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B 現代では， 建造物は不動産と考えられているが， 日本の伝統的木造建築は移築可

能な動産であった。 八世紀には， 遷都にともなって宮殿の建造物が解体・移築され

三のは普通のことであった。 また， 寺院建築についても， 例えば法隆寺東院伝法堂

は聖武天皇の夫人であった橘古那可智の邸宅の建物を移築したものであり

ひらいた唐招提寺の講堂は平城宮東朝集殿を移築したものであることが知られてい

る。

建造物の移築は中枇以降も行われるが， 近懺初期において， 戦国時代前後に

した寺院を復興する際に顕著にみられる。 例えば，
⑥

星旦がひらいた延暦寺では， 織

による焼き討ちの後豊臣秀吉によって園城寺の仏堂が施入されて西塔釈迦

となり， 光孝天皇が発願し宇多天皇が完成させた仁和寺では， 江戸時代の初めに⑦ ” 

内裏の紫哀殿が移築されて金堂とされた。 また， 醍醐天皇が発願しその子供たちが
⑧ 

•· 

完成させた醍醐寺では， 現在の金堂は豊臣秀吉により紀伊国湯浅の満願寺から移築

されたものである。 こうしたことは単に経済的観点から古い建物をリユ ー スする

というだけではなく， 政治的な意味もあったと考えられる。

問 4 次の史料 1�3は， 下線部④に関連したものである（いずれも原漢文。一部省

略したり， 書き改めたりしたところもある）。これらを参考にして， 史料3に出

てくる建造物の使われ方について説明せよ。
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間1 下線部①について，これらの都市が文明開化の窓口となった理由について説明

せよ。

間2 下線部②に関連して ， 次のような史料がある。青森県が，東北の夏祭りで有名

なねぶた（ねぷた）や，各地の農村で盛んに行われていた虫追い（虫送り）を禁止し

た法令である。史料を読んで，青森県がねぶたや虫追いをどのようなものとみな

していたのか ， そのことを示す二つの史料で共通する語旬を答えよ。また，それ

を踏まえて，なぜ庶民の間に定着していた年中行事がこの時期に禁止されたの

か ， 説明せよ。

間3 下線部③に関連して，改暦後も農村部の多くの地域では，新暦とともに旧暦を

用いる生活が長く党まれていた。農村部が旧暦を使用し続けた理由について，考

えられるところを述べよ。
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間4 下線部④について， なぜGHQは検閲後，『長崎の鐘』の出版を許可しなかった

のか。 GHQによる占領政策をふまえて論ぜよ。
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