
第７回

第１問　古代の中国文明は、華北の黄河文明だけでなく長江文明も注目される。大量の稲籾や

農耕具などとともに水田址も出土した長江文明を代表する浙江省の遺跡は何か。

第２問　漢字の原型となったのは、殷墟から出土した獣の肩甲骨や亀の腹甲に刻まれた文字

である。この文字は何と呼ばれるか。

第３問　紀元前11世紀、西方辺境の氏族が殷を滅ぼして周王朝を樹立した。殷の最後の紂王を

倒した西周の王は誰か。

第４問　春秋時代末に大国であった晋は３国に分裂した。それ以後が戦国時代であるが、

その３国とは韓と趙と何か。

第５問　諸子百家のなかで、名（ことば、つまり概念）と実体の関係について考察し、

「白馬は馬に非ず」などで知られる公孫龍などの学派は何か。

第６問　始皇帝が没すると、陳勝・呉広の乱をはじめ各地で反乱が発生し秦は15年で滅亡した。

動乱の中から農民出身の人物が漢王朝（前漢）を建国したが、それは誰か。

第７問　三顧の礼で迎えられた三国時代の蜀の宰相として著名な人物で、魏を討つための

北伐の途中病没した人物は誰か。

第８問　魏・呉・蜀の三国鼎立の形勢を決定づけた戦いは何か。

第９問　４～５世紀、華北ではおもに遊牧民族によって建てられた多くの政権が興亡した。

これを五胡十六国というが、五胡に含まれる民族をひとつあげよ。

第10問　『魏志倭人伝』によれば、３世紀の日本では桑を植え蚕を飼っていたとあるが、養蚕は

中国から日本に伝来した技術である。では唐代まで中国の農民の衣服の素材は何が主であったか。



第11問　南北朝時代は、戦乱があいつぎ皇帝の支配力は総じて弱体であった。南朝においては

世襲的支配層となり、北朝でも遊牧民族と連合して勢力をほこった社会的階層（身分）は何か。

第12問　唐の第2代皇帝は、中国全土を統一し社会を安定させた。彼は名君として後世まで

理想的君主とされ、その治世は貞観の治として称えられた。この皇帝は誰か。

第13問　唐初に編纂された『隋書』経籍志で四部分類が確立し、以後この分類が漢籍の伝統的な

分類法となった。その四部とは、経、子、集の三つのほか何か。

第14問　宋代では科挙によって選抜された文人官僚が重んじられた。皇帝を支えていた

こうした人びとは何と呼ばれるか。

第15問　宋代には、軍隊や官僚組織を維持する経費が増大して、国家財政が逼迫した。

神宗の命により自作農や商人の保護、財源の確保などの改革をおこなった宰相は誰か。

第16問　11世紀の初めに、北宋は毎年多額の銀や絹を贈ることを条件に現状の国境を維持する

とした和議を結んだ。これは澶淵の盟と呼ばれるが、和議を結んだ相手の国はどこか。

第17問　11世紀ころ、成長が早く日照りに強い占城米が伝えられ、長江下流域で広く栽培される

ようになった。この米は現在のどの国から中国にもたらされたか。

第18問　女真は、中国東北地方で半農・半猟・半牧の生活を送っていた民族である。この民族を

統一し、1115年に王朝を建国した人物は誰か。

第19問　大運河と黄河の接点で物資の大集積地であった北宋の首都の繁栄の様子を描いた

絵画が、張択端の「清明上河図」である。この都市はどこか。

第20問　金の統治する華北において道士王重陽が創始した宗教で、修養を重んじ、儒教・仏教も

取りいれた道教の一派を何と呼ぶか。

第21問　モンゴル帝国（元）は、ユーラシア大陸をまたぐ交通路の整備や国際商人の保護など

通商・貿易振興策を積極的に推進した。その時代に国際的に活躍した商人はどのような商人か。



第22問　穀物栽培に適さない山間部でも栽培が可能なアメリカ大陸伝来の作物として

トウモロコシがある。トウモロコシの栽培が中国で本格化したのはいつの時代か。

第23問　明後期以降、中国各地の大都市に作られた会館・公所とはどのような場所であったか。

第24問　女真の統合に成功したヌルハチ（清の太祖）は、民族名を女真から満州（満洲）に改め、

1636年に国号を大清として皇帝となった。清朝が最初に都をおいたのは現在のどの都市か。

第25問　中国社会では人びとのネットワーク（人間関係）が重要である。明清代に福建・広東等

で発達した同居家族を越えて作られる血族ネットワークは何と呼ばれるか。

第26問　清朝は直轄地と新疆・モンゴル・チベットなどの非直轄地に分けて広大な版図を

支配した。非直轄地の行政を管理するために設けた国家機関は何か。

第27問　清は中華文明の伝統的な学術を尊重する態度をとった。その一環として古今の図書を

集めた叢書として編纂された書籍は何か。

第28問　清代には北方民族の髪型が、彼らへの服属のあかしとして漢族男性にも強制された。

この髪型とは何か。

第29問　アヘン戦争の結果、香港島がイギリスに割譲され、上海などが開港されることと

なった。この条約は何と呼ばれるか。

第30問　太平天国の指導者は、はじめキリスト教の影響を受け、宗教結社の上帝会を組織し、

その後挙兵して太平天国の樹立を宣言した。この指導者とはだれか。

第31問　日清戦争の講和条約によって、清国と朝鮮の冊封関係が否定され、また台湾・澎湖諸島

の日本への割譲などが取り決められた。この条約が結ばれた都市はどこか。

第32問　清末に政治改革により立憲君主制を実現しようと考えていたのが立憲派である。

立憲派の主たる支持基盤となっていたのは、どのような階層か。

第33問　義和団事件の敗北後、清朝は科挙を廃止し海外留学を勧める政策をとったので、

多くの優秀な青年が留学した。李大釗や秋瑾が留学したのはどこの国か。



第34問　新文化運動を通じてマルクス主義やリベラリズムなどの新思想が中国に持ちこまれた。

マルクス主義の立場に立ち、その後中国共産党の創立に加わった人物を一人あげよ。

第35問　アヘン戦争以後、中国は多くの不平等条約で各種の国家主権を失うことになったが、その

回復のための努力も続けられた。抗日戦争前に国民政府が列強から回復した主権は何か。

第36問　日本の侵略に対して国民政府（国民党）と共産党は協力して戦ったが、抗戦勝利後再び

内戦となった。国共内戦が本格化したのは何年か。

第37問　1957年、一時的な言論の自由化で体制批判の声をあげた知識人が一転して批判・弾圧される

こととなった。これは何と呼ばれているか。

第38問　1958年、毛沢東は農村に人民公社を設けるとともに、資金や技術が不十分のまま急速な

工業化をめざす大躍進政策を始めた。しかしこの政策は大失敗に終わった。この失敗による餓死者

の規模はどの程度と見積もられているか。

第39問　アメリカは長期間中華人民共和国を承認せず、中国を代表するのは中華民国政府との立場

をとり続けた。これが変化したのは1970年代である。最初に中国を訪問したアメリカ大統領は誰か。

第40問　周恩来首相追悼のために天安門広場の人民英雄記念碑に捧げた花輪が撤去されたことから

始まった第１次天安門事件の結果、その黒幕として副首相の職を解任されたのは誰か。


