
小５社会(下) 第 7 回 室町
むろまち

時代 要点解答 1    2023/09/24 改訂      氏名( 尊
たか

氏
うじ

湖
でご

沙流
ざ る

)
漢字で書けるようにしておくこと。ただし、※印のところは、ひらがなでも正解にします。

1 後
ご

醍
だ い

醐
ご

※ 28 永楽
え い ら く

通宝
つ う ほ う

55 土
ど

倉
そ う

2 1333 29 琉球
りゅうきゅう

56 門前
も ん ぜ ん

町
ま ち

3 足利
あしかが

尊
たか

氏
うじ

30 堺
さかい

57 善光
ぜんこう

寺
じ

4 1334 31 博多
は か た

58 20

5 建武
け ん む

の新政
し ん せ い

32 1428 59 北山
き た や ま

文化

6 征夷
せ い い

大将軍
たいしょうぐん

33 滋賀 60 金閣
き ん か く

7 管領
か ん れ い

34 正長
しょうちょう

61 鹿
ろ く

苑
お ん

寺
じ

※

8 侍
さむらい

所
どころ

35 徳
とく

政令
せいれい

62 花の御所
ご し ょ

9 守
し ゅ

護
ご

36 1485 63 東山
ひがしやま

文化

10 足利
あ し か が

義満
よ し み つ

37 山城
や ま し ろ

64 銀閣
ぎ ん か く

11 明
みん

38 1488 65 慈
じ

照
しょう

寺
じ

※

12 1392 39 加賀
か が

66 書院
しょいん

造
づくり

13 倭寇
わ こ う

40 足利
あ し か が

義政
よ し ま さ

67 大鋸
お が

※

14 金印
きんいん

41 1467 68 雪舟
せっしゅう

15 聖
しょう

徳
とく

太
たい

子
し

42 応仁
お う に ん

の乱 69 枯
か れ

山水
さ ん す い

16 勘合
か ん ご う

43 日
ひ

野
の

富
とみ

子
こ

70 観
か ん

阿
あ

弥
み

17 遣明船
け ん み ん せ ん

44 わせ(早稲
わ せ

) 71 世阿弥
ぜ あ み

18 木綿
も め ん

45 カ 72 狂言
きょうげん

19 ハングル 46 イ 平安時代に始まったもの(5)
…節分

せつぶん

七夕
たなばた

  ひな祭り 竹取物語 祇園
ぎおん

祭
まつり

鎌倉時代に始まったもの(3)
…牛馬

ぎゅうば

を耕作
こうさく

に利用して草や木の灰を肥料
ひりょう

に使う 二毛作
にもうさく

が

西日本に広まる 月 3 回の定期市

室町時代に始まったもの(20)
…門前町

もんぜんまち

節句
せ っ く

  正月の行事

水車をかんがいに使う 灰や人糞
じんぷん

・えごまのしぼりかすなどの

肥料
ひりょう

を使う 水墨画
すいぼくが

  能楽
のうがく

狂言
きょうげん

1 日 3 食 とうふ

味噌
み そ

まんじゅう  醤油
しょうゆ

うどん 盆
ぼん

踊り 茶の湯
れ ん が こ そ で

20 ① 47 ウ

21 ① 48 ア

22 ② 49 キ

23 ② 50 ク

24 ③ 51 惣
そ う

(惣
そ う

村
そ ん

)※

25 ① 52 寄合
よりあい

26 ③ 53 馬借
ば し ゃ く

27 ① 54 問屋
と い や

記述 1 天皇が権力
け ん り ょ く

を一人でにぎろうとしたため、政治の事務
じ む

がとどこおり、正式の書類
し ょ る い

を待ちきれない者たちに

よって偽
に せ

の命令書が出された。

記述 2 天皇の政治は、公家
く げ

や寺社
じ し ゃ

の利益を優先
ゆ う せ ん

するもので、鎌倉
か ま く ら

幕府
ば く ふ

を倒
た お

した武士たちにはほうびが少なく、

反感
は ん か ん

を買った。



小５社会(下) 第 7 回 室町
むろまち

時代 要点解答 2    2023/09/24 改訂      氏名( 足利
あしかが

尊子
た か こ

)

記述 3 天皇の住まいをつくるための新
あ ら

たな税を取り立てたため。

記述 4 火薬
か や く

をつくるための原料。

記述 5 薬として使った。

記述 6 ○人に危害
き が い

をくわえる。○畑などをあらす。

記述 7 ○水田に引く水の供給地
き ょ う き ゅ う ち

としてのはたらき。○薪
ま き

などの燃料の供給地
き ょ う き ゅ う ち

としてのはたらき。

○家や農具を作るための供給地
き ょ う き ゅ う ち

としてのはたらき。

記述 8 応仁
お う に ん

の乱を避
さ

けて、貴族
き ぞ く

や僧
そ う

が地方の有力者
ゆ う り ょ く し ゃ

をたよって地方に下
く だ

ったため、地方に都
みやこ

の文化が

広がった。


