 で雑居の地とされた樺太では、ロシア兵ら

の入植がすすんでおり、イギリス公使パークスは蝦夷地までロシアの勢力下に置

かれる危険性を警告した。

政府は東アジアにおける日本の立場を安定させようとして、1871年に清国と対

等な外交条約を結んだ。しかし、
⒜
この年に発生した事件をきっかけとして、政府

は1874年に軍事行動をおこした。また、1875年の 2 を機に朝鮮に圧力を

かけ、翌年日朝修好条規を結んだ。その後、朝鮮国内では親日派勢力が台頭した

が、これに反対する動きもおこり、
⒝
1880年代も緊張が続いた。

また、政府は1869年に蝦夷地を北海道と改称し、開拓使を設置して開発をすす

めたが、その過程でアイヌの伝統的な生活や文化は破壊された。政府は1899年に

3 を制定したが、効果的ではなかった。

懸案となっていたロシアとの国境問題は、
⒞
1875年に一応の決着をみていたが、

その後、三国干渉やロシアによる旅順・ 4 の租借などで日露関係は深刻

化した。1900年代に入ると、清国で排外主義団体の義和団が、北京の列国公使館

を襲撃する事件がおこった。事件鎮圧後もロシアが中国東北部を占領し続けたた

め、
⒟
日露間の緊張はさらに高まっていった。1904年に始まった日露戦争は、双方

に多くの犠牲者を出し、その翌年アメリカの 5 大統領の仲介で終結した。

⒠
日露戦争後の日本は、韓国に対する支配をすすめ、1910年には韓国併合条約を

強要して植民地化した。

問1 空欄1について、適当なものを選びなさい。

ア．第1次日露協約 イ．日露講和条約

ウ．日露通商航海条約 エ．日露和親条約
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問2 下線部⒜に関する記述として、適当なものを選びなさい。

ア．台湾の漂流民が琉球で殺害された事件であった。

イ．琉球の漂流民が台湾で殺害された事件であった。

ウ．この事件が起こった年、明治政府は沖縄県を設置した。

エ．この事件が起こった翌年、明治政府は琉球藩を廃止した。

問3 空欄2について、適当なものを選びなさい。

ア．江華島事件 イ．大阪事件

ウ．防穀令事件 エ．ノルマントン号事件

問4 下線部⒝に関連して、1880年代の朝鮮でおきた出来事に関する記述として、

適当なものを選びなさい。

ア．政権を握った閔氏一族は初め清国に依存したが、その後日本に接近した。

イ．閔氏一族に反対する大院君を支持する軍隊が反乱をおこし、民衆も呼応

した。

ウ．改革派の金玉均らは、清国と結んで朝鮮の近代化をはかろうとした。

エ．甲申事変で悪化した関係を打開するため、日朝間で天津条約が結ばれた。

問5 空欄3について、適当なものを選びなさい。

ア．北海道土地払下規則 イ．北海道旧土人保護法

ウ．北海道会法 エ．アイヌ文化振興法

＊14



問6 下線部⒞に関連して、1875年に画定した日露間の領土関係を示したものと

して、最も適当なものを選びなさい。

ア． イ．

ウ． エ．

日本領 ロシア領 雑居地

問7 空欄4について、適当なものを選びなさい。

ア．奉天 イ．長春 ウ．仁川 エ．大連
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問8 下線部⒟に関連して、1890年代から1900年代の日露関係に係わる出来事の

記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．朝鮮では日本に対抗するため、高宗による親露政権が成立した。

イ．「満韓交換」による日露協商論が、桂太郎らによって唱えられた。

ウ．韓国での権益を守りたい日本は、ロシアを警戒するイギリスと同盟を結

んだ。

エ．幸徳秋水や堺利彦らは、『平民新聞』で日露開戦反対の非戦論を主張し

た。

問9 空欄5について、適当なものを選びなさい。

ア．ウィルソン イ．ハーディング

ウ．セオドア�ローズヴェルト エ．トルーマン

問10 下線部⒠に関連して、日本の韓国支配に関係した出来事ア～エを年代順

（古い→新しい）に並べたとき、古いものから3番目に該当するものを選び

なさい。

ア．統監府を設置し、伊藤博文が初代の統監に就いた。

イ．ハーグ密使事件をきっかけに、韓国の皇帝を退位させた。

ウ．漢城を京城と改称して、統治機関として朝鮮総督府を設置した。

エ．桂・タフト協定を結んで、日本の韓国保護国化をアメリカに承認させた。
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5 次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。

太平洋戦争に敗れた日本では、軍隊の解体が急速にすすめられるとともに、連

合国軍最高司令官総司令部（GHQ／SCAP）によって戦争指導者らが次々に逮捕さ

れ、1946年に
⒜
極東国際軍事裁判が開始された。これに先立ちＧＨＱから軍人や超

国家主義者らの 1 が指令され、1948年5月までに各界指導者約21万人が

その対象となった。

国際社会ではソ連を中心とする社会主義陣営とアメリカを中心とする資本主義

陣営との対立が激しくなっていった。この対立の影響はアジアにも及び、1950年

に勃発した
⒝
朝鮮戦争により緊張はいよいよ高まった。戦争が始まると、在日米軍

が朝鮮半島に出動し、その軍事的空白を埋めるため、同年、ＧＨＱは 2

の新設を内閣に指令した。このような情勢の中で、アメリカの 3 外交顧

問らはソ連などを除外する方向で対日講和の準備をすすめた。

日本はサンフランシスコ平和条約により独立国としての主権を回復したが、平

和条約と同日に調印された
⒞
日米安全保障条約と翌年に締結された日米行政協定は、

その後の日本の国際関係に多大な影響を与えた。こうした動きに対して、多くの

勢力による反対運動がおこった。1952年5月の「血のメーデー事件」を契機に、

政府は同年7月に 4 を制定した。

やがて国際関係の調整が徐々に行われ、1956年には、首相自らがモスクワに赴

き、
⒟
日ソ共同宣言に調印した。韓国との間では会談を何度も繰り返していたが、

1965年に 5 が締結され、日本は韓国政府を「朝鮮にある唯一の合法的な

政府」とした。
⒠
日中国交正常化には、より長い時間が必要であったが、1970年代

にようやく実現した。
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問1 下線部⒜に関する記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．「平和に対する罪」をおかしたとされた者は、Ａ級戦犯として起訴され

た。

イ．横浜に設置された裁判所でＡ級戦犯に関する審理が行われた。

ウ．日米開戦時の首相であった東条英機は、この裁判で死刑判決を受けた。

エ．インドのパル判事らが判決に対する反対意見を書いた。

問2 空欄1について、適当なものを選びなさい。

ア．レッドパージ イ．プレス�コード

ウ．公職追放 エ．転向

問3 下線部⒝に関連して、第二次世界大戦終結から朝鮮戦争までの出来事とし

て、適当なものを選びなさい。

ア．ソ連は、マーシャル�プランにより東欧諸国の復興を支援した。

イ．アメリカと西欧諸国は、北大西洋条約機構（NATO）を結成した。

ウ．中国の内戦では国民党が勝利し、毛沢東を主席として中華人民共和国が

成立した。

エ．朝鮮半島のソ連占領地域に金正日を首相とした朝鮮民主主義人民共和国

が成立した。

問4 空欄2について、適当なものを選びなさい。

ア．保安隊 イ．特別高等警察

ウ．警察予備隊 エ．自衛隊

問5 空欄3について、適当なものを選びなさい。

ア．ダレス イ．ドッジ ウ．ロイヤル エ．ケナン

＊18



問6 下線部⒞に関する記述として、適
�

当
�

で
�

な
�

い
�

も
�

の
�

を選びなさい。

ア．日米安全保障条約により、独立回復後にも日本国内に「極東の平和と安

全」のためにアメリカ軍が駐留を続けることになった。

イ．日米安全保障条約はのちに改定され、アメリカの日本防衛義務が明文化

された。

ウ．冷戦終結後には、日米安全保障条約が再び改定され、新たな日米の防衛

協力体制が形成された。

エ．日米安全保障条約上は、アメリカが必要とすれば日本のどの地域でも基

地として要求することができた。

問7 空欄4について、適当なものを選びなさい。

ア．治安維持法 イ．治安警察法

ウ．警察官職務執行法 エ．破壊活動防止法

問8 下線部⒟に関する記述として、適当なものを選びなさい。

ア．これによって、ソ連は日本の国際連合加盟を支持することになった。

イ．これによって、ソ連に抑留されていた日本人の帰国が初めて認められる

ことになった。

ウ．ソ連は国後島、択捉島を平和条約締結後に日本に引き渡すことを約束し

た。

エ．保守合同を成立させた吉田茂が調印した。

問9 空欄5について、適当なものを選びなさい。

ア．日韓議定書 イ．第一次日韓協約

ウ．第二次日韓協約 エ．日韓基本条約
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問10 下線部⒠に関連して、1970年代の日本と中国との関係についての記述とし

て、適当なものを選びなさい。

ア．廖承志と高碕達之助とが交渉し、準政府間貿易（ＬＴ貿易）の取り決め

がなされた。

イ．日中共同声明が出されたことにより、日本と台湾の政府との外交関係は

断絶した。

ウ．三木武夫首相が日中平和友好条約を締結した。

エ．日本は日華平和条約で、中華人民共和国を「中国で唯一の合法政府」と

認めた。
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