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問１   次の文章のうち、【 】に適するものは、下の選択肢のどれでしょうか。 

江戸期には森林は貴重な資源であり、木材は建材や日用品の加工部材、薪

や炭などの燃料として活用されました。一方で、木々の一本一本は文書によ

って管理されていました。 

さて、現在の榛名山中腹の樹木は、多くがクリ・コナラなどの二次林や、

スギ・ヒノキが植栽された人工林です。しかし榛名神社の境内地とその付近

には、自然林が残されているとされます。そのうち、神社の参道にある矢立

スギ（高さ５５メートル、樹齢４００～５００年）は、【   】による戦勝祈願

の伝承で知られる古木で国指定天然記念物になりました。 

（１）里見義俊  （２）新田義貞  （３）足利尊氏  （４）武田信玄 

〔正解 ４〕 

問２   次の文章のうち、【ア】、【イ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれど

れでしょうか。 

榛名神社の参道のまち並みは社家町
しゃけまち

と呼ばれています。社家町には、

【 ア 】が連なり、明治時代初めには、１００軒ほどあったとされています。

現在は十数軒に減少してしまいましたが、古くから伝わる屋号の看板が掲げ

られ、風情のある景観を形成しています。 

こうした社家町の施設では、訪れた人へのおもてなしに、古くから 

【 イ 】が出されていました。現在、【 イ 】の原料となる農産物は、

榛名地域に伝わる希少種とされ、社家町では収穫の季節にあわせてイベント

を開催するなど、まちづくりに取り組んでいます。 

ア （１）寒冷な気候を生かした酒蔵   （２）参拝者が宿泊する宿坊 

（３）榛名湖温泉の湯治場     （４）和菓子屋 

〔正解 ２〕 

イ （１）おっきりこみ  （２）そば  （３）たくあん  （４）もち 

〔正解 ２〕 
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問３   次の文章のうち、【ア】～【オ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれ

どれでしょうか。 

上毛三山の一つ、榛名山は、【 ア 】である榛名湖と掃部ヶ岳
か も ん が だ け

や天目山

などの外輪山のほか、榛名富士をはじめとする複数の溶岩ドームからなる複

式火山です。 

南西麓に位置する榛名神社は、古くから山岳信仰の霊場として、多くの参

拝者を集めました。境内には、多くの文化財がありますが、本年９月、県内

で唯一現存する木造塔婆建物である【 イ 】（神宝殿）が新たに群馬県指

定重要文化財になりました。 

上毛かるたの読み札「登る榛名の【 ウ 】」でも有名な県立榛名公園は、

もと御料地でしたが、昭和天皇の【 エ 】を記念して、１９２４（大正１３）

年、群馬県に払い下げられ、群馬県で設置された初めての県立公園です。四

季を通して、キャンプやハイキング、ボート、ワカサギ釣りなど多くの観光

客に親しまれています。 

毎年【 オ 】に開催される榛名湖イルミネーションフェスタには、県外

からの来場者も多く、１０万人を超える来場者で賑わう全国有数のイルミネ

ーションとして、来場者を楽しませています。 

ア （１）火口原湖  （２）火山堰止め湖   

（３）人造湖    （４）断層湖 

〔正解 １〕 

イ （１）二重塔  （２）三重塔  （３）五重塔  （４）七重塔 

〔正解 ２〕 

ウ （１）キャンプ村  （２）紅葉狩り    

（３）遊覧船      （４）ロープウエイ 

〔正解 １〕 

エ （１）誕生  （２）行幸  （３）成婚  （４）即位

〔正解 ２〕 

オ （１）１月  （２）３月  （３）８月  （４）１２月 

〔正解 ４〕 
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問４   次の文章のうち、【 】に適するものは、下の選択肢のどれでしょうか。 

２０１５（平成２７）年度に八幡霊園拡張に伴う発掘調査で、若田坂上遺跡か

ら弥生時代後期の人形土器の頭部２点が出土しました。２点まとまって出土

したのは全国でも初めてになります。このような人形をした土製品は古墳時

代では人物埴輪がありますが、山名原口Ⅱ遺跡の１号墳では、全国的にも類

例の少ない石製の【   】のある人物埴輪が出土しました。 

（１）鼻  （２）耳  （３）目  （４）歯 

〔正 ４〕 

問５   次の文章のうち、【ア】、【イ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれど

れでしょうか。 

日高遺跡は、１９７７（昭和５２）年に【 ア 】建設工事の際発見された遺

跡です。 

この遺跡は静岡県登呂遺跡で弥生時代の稲作跡が確認されて以来、東日本

ではじめて同時代の水田、【 イ 】集落跡、墓地跡など、当時の生活全体

の痕跡がそろった貴重な遺跡として国指定史跡になりました。 

水田では、榛名山南麓の湧水を利用して稲作を営んでいましたが、遺跡は

その後３世紀後半には浅間山、６世紀には榛名山二ツ岳付近の噴出物、更に

平安時代末期や江戸時代には再び浅間山の噴出物が堆積するなど、たびたび

火山災害にあいました。 

ア （１）両毛線     （２）上越新幹線  

       （３）高前バイパス  （４）関越自動車道 

〔正解 ４〕 

イ （１）環濠  （２）高地性  （３）平地  （４）丘陵上 

〔正解 １〕 
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問６   次の文章のうち、【ア】～【オ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれ

どれでしょうか。 

【 ア 】の建設工事に伴う事前調査で発見された三ツ寺Ⅰ遺跡から、古

墳時代の豪族の居館跡が見つかりました。居館の本体は一辺が約【 イ 】

メートルの正方形で、これにいくつもの張り出し部が設けられていましたが、

その面積は南小学校の校庭とほぼ同じ広大なものでした。また、居館の周囲

は幅３０～４０メートルの濠で囲まれており、近くを流れる【 ウ 】から水

を引いていたことが分かりました。 

５世紀の後半に築造されたものと考えられることから、この居館の主は同

じ時期に築造された、北西１キロメートル程のところにある【 エ 】に葬

られた豪族であると推定されています。 

また、冷水町には三ツ寺Ⅰ遺跡と類似した【 オ 】がありますが、その

重要性から国指定史跡になりました。 

ア （１）上越新幹線      （２）西毛広幹道  

（３）県道安中前橋線  （４）高渋バイパス 

〔正解 １〕 

イ （１）４６  （２）８６  （３）１２６  （４）２０６

〔正解 ２〕 

ウ （１）井野川  （２）烏川  （３）猿府川  （４）碓氷川 

〔正解 ２〕 

エ （１）保渡田古墳群  （２）若田古墳群  

   （３）八幡古墳群    （４）御部入
お ん べ い り

古墳群 

〔正解 １〕 

オ （１）熊野堂遺跡   （２）同道
どうどう

遺跡   

（３）井出村東遺跡  （４）北谷
きたやつ

遺跡 

〔正解 ４〕 
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問７   次の文章のうち、【ア】、【イ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれど

れでしょうか。 

高崎市綿貫町にある【 ア 】頃の国指定史跡観音山古墳は、墳丘の長さ

だけで９２メートルある大型前方後円墳です。墳丘上からは形象埴輪や円筒

埴輪、石室内からは優れた金工品などが多数出土しました。その中には、韓

国百済の王陵からの出土品と同じ中国後漢時代の【 イ 】や、中国北斉時

代の墓から出土したものと類似した銅製水瓶などがあり、古墳埋葬者の力や

大和朝廷、東アジアとのつながりを示す証として注目されています。 

ア （１）４世紀後半  （２）６世紀後半   

（３）８世紀    （４）９世紀 

〔正解 ２〕 

イ （１）馬具  （２）兜
かぶと

  （３）太刀
た ち

  （４）鏡 

〔正解 ４〕  

問８   次の文章を読んで、【ア】、【イ】の質問に適するものは、選択肢のそれぞ

れどれでしょうか。 

高崎市内には、古代の碑が山名町に金井沢碑、山上碑、吉井町池に多胡碑

があり「上野三碑」と呼ばれ、ともに国指定特別史跡になりました。 

 「上野三碑」は、２０１５（平成２７）年には「世界の記憶」の国内候補に選

ばれ、現在「世界の記憶」の登録を目指しています。 

ア 上野三碑に刻まれた年代をもとに古い順のものは次のどれでしょうか。 

 （１）金井沢碑→山上碑→多胡碑   

（２）多胡碑→金井沢碑→山上碑 

 （３）金井沢碑→多胡碑→山上碑   

 （４）山上碑→多胡碑→金井沢碑 

〔正解 ４〕 

イ 群馬の県名に繋がる「群馬郡」の文字が刻まれているのはどの碑でしょ

うか。 

（１）金井沢碑   （２）山上碑   

（３）多胡碑    （４）金井沢碑と多胡碑 
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問９   次の文章のうち、【 】に適するものは、下の選択肢のどれでしょうか。 

多胡郡は、多胡碑や続日本紀の記載などから７１１（和銅４）年に新たに建

郡されたことが知られていますが、郡の中心となる建物の位置や規模につい

てはわずかに残る記録史料があるのみで推測の域をでませんでした。 

  多胡碑真南にあたる吉井町池の岡地区では、高崎市が進めている近年の調

査で、郡の中心となると見られる屋根瓦を葺き大型礎石列を持つ【   】

と見られる建物跡や区画溝、焼き米などが出土し、しだいに施設が集中する

地域が絞り込まれてきています。 

（１）土蔵  （２）郷蔵  （３）正倉  （４）板倉  

 〔正解 ３〕 

問１０  次の文章のうち、【ア】、【イ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれど

れでしょうか。 

奈良時代、聖武天皇は仏教の力を得て国を治めようと諸国に国分寺の造営

を命じました。 

上野国分寺は、７５０年頃には主な建物が建てられたと見られていますが、

出土した【 ア 】に記された地名から、県内各地の協力の下で建造された

と考えられています。 

建造物はすでに失われていますが、旧地形や金堂跡、【 イ 】塔跡の基

壇・礎石、築垣の一部が復元されガイダンス施設も設けられています。 

ア （１）瓦  （２）柱  （３）鴟
し

尾
び

  （４）相
そう

輪
りん

〔正解 １〕 

イ （１）三重  （２）四重  （３）五重  （４）七重 

〔正解  

問１１  次の文章のうち、【 】に適するものは、下の選択肢のどれでしょうか。 

榛名山麓にある長谷寺は、坂東三十三観音第１５番札所で地名から【   】

観音と呼ばれています。本尊の十一面観音立像は平安時代中期の作と推定さ

れ、群馬県内最古ともいわれ群馬県指定重要文化財になりました。 

（１）権田  （２）里見  （３）白岩  （４）引間 
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問１２  次の文章のうち、【ア】、【イ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれど

れでしょうか。 

平安時代末期、各地で武士団が成長しました。市内では、秩父平氏系児玉

党の大類氏や倉賀野氏が、清和源氏系新田氏は、新田義重の子義俊が【 ア 】

に、同じく義重の子義範が山名を拠点にして勢力を拡大しました。なかでも

新田一族の拠点の一つになった八幡荘は、新田義貞の鎌倉攻めに際し宿営し

軍勢を整えた地であり、源氏の守護神を祀った【 イ 】が早くからありま

した。 

ア （１）多胡  （２）室田  （３）里見  （４）浜川 

イ （１）八幡八幡宮  （２）諏訪神社   

（３）榛名神社   （４）日枝神社 

問１３  次の文章のうち、【 】に適するものは、下の選択肢のどれでしょうか。 

戦国時代に活躍した長野氏は箕輪城を築城したことが知られていますが、

その一族は厩橋城や大胡城も拠点にしていました。このほか、長野氏が１５

世紀末頃に築城した城には【   】があります。 

（１）山名城  （２）根小屋城  （３）鷹留城  （４）高崎城 

問１４  次の文章のうち、【 】に適するものは、下の選択肢のどれでしょうか。 

１５９８（慶長３）年に箕輪城を廃城にして、和田城があった地に築城され

たのが高崎城です。築城にあたって、箕輪城の大手門は高崎城槻木門に移築

されたといわれますが、縄張
なわばり

（郭の配置）などにも箕輪城の影響がみられま

す。特に、高崎城本丸の堀を隔てた東側の梅ノ木郭は箕輪城の【   】と

同じような形をした郭でした。 

（１）本丸  （２）三の丸  （３）郭
かく

馬
うま

出
だし

  （４）蔵屋敷 
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問１５  次の文章のうち、【 】に適するものは、下の選択肢のどれでしょうか。 

１５９０（天正１８）年、豊臣秀吉は、小田原城を本拠におく後北条氏が大名

間の私戦を禁じた天下惣無事令を無視して真田領の名胡桃
な ぐ る み

城を落としたこ

とに対しての征討軍をおこしました。碓氷峠からは、上杉
うえすぎ

景勝
かげかつ

、前田
ま え だ

利家
としいえ

、

【   】の連合軍が進軍し、最初に松井田城を落とし、その後、箕輪城に

進軍して落城させました。 

（１）真田
さ な だ

昌幸
まさゆき

  （２）徳川
とくがわ

家康
いえやす

  （３）伊達
だ て

政宗
まさむね

  （４）石田三
い し だ み つ

成
なり

問１６  次の文章のうち、【ア】～【ウ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれ

どれでしょうか。 

江戸幕府第五代将軍徳川綱吉の【 ア 】に登用された高崎城主【 イ 】

は、５万２千石の大名に出世できたことは先祖のおかげであると、遠祖であ

る源頼政を祀る頼政神社を建立し【 ウ 】を奉納しました。これは高崎市

指定重要文化財になりました。 

ア （１）大目付
お お め つ け

  （２）勘定奉行  （３）寺社奉行  （４）側用人
そばようにん

イ （１）安藤
あんどう

重
しげ

博
ひろ

       （２）堀田
ほ っ た

正俊
まさとし

      （３）松平
まつだいら

(大河内
お お こ う ち

）輝
てる

貞
さだ

（４）柳沢
やなぎさわ

吉
よし

保
やす

ウ （１）大鎧  （２）白銀造
しろがねづくり

太刀  （３）絵馬  （４）和歌十巻  
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問１７  次の文章のうち、【ア】、【イ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれど

れでしょうか。 

高崎城は城全体ではおよその面積が５万１６００坪（１７０，２８０平方メートル）

ほどあり、そのうち３万４８００坪（１１４，８４０平方メートル）をも有した三ノ

丸の広大さが特徴の一つに挙げられます。この三ノ丸と城下の寺院は、

【 ア 】の時に【 イ 】が率いる３万といわれる大軍が３日間滞在でき

た程の広さでした。 

ア （１）大坂夏の陣   （２）小田原征伐  

      （３）関ヶ原の戦い  （４）天目山
てんもくざん

の戦い 

イ （１）上杉
うえすぎ

景勝
かげかつ

  （２）酒井
さ か い

家
いえ

次
つぐ

（３）徳川
とくがわ

秀
ひで

忠
ただ

  （４）結城
ゆ う き

秀
ひで

康
やす

問１８  次の文章のうち、【ア】、【イ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれど

れでしょうか。 

【 ア 】が、念流の相伝を受け現在の吉井町馬庭に道場を開いたことか

ら、その剣術流派は馬庭念流と呼ばれます。高崎城下で村上天流との試合

を控え、必勝祈願のために参籠した際に、枇杷
び わ

の木刀で割ったという伝説

の「太刀割石」が【 イ 】の参道にあります。 

ア （１）伊藤
い と う

一刀
いっとう

斎
さい

  （２）上泉
かみいずみ

伊勢
い せ の

守
かみ

（３）塚原卜伝
つかはらぼくでん

   （４）樋
ひ

口
ぐち

定次
さだつぐ

イ （１）倉賀野神社  （２）小祝
お ぼ り

神社   

（３）高崎神社   （４）山名八幡宮 
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問１９  次の文章のうち、【ア】～【エ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれ

どれでしょうか。 

長野堰用水は高崎市本郷町に頭首工を設けて【 ア 】から取水し､高崎

台地を灌漑
かんがい

しています。９２８（延長６）年に【 イ 】康業が開発に着手し、

その子孫の箕輪城主【 イ 】業
なり

正
まさ

（業政）が１５５１（天文２０）年に長野堰

を整備したといわれています。世界【 ウ 】遺産認定が見込まれています。 

田畑灌漑、飲用水、生活用水だけでなく高崎城のお堀にも引水していたの

で、次第に水不足になり、１７０８（宝永５）年に高崎藩主松平
まつだいら

（大河内
お お こ う ち

）輝
てる

貞
さだ

は、【 エ 】から隧
ずい

道
どう

を掘って引水をはかりましたが、すでに吾妻郡岡崎

新田村へ引水していた岡上
おかのぼり

用水が余水はないと反対したために、幕府評定

所で岡上用水に有利な裁決がくだされ、失敗しました。 

１９０４（明治３７）年に天神峠を開削して【 エ 】から加用水として引水

しました。これも岡上用水の既得権に配慮しています。 

     ア （１）鏑
かぶら

川
がわ

  （２）烏川  （３）神流
か ん な

川
がわ

  （４）利根川 

       イ （１）足利  （２）上杉  （３）長尾  （４）長野 

       ウ （１）かんがい施設  （２）複合  （３）自然  （４）文化 

エ （１）赤城小沼  （２）野尻湖  （３）榛名湖  （４）妙義湖 
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問２０  次の文章のうち、【 】に適するものは、下の選択肢のどれでしょうか。 

長野堰用水円筒分水堰

長野堰用水は多くの分水堰があったために、特に流末は水不足になり、水

争いがたえず、分水堰の一つは地獄堰と名付けられ、水田経営に苦しんだこ

とを示しています。１９６２（昭和３７）年に江木町の城東小学校近くに上の写

真の円筒分水堰を建設し、地獄堰・上中居堰・【   】・倉賀野堰の４水路

に分流しました。サイフォンの原理を利用して水量を公平に分けており、水

争いがなくなりました。 

（１）新井堰  （２）請地堰  （３）貝沢浜尻堰  （４）矢中堰 

問２１  次の文章のうち、【 】に適するものは、下の選択肢のどれでしょうか。 

高崎城下の盛況ぶりは「お江戸見たけりゃ高崎田町【   】」と詠われ

ました。 

（１）商人
あきんど

屋敷が建ち並ぶ 

（２）往還通りは江戸まさり 

（３）紺の暖簾
の れ ん

がひらひらと 

（４）二日と空けずに市が立つ 
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問２２  次の文章のうち、【ア】～【ウ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれ

どれでしょうか。 

高崎は城下町であると同時に宿場町でしたが本陣は無く、大名などの一行

は板鼻宿か【 ア 】宿を利用しました。高崎城下の外である【 イ 】に

は、昼食や休憩のための施設として群馬県指定史跡の【 ウ 】がありまし

た。 

ア （１）岩鼻  （２）倉賀野  （３）新町  （４）玉村 

イ （１）上豊岡  （２）上佐野  （３）五料  （４）下和田 

ウ （１）間
あい

の宿  （２）茶屋本陣  （３）伝馬問屋  （４）脇本陣 

問２３  次の文章のうち、【 】に適するものは、下の選択肢のどれでしょうか。 

倉賀野宿は、中山道と日光例幣使道が分岐する宿場町として栄えました。

現在この分岐点（下町交差点）には、阿弥陀堂（通称閻魔堂
えんまどう

）が所在してい

ます。そして近くには「従是右江戸道 左日光道」と刻まれた道しるべと、

玉村の「高橋佳
か

年
ね

女」による書で、１８１４（文化１１）年建立の常夜灯が保存

されています（高崎市指定史跡）。 

さて、この常夜灯には多くの寄進者が記されていますが、中には歌舞伎役

者の市川団十郎や、力士の【   】の名を見ることができます。 

（１）稲川
いながわ

政右衛門
ま さ え も ん

  （２）双葉山
ふ た ば や ま

定次
さ だ じ

    （３）雷電
らいでん

為右衛門
た め え も ん

  （４）大鵬幸喜
たいほうこうき
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問２４  次の文章のうち、【ア】、【イ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれど

れでしょうか。 

中山道の【 ア 】と倉賀野宿の間を流れる烏川は川幅が４５間（約８１メ

ートル）ほどあったため、旅人や荷物を船で渡す【 イ 】がありました。 

ア （１）小野宿  （２）新町宿  （３）玉村宿  （４）中島宿 

イ （１）岩倉渡し  （２）五料の船渡し   

（３）角
つの

淵
ぶち

河船  （４）柳瀬
や な せ

渡船 

問２５  次の高崎市略図のなかのア～ウに適するものは、下の選択肢のそれぞれ

どれでしょうか。 

ア （１）旧倉渕村  （２）旧群馬町  （３）旧榛名町  （４）旧箕郷町 

イ （１）旧群馬町  （２）旧新町   （３）旧箕郷町   （４）旧吉井町 

ウ （１）旧倉渕村  （２）旧新町   （３）旧榛名町  （４）旧吉井町 
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問２６ 次の説明文に適するものは、下の選択肢のそれぞれどれでしょうか。 

ア １５８２（天正１０）年に織田信長の死後、滝川一益と後北条氏との間に関

東地方最大といわれる神流川合戦がありました。 

（１）旧群馬町  （２）旧新町  （３）旧箕郷町   （４）旧吉井町 

イ 公家の鷹司
たかつかさ

氏出身の松
まつ

平信
だいらのぶのり

が藩知事を辞任し、１８６９（明治２）年に

全国に先駆けて藩を廃止しました。 

（１）旧倉渕村  （２）旧新町  （３）旧榛名町  （４）旧吉井町 

ウ 土屋文明が「村の名といへど百年たもたぬか なくなりてゆく群馬郡上

郊村」となげきました。分村合併して消滅した上郊村のうち、中里、保渡

田、井出の三大字が所属しました。 

（１）旧倉渕村  （２）旧群馬町  （３）旧榛名町  （４）旧箕郷町 

エ 道祖神の里として知られ、７７か所に１１４基の道祖神があります。１７２７

(享保１２)年造立の双体道祖神をはじめ造形的にすぐれたものが多くあ

ります。 

（１）旧倉渕村  （２）旧群馬町  （３）旧新町  （４）旧吉井町 
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問２７  次の文章のうち、【 】に適するものは、下の選択肢のどれでしょうか。 

中核市とは、規模や能力が比較的大きい都市の事務権限を強化し、地域行

政の充実を図ることを目的とした都市制度です。高崎市は、２０１１（平成２３）

年４月１日、中核市に移行しましたが、高崎市が中核市となったことで、県

からの権限委譲により【   】を設置しました。 

   （１）高崎警察署    （２）高崎市総合福祉センター 

   （３）高崎中央消防署  （４）高崎市保健所 

問２８  次の文章のうち、【ア】～【ウ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれ

どれでしょうか。 

高崎市街地の西方に連なる岩野谷
い わ の や

（観音山）丘陵は、江戸時代中期に

【 ア 】が再興された頃から、同寺の本尊である千手観音に因んで、石原・

乗附地区の丘は観音山と呼ばれるようになりました。その様な事もあり、昭

和時代になると観音山を霊山にすべく高崎田町で呉服商を営んでいた山田
や ま だ

徳蔵
とくぞう

が私財を投じて【 イ 】を造りました。また、岩野谷丘陵が海底から

隆起した歴史から、比較的良質な亜炭が産出され、戦後も乗附地区や【 ウ 】

地区などに１８の炭鉱がありました。 

ア （１）玉田寺  （２）清水寺  （３）慈眼寺  （４）大覚寺 

イ （１）洞窟観音  （２）白衣観音   

（３）平安観音  （４）霊山観音 

ウ （１）奥平  （２）片岡  （３）寺尾  （４）山名 
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問２９  次の文章のうち、【ア】～【エ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれ

どれでしょうか。 

【 ア 】年に開業した内務省勧業寮屑糸紡績所（新町屑糸紡績所）は屑

繭や屑糸から絹紡糸を作るための官営工場でした。建物の屋根を支える骨組

には柱の数を出来る限り少なくするため、富岡製糸場と同じ、西洋の技術を

取り入れた【 イ 】が使われましたが、日本人が設計、施工を行った我が

国最初の木造洋式工場でした。経費を節減するため、外壁は【 ウ 】とし

ましたが、和釘を使い、軒先には木
き

鼻
ばな

という【 エ 】の技法が用いられる

など、我が国の在来の技術が生かされた建物でした。 

２０１５（平成２７）年、開業当時の様子を伝える施設と土地の一部が国指定

重要文化財と国指定史跡になりました。 

ア （１）１８６８年（明治元年）  （２）１８７７年（明治１０年） 

（３）１８９４年（明治２７年）  （４）１９０４年（明治３７年） 

イ （１）トラス構造   （２）垂木小屋組構造   

（３）ラーメン構造  （４）壁式構造 

ウ （１）レンガ積  （２）モルタル塗   

（３）丸太組   （４）下見板張 

エ （１）城郭建築  （２）寺社建築  （３）書院造  （４）寝殿造 
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問３０  次の文章のうち、【ア】、【イ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれど

れでしょうか。 

大正時代、産業経済の発展と景気変動に対応するため、金融を強化するこ

とが図られました。これまであった規模の小さい金融機関が合同し、大金融

機関をつくることになったのです。１９１９（大正８）年、西群馬では高崎を

中心とする【 ア 】が設立され、東群馬では前橋を中心とする群馬銀行（第

一次）が設立されました。 

昭和期になると、昭和恐慌の大不景気から抜け出すため、また銀行の合同

が行われました。１９３２（昭和７）年、【 ア 】と群馬銀行（第一次）は合

併し、群馬県金融株式会社を経て、【 イ 】が設立されました。 

その後、【 イ 】は群馬銀行と名称を変え現在に至っています。 

ア （１）上州銀行   （２）上毛貯蔵銀行   

        （３）上毛野銀行  （４）高崎積善銀行 

イ （１）群馬金融銀行  （２）県是銀行   

           （３）全群馬銀行    （４）群馬大同銀行  
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問３１  次の文章のうち、【ア】～【ウ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれ

どれでしょうか。 

大正から昭和時代にかけて次第に道路が整備され、自動車が道路交通の主

役になりました。群馬県で初めて運転免許証（自動車運転手鑑札）を取得し

たのが、高崎生まれの【 ア 】でした。【 ア 】は初め個人営業で乗合

バスを経営していましたが、事業を拡大し、群馬中央バスを経営するように

なりました。 

乗合バスの最盛期、幹線の高崎―前橋間は、群馬中央バスと【 イ 】に

よって運行され、沢山の乗客が利用しいつも混み合っていました。 

その後、自家用車を持つ人が増えていったため、乗合バスの路線や運行回

数が激減してしまいました。そのため、現在では高崎地域の循環公共交通機

関として【 ウ 】が利用され、市民の大切な交通機関となっています。 

ア （１）岩崎半之
いわさきはんの

助
すけ

  （２）桜
さくら

井伊
い い

兵衛
へ え

（３）井上
いのうえ

保
やす

三郎
さぶろう

（４）竹腰
たけこし

徳蔵
とくぞう

イ （１）東武バス  （２）上信バス   

（３）群馬バス  （４）関越バス 

ウ （１）クルリン  （２）ぐるりん   

（３）マイバス  （４）くるバス 

問３２  次の文章のうち、【 】に適するものは、下の選択肢のどれでしょうか。 

明治期の【   】で日本軍の捕虜になった兵士が、戦争中に日本国内に

移送されましたが、陸軍の連隊があった高崎にも収容されました。一方で、

当時の高崎において外国人は珍しく、人々は捕虜である彼らを厚遇しました。

新聞によれば、捕虜となった兵士は、比較的自由に過ごしたとされています。

なおこのうち３人が高崎で病没しますが、彼らのお墓が市内若松町の龍広寺

に残されています（高崎市指定史跡）。 

（１）アヘン戦争  （２）西南戦争   

（３）日清戦争   （４）日露戦争 
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問３３  次の文章のうち、【ア】、【イ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれど

れでしょうか。 

高崎公園は高崎城主の祈願寺があった跡で、【 ア 】が良善寺の境内に

植えたものと伝えられる【 イ 】は、群馬県指定天然記念物になりました。 

ア （１）安藤重信
あんどうしげのぶ

  （２）井
い

伊
い

直
なお

政
まさ

（３）間部
ま な べ

詮房
あきふさ

  （４）和田
わ だ

義信
よしのぶ

イ （１）イチョウ  （２）カヤ   

（３）ケヤキ   （４）ハクモクレン 

問３４  次の文章のうち、【ア】～【ウ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれ

どれでしょうか。 

第一次大戦後の不況で蚕糸業が不振となり、群馬県内では農業振興施策と

して【 ア 】の生産が拡大されました。またこの頃、製麺業が大きく発展

し、高崎市内でも数多くの工場が操業し【 ア 】の生産需要が増えました。 

井上保三郎ら高崎の実業家は【 ア 】を原料とした【 イ 】を計画し、

１９１９（大正８）年、高崎駅北側の弓町で創業しました。また同年、高崎駅

南の下和田町にも【 イ 】が創業し、高崎駅をはさんで南北に２つの大工

場が高崎の産業を発展させました。この２つの工場には、高崎駅から線路が

引き込まれ、鉄道による輸送力が生かされました。 

現在、高崎市は、下和田町の工場跡地で【 ウ 】の建設を進めており、

来年春にオープンする予定です。 

ア （１）小麦  （２）米  （３）そば  （４）大豆      

イ （１）酒造工場  （２）醤油工場   

（３）製紙工場  （４）製粉工場       

ウ （１）コンベンション施設     （２）上信電鉄の新駅 

（３）高崎アリーナ（新体育館）  （４）中央公民館 
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問３５  次の文章のうち、【ア】～【ウ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれ

どれでしょうか。 

１９３５（昭和１０）年８月は雨天の日が多く、冷涼でしたが、９月になって

も雨が降り続いたことから、河川は例年になく増水していました。さらに、

台風の影響により、２５日午前１０時頃から猛烈な風雨となり、夜になっても

豪雨は止まず、２６日午前２時頃には【 ア 】付近の烏川左岸の堤防が決壊

し始め、濁流が歌川町より赤坂町、常盤町へと流れ込みました。また、碓氷

川堤防も決壊し、乗附町や片岡町などにあった民家に泥水が押し寄せました。

この大水害によって、多くの民家が流失、浸水などの被害をうけたほか、振

武橋、千代橋、八千代橋も流されてしまいました。 

市役所は２６日朝より、常仙寺で炊き出しを行うとともに、高崎高等実践

女学校の校舎に罹災者を収容するなどの対応を図りました。また、救援活動

に出動した【 イ 】の７人が濁流に呑まれ、犠牲になりましが、これを悼

んで、「七士殉職供養塔」が【 ウ 】脇に建立されました。 

ア （１）千代橋  （２）君が代橋  （３）聖石橋  （４）一本松橋 

イ （１）高崎歩兵第十五連隊  （２）高崎警察署  

（３）高崎市消防団      （４）高崎市青年団 

ウ （１）中央小学校  （２）塚沢中学校   

（３）寺尾中学校  （４）片岡小学校 
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問３６  次の文章のうち、【ア】、【イ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれど

れでしょうか。 

【 ア 】はチェコ出身の建築家アントニン・レーモンドが設計し、   

１９６１(昭和３６) 年に高崎城址に竣工しました。群馬交響楽団の本拠地でも

あります。最大スパン６０メートルの鉄筋コンクリート折板構造で、内部は

地下１階・地上２階で構成されています。１９９９(平成１１)年に近代建築の記

録と保存を目的とする国際学術組織のDOCOMOMO Japanが選定する「日本の近

代建築２０選」に選ばれ、木と石の自然物を素材とする伝統的建築から、鉄

筋コンクリートとガラスの工芸物によるモダニズム建築の日本代表のひと

つとされ、文化財としての価値が注目されています。 

しかし、残響時間が短いなど、音質面の厳しい評価があり、舞台、座席、

ロビーの狭隘により、本格的なコンサートや舞台公演の利用が低いなどの課

題があり、【 イ 】（仮称）の建設が進められています。 

ア （１）高松音楽センター  （２）群馬音楽センター  

          （３）高崎音楽センター  （４）高崎文化芸術センター 

イ （１）群馬音楽センター    （２）高崎音楽センター  

          （３）群馬文化芸術センター  （４）高崎文化芸術センター 

問３７  群馬県立日本
にっぽん

絹の里に関する次の文章のうち、正しいものはどれでしょ

うか。 

（１）日本絹の里は、繭や生糸に関する資料や絹製品などの展示のほか、養

蚕の歴史や蚕の生態などを知ることができる施設です。 

（２）高崎にある日本絹の里は、日本に３つある日本絹の里の１つです。 

（３）日本絹の里は、群馬の絹産業遺産を世界遺産にするという目的を第一

にしてつくられました。 

（４）日本絹の里は、高崎市箕郷町東明屋にあります。 
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問３８  次の文章のうち、【ア】～【エ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれ

どれでしょうか。 

高崎市では、飲み水は利根川、烏川や鏑川などの河川の水やわき水、地下

水を利用するなど、合併後も地域毎に作られ、供給されています。 

この中で、若田町にある若田浄水場は市内で最も大きい浄水場で、一日約

３万５０００立方メートルの水を送り出しています。ここでは薬品を使わず、

ゆっくりとした速度でろ過する【 ア 】方式という方法で、水を浄化して

います。また、正観寺町にある正観寺配水場は２００１（平成１３）年に完成し

た関東地方で【 イ 】大きい貯水施設で、毎日、市民の２割強にあたる

【 ウ 】分の飲み水を供給しています。この水は【 エ 】から引き込ん

だ県央第一水道から送られてきた水で、地震などの時でも高崎市民が３、４

日間生活できるだけの水を蓄えておくことができます。 

ア （１）粉末活性炭ろ過   （２）緩速ろ過   

（３）マンガン接触ろ過  （４）急速ろ過 

イ （１）最も  （２）２番目に  （３）３番目に  （４）４番目に 

ウ （１）２万人  （２）４万人  （３）６万人  （４）８万人 

エ （１）群馬用水  （２）長野堰用水    

（３）滝川用水  （４）天狗岩堰用水 
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問３９  次の文章のうち、【ア】、【イ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれど

れでしょうか。 

内村鑑三は高崎藩の江戸小石川の武士長屋に生れましたが、父親が高崎へ

戻されたため幼少期を高崎城下北曲輪（現柳川町）で過ごしました。烏川で

遊ぶことが楽しみであったことから、生誕１００年記念碑【 ア 】が烏川を

望む【 イ 】に建てられました。高崎英学校などで英語を学び得意とした

こともあり、１８９４（明治２７）年に刊行された『日本及日本人』は初めから

英文で上梓され、その後『代表的日本人』として改訂された先駆的名著と言

われます。 

ア （１）「至誠依神」  （２）「上州人」   

      （３）「上州の夏」  （４）「高崎城所感」 

イ （１）聖石橋東詰  （２）高崎公園    

（３）頼政神社    （４）龍広寺 

問４０  次の文章のうち、【ア】、【イ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれど

れでしょうか。 

高崎の町は、人口や産業経済の要件を整えて、１９００（明治３３年）に市制

を施行しました。このとき初代の高崎市長になったのが【 ア 】でした。 

これより先、今の高崎線が開通する時、【 ア 】は旧下和田村にあった

自分の土地を、高崎駅の用地として寄付し、施設の建設に尽力しました。そ

の後高崎の市街が拡大し、駅のある町名を決めるとき、多くの人が彼の功績

をたたえるため、彼の姓（苗字）を採ろうとしましたが、彼はかたく辞退し

ました。そのため高崎駅がある町名は【 イ 】となり、現在に至っていま

す。 

ア （１）小島
こ じ ま

弥
や

平
へい

  （２）中島
なかじま

伊平
い へ い

（３）楫取素彦
かとりもとひこ

  （４）矢島
や じ ま

八郎
はちろう

イ （１）旭町  （２）八島町  （３）矢島町  （４）鶴見町  
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問４１  次の文章のうち、【ア】～【ウ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれ

どれでしょうか。 

都市計画と集合住宅で著名な建築家であったブルーノ・タウト（１８８０～

１９３８）は、故国ドイツのナチスから逃れて１９３３（昭和８）年に日本にやっ

てきました。故国ドイツで設計し現在も使われている４カ所の集合住宅（日

本では団地）は、２００８（平成２０）年にユネスコの世界文化遺産に登録され

ました。 

タウトは約３年半日本に滞在し、そのうち【 ア 】は高崎の少林山達磨

寺の境内にある【 イ 】で暮らしました。 

タウトは日本滞在中、日本文化に関する多くの著書を残し、中でも

【 ウ 】、伊勢神宮等に対する評価は日本人に多くの影響を与えることに

なります。 

高崎では、家具の設計をはじめ、竹や和紙を使った工芸品を制作し、工芸

運動の指導に携わりました。 

ア （１）３カ月    （２）１年３カ月   

（３）２年３カ月   （４）３年３カ月 

イ （１）碓氷亭  （２）洗心亭  （３）晴月亭  （４）名月亭 

ウ （１）桂離宮  （２）浜離宮  （３）名古屋城  （４）姫路城 

問４２  次の文章のうち、【 】に適するものは、下の選択肢のどれでしょうか。 

大正の中頃、国府村の飯塚鉄太郎らによって、西洋系の長にんじんをもと

に品種改良されたのが【   】です。根の部分が６０～７０センチメートル

で、葉を入れると１メートル以上の長さになり、色がよく甘みがあって香り

も強いうえ煮くずれしにくいので、きんぴらに最適です。１９５１（昭和２６）

年が生産量のピークでしたが、短寸の西洋にんじんが広がり、冷蔵庫に入ら

ない大ぶりなにんじんは敬遠されていきました。 

（１）あかねにんじん  （２）金時にんじん  

（３）国分にんじん   （４）五寸にんじん 
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問４３  次の文章のうち、【ア】～【ウ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれ

どれでしょうか。 

今年はリオデジャネイロ・オリンピックが開かれ､日本選手の活躍が注目

を集めましたが、これまでのオリンピックで高崎市（旧滝川村）出身の相原

信行は、体操競技で金メダルを２個、銀メダルを２個獲得しました。１９５６

（昭和３１）年、【 ア 】オリンピックに出場し、団体と徒手で銀メダルを

獲得しました。個人総合５位・平行棒６位・吊り輪５位でした。１９６０(昭和

３５)年、【 イ 】オリンピックにも出場し、団体と徒手で金メダルを獲得

しました。平行棒４位・吊り輪５位でした。妻の相原（旧姓白須）俊子は 

１９６４(昭和３９）年の【 ウ 】オリンピックに出場し、女子体操団体の銅

メダルを獲得しました。 

ア （１）グルノーブル  （２）東京   

（３）メルボルン   （４）ローマ 

イ （１）グルノーブル  （２）東京    

（３）メルボルン   （４）ローマ 

ウ （１）グルノーブル  （２）東京    

（３）メルボルン   （４）ローマ 

問４４  次の文章のうち、【 】に適するものは、下の選択肢のどれでしょうか。 

庚申信仰は、十干十二支の暦のうち「庚
かのえ

申
さる

」の日の夜に、「三
さん

尸
し

」という

虫が体内から出て、天帝に日常の罪を告げ口するため、短命になるというも

のです。これを避けるため、庚申の日に人々が徹夜で飲食をともにする風習

が生れ、江戸期には全国各地に「庚申塔」が建てられました。 

さて、市内倉渕町川浦地区の浅間神社には、１７９４（寛政６）年建立の

【   】が残されています（高崎市指定重要有形民俗文化財）。これは１

面に２５体の青
しょう

面
めん

金
こん

剛
ごう

像が４面に彫られた（計１００体）大変珍しいものです。 

（１）一石百庚申  （２）庚申塚    

（３）千部供養塔  （４）双体道祖神 
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問４５  次の文章のうち、【ア】、【イ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれど

れでしょうか。 

１９９９（平成１１）年、自主流通米制度が発足し、米が自由販売になると味

の良し悪しが販売に影響するようになり、産地間競争が激化してきました。 

倉渕地域では、清らかで冷たい山あいの水と昼・夜の寒暖差を生かしたお

いしい米がとれますが、昔ながらの【 ア 】によりさらに旨みの増した

【 イ 】を出荷しています。【 イ 】は【 ア 】によりミネラルが増

し、冷めても食感がいいという特徴があります。しかし、手間ひまがかかり、

収穫量が少ないことから、供給量が限られていて、なかなか手に入りにくい

状況にあります。 

ア （１）牛肥  （２）天日干し  （３）籾すり  （４）冷温貯蔵 

イ （１）くらぶち米  （２）おいで米    

      （３）みずぬま米  （４）はんでえ米 

問４６  次の文章のうち、【ア】、【イ】に適するものは、下の選択肢のそれぞれど

れでしょうか。 

地元で生産されたものを地元で消費する「地産地消」は、生産者と消費者

の結びつきを強化するほか、地場農産物の消費を拡大し、地域の農業と関連

産業の活性化にも繋がることから、現在、国を挙げての取り組みが図られて

います。 

高崎市の学校給食では、高崎市で生産が盛んな【 ア 】をふんだんに使

った中華丼の「たかさき丼」や高崎産の小麦「きぬの波」で作られた【 イ 】

を使った麺料理「もてなしうどん」などの献立を提供して、地産地消を推進

しています。 

ア （１）キュウリ    （２）ゴボウ   

（３）チンゲンサイ  （４）トマト 

イ （１）観音うどん  （２）上州うどん    

（３）高崎うどん  （４）だるまうどん 
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