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２
０
２
２
年
度
入
学
試
験
問
題

日
本
史
Ｂ

日
本

史
Ｂ

―
	2

4	
―

Ⅰ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

以
下

の
問

い
（
問
１

〜
問
５

）
に

答
え

な
さ

い
。

　
７

世
紀

初
頭

、
中

国
で

は
唐

王
朝

が
成

立
し

、
隋

を
滅

ぼ
し

て
中

国
を

統
一

し
た

。
こ

の
唐

王
朝

は
、

西
域

を
は

じ
め

と
し

た
各

地
と

の
交

易
も

盛
ん

に
な

り
、

都
の

長
安

は
、

世
界

を
代

表
す

る
国

際
都

市
と

し
て

発
展

し
て

い
っ

た
。

　
日

本
は

、
Ａ
推

古
天

皇
の

時
代

に
隋

王
朝

へ
と

使
節

を
派

遣
し

て
い

た
が

、
唐

王
朝

に
対

し
て

も
引

き
続

き
Ｂ
遣

唐
使

を
派

遣
し

た
。

こ
の

遣
唐

使
は

、
89

4（
寛

平
６

）
年

の
	

Ｃ
	の

建
議

に
よ

る
派

遣
中

止
に

至
る

ま
で

十
数

回
に

わ
た

っ
て

海
を

わ
た

り
、

唐
の

政
治

・
文

化
や

文
物

を
日

本
へ

と
伝

え
る

役
割

を
果

た
し

た
。

　
し

か
し

、
造

船
や

渡
航

技
術

は
未

だ
十

分
で

は
な

く
、

行
き

帰
り

の
海

上
で

遭
難

す
る

こ
と

も
多

か
っ

た
。

仏
教

の
伝

戒
師

を
求

め
る

日
本

か
ら

の
懇

願
を

受
け

て
日

本
に

渡
る

こ
と

を
決

意
し

た
鑑

真
も

、船
の

難
破

な
ど

で
五

回
も

渡
海

に
失

敗
す

る
。

し
か

し
、

75
3（

天
平

勝
宝

５
）

年
に

遣
唐

使
の

帰
国

船
に

乗
っ

て
つ

い
に

日
本

に
渡

る
こ

と
に

成
功

し
た

。
鑑

真
は

平
城

京
に

入
り

、
Ｄ
東

大
寺

に
迎

え
ら

れ
た

。
大

仏
殿

前
に

戒
壇

が
設

け
ら

れ
、

聖
武

太
上

天
皇

、
光

明
皇

太
后

、
孝

謙
天

皇
ほ

か
、

多
く

の
僧

侶
が

鑑
真

か
ら

受
戒

し
た

。
後

に
鑑

真
は
Ｅ
唐

招
提

寺
を

つ
く

り
、

そ
こ

で
死

去
し

た
。

問
１

　
下

線
部
Ａ

に
関

し
て

、
推

古
天

皇
の

治
世

の
出

来
事

に
つ

い
て

説
明

し
た

も
の

と
し

て
最

も
適

当
な

記
述

を
次

の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

大
臣

で
あ

っ
た

蘇
我

馬
子

に
代

わ
っ

て
厩

戸
王

（
厩

戸
皇

子
・

聖
徳

太
子

）
が

政
権

に
参

画
し

た
。

ｂ
　

建
立

さ
れ

た
斑

鳩
寺

（
法

隆
寺

）
は

、
大

王
家

や
諸

豪
族

の
保

護
下

か
ら

外
れ

て
独

立
し

た
。

ｃ
　

憲
法

十
七

条
と

冠
位

十
二

階
を

制
定

し
て

政
治

や
儀

礼
制

度
を

整
え

た
。

ｄ
　

遣
隋

使
が

持
参

し
た

国
書

に
隋

の
煬

帝
が

激
怒

し
た

た
め

、
隋

か
ら

の
国

使
派

遣
は

見
送

ら
れ

た
。

問
２

　
下

線
部
Ｂ

に
関

連
し

て
、

入
唐

し
た

人
物

に
関

し
て

述
べ

た
次

の
文
ア

・
イ

に
つ

い
て

、
そ

の
正

誤
の

組
合

せ
と

し
て

正
し

い
も

の
を

下
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ア
　

阿
倍

仲
麻

呂
は

、
玄

宗
皇

帝
の

信
任

を
得

て
唐

王
朝

に
仕

え
た

が
、

帰
国

出
来

ず
に

長
安

で
死

去
し

た
。

イ
　

吉
備

真
備

は
、

唐
か

ら
の

帰
国

後
、

橘
諸

兄
の

政
権

に
参

画
し

た
が

、
藤

原
仲

麻
呂

に
は

冷
遇

さ
れ

た
。

ａ
　
ア

　
正

　
　
イ

　
正

　
　

　
　

　
　

　
　
ｂ

　
ア

　
正

　
　
イ

　
誤

ｃ
　
ア

　
誤

　
　
イ

　
正

　
　

　
　

　
　

　
　
ｄ

　
ア

　
誤

　
　
イ

　
誤

問
３

　
空

欄
Ｃ

に
入

る
人

物
と

し
て

最
も

適
当

な
も

の
を

次
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

菅
原

道
真

　
　

　
　
ｂ

　
小

野
妹

子
　

　
　

　
ｃ

　
藤

原
道

長
　

　
　

　
ｄ

　
犬

上
御

田
鍬
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問
４

　
下

線
部
Ｄ

に
関

連
し

て
、

大
仏

造
立

の
詔

を
発

し
た

聖
武

天
皇

の
治

世
の

出
来

事
に

つ
い

て
説

明
し

た
も

の
と

し
て

最
も

適
当

な
記

述
を

次
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

白
村

江
の

戦
い

の
敗

北
後

、
大

津
に

都
を

移
し

、
そ

こ
で

近
江

令
を

編
纂

さ
せ

た
と

さ
れ

る
。

ｂ
　

藤
原

仲
麻

呂
の

専
権

が
目

立
ち

、
こ

れ
を

除
こ

う
と

し
た

橘
奈

良
麻

呂
が

囚
わ

れ
て

獄
死

し
た

。
ｃ

　
道

鏡
が

政
治

の
実

権
を

握
り

太
政

大
臣

禅
師

と
な

る
も

、
宇

佐
八

幡
神

託
事

件
の

後
、

失
脚

し
た

。
ｄ

　
藤

原
四

兄
弟

が
長

屋
王

を
除

い
て

政
治

の
実

権
を

握
る

が
、

天
然

痘
に

よ
っ

て
相

次
い

で
病

死
し

た
。

問
５

　
下

線
部
Ｅ

に
関

連
し

て
、

天
平

時
代

の
作

品
と

し
て

正
し

い
組

合
せ

を
次

の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　『

性
霊

集
』　

－
　

薬
師

寺
吉

祥
天

像
ｂ

　『
万

葉
集

』　
－

　
神

護
寺

両
界

曼
荼

羅
ｃ

　『
凌

雲
集

』　
－

　
室

生
寺

五
重

塔
ｄ

　『
懐

風
藻

』　
－

　
法

隆
寺

夢
殿
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問
９

　
下

線
部
Ｉ

に
関

し
て

、
蒙

古
襲

来
後

の
鎌

倉
幕

府
の

政
策

と
し

て
最

も
適

切
な

も
の

を
次

の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

鎮
西

探
題

を
置

い
た

。
ｂ

　
六

波
羅

探
題

を
置

い
た

。
ｃ

　
異

国
警

固
番

役
を

定
め

た
。

ｄ
　

御
成

敗
式

目
を

定
め

た
。

問
10

　
下

線
部
Ｊ

に
つ

い
て

述
べ

た
次

の
文
ア

・
イ

に
つ

い
て

、
そ

の
正

誤
の

組
合

せ
と

し
て

正
し

い
も

の
を

下
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ア
　

執
権

・
連

署
・

評
定

衆
に

よ
る

合
議

が
形

骸
化

し
、

北
条

氏
嫡

流
の

得
宗

と
そ

の
一

門
及

び
得

宗
の

被
官

で
あ

る
御

内
人

へ
と

権
力

を
集

中
さ

せ
、

政
治

の
実

権
を

握
っ

た
の

が
得

宗
専

制
政

治
で

あ
る

。
イ

　
霜

月
騒

動
で

内
管

領
の

平
頼

綱
が

有
力

御
家

人
の

安
達

泰
盛

に
よ

っ
て

滅
ぼ

さ
れ

た
が

、
安

達
泰

盛
も

ま
た

北
条

貞
時

に
よ

っ
て

排
除

さ
れ

、
得

宗
専

制
政

治
が

確
立

し
た

。

ａ
　
ア

　
正

　
　
イ

　
正

　
　

　
　

　
　

　
　
ｂ

　
ア

　
正

　
　
イ

　
誤

ｃ
　
ア

　
誤

　
　
イ

　
正

　
　

　
　

　
　

　
　
ｄ

　
ア

　
誤

　
　
イ

　
誤
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Ⅱ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

以
下

の
問

い
（
問
６

〜
問
10

）
に

答
え

な
さ

い
。

モ
ン

ゴ
ル

帝
国

を
建

国
し

た
チ

ン
ギ

ス
＝

ハ
ー

ン
の

孫
に

あ
た

る
フ

ビ
ラ

イ
＝

ハ
ー

ン
は

、
都

を
大

都
（

北
京

）
に

遷
し

、
12

71
（

文
永

８
）
年

、国
号

に
大

元
を

加
え

た
（

元
朝

の
成

立
）。

こ
の

フ
ビ

ラ
イ

＝
ハ

ー
ン

が
、た

び
た

び
国

書
を

日
本

に
送

っ
て

朝
貢

を
求

め
て

き
た

が
、
Ｆ
鎌

倉
幕

府
は

、
こ

れ
を

拒
絶

。
時

の
執

権
	

Ｇ
	は

、
九

州
地

方
に

所
領

を
持

つ
東

国
御

家
人

に
向

け
て

「
異

国
の

防
御

」
に

あ
た

る
た

め
九

州
へ

と
向

か
う

こ
と

を
指

示
し

、
筑

前
、

肥
前

の
防

衛
を

命
じ

た
。

　
12

74
（

文
永

11
）

年
と

12
81

（
弘

安
４

）
年

の
２

度
に

わ
た

っ
て

フ
ビ

ラ
イ

=
ハ

ー
ン

は
日

本
へ

の
遠

征
軍

を
送

っ
た

が
、

こ
の

軍
勢

は
２

度
と

も
退

け
ら

れ
た

。
こ

の
２

度
に

わ
た

る
元

軍
の

来
襲

を
蒙

古
襲

来
、

の
ち

に
Ｈ
元

寇
と

呼
ば

れ
る

こ
と

に
な

る
。

　
い

っ
ぽ

う
幕

府
は

、
襲

来
し

た
元

軍
に

勝
利

し
た

も
の

の
領

土
や

金
銭

を
新

た
に

得
た

わ
け

で
は

な
か

っ
た

た
め

、
武

士
た

ち
に

対
し

て
十

分
な

恩
賞

を
与

え
る

こ
と

が
出

来
な

か
っ

た
。

さ
ら

に
２

度
の

元
軍

の
来

攻
を

退
け

た
も

の
の

、
い

つ
３

度
目

の
襲

来
が

あ
る

の
か

分
か

ら
な

い
な

か
、

幕
府

は
、

御
家

人
た

ち
に

対
し

て
Ｉ
引

き
続

き
九

州
北

部
の

沿
岸

警
備

を
命

じ
た

。
九

州
防

衛
の

継
続

的
な

負
担

を
強

い
ら

れ
る

な
か

、
御

家
人

の
窮

乏
は

厳
し

さ
を

増
し

て
い

く
。

そ
し

て
Ｊ
得

宗
専

制
政

治
の

進
展

が
御

家
人

た
ち

の
疎

外
感

を
醸

成
さ

せ
、

幕
府

へ
の

不
信

と
不

満
を

高
め

て
い

っ
た

の
で

あ
っ

た
。

問
６

　
下

線
部
Ｆ

に
関

連
し

て
、

鎌
倉

幕
府

の
成

立
に

つ
い

て
述

べ
た

次
の

文
Ⅰ

〜
Ⅲ

に
つ

い
て

、
古

い
も

の
か

ら
年

代
順

に
正

し
く

配
列

し
た

も
の

を
、

下
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

Ⅰ
　

守
護

・
地

頭
の

任
命

権
を

獲
得

す
る

。
Ⅱ

　
源

頼
朝

が
征

夷
大

将
軍

に
任

命
さ

れ
る

。
Ⅲ

　
侍

所
を

設
置

し
、

和
田

義
盛

を
別

当
に

任
命

し
た

。

ａ
　

Ⅰ
－

Ⅱ
－

Ⅲ
　

　
　
ｂ

　
Ⅱ

－
Ⅰ

－
Ⅲ

　
　

　
ｃ

　
Ⅲ

－
Ⅰ

－
Ⅱ

　
　

　
ｄ

　
Ⅰ

－
Ⅲ

－
Ⅱ

問
７

　
空

欄
Ｇ

に
入

る
人

名
を

次
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

北
条

政
村

　
　

　
　
ｂ

　
北

条
時

宗
　

　
　

　
ｃ

　
北

条
長

時
　

　
　

　
ｄ

　
北

条
時

頼

問
８

　
下

線
部
Ｈ

に
関

す
る

説
明

と
し

て
最

も
適

当
な

記
述

を
次

の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

元
軍

は
東

路
軍

、
江

南
軍

に
分

か
れ

て
襲

来
し

、
博

多
に

上
陸

し
た

。
元

軍
の

集
団

戦
法

を
前

に
、

一
騎

討
ち

戦
法

を
主

と
す

る
日

本
軍

は
苦

戦
し

た
が

、
暴

風
雨

の
被

害
に

よ
り

撤
退

し
た

。
こ

れ
を

文
永

の
役

と
呼

ぶ
。

　
　
ｂ

　
元

軍
の

集
団

戦
法

や
「

て
つ

は
う

」
と

呼
ば

れ
た

火
器

の
前

に
日

本
軍

は
苦

戦
し

た
が

、
事

前
の

防
備

の
た

め
博

多
　

　
　

　
上

陸
を

防
ぐ

。
そ

の
後

、
元

軍
は

交
戦

の
結

果
を

受
け

て
退

却
し

た
。

こ
れ

を
文

永
の

役
と

呼
ぶ

。
ｃ

　
元

軍
は

対
馬

、
壱

岐
の

攻
略

の
後

、
博

多
に

上
陸

し
た

。
集

団
戦

法
や

「
て

つ
は

う
」

と
呼

ば
れ

た
火

器
の

前
に

日
本

軍
は

苦
戦

す
る

も
、

元
軍

は
交

戦
の

結
果

を
受

け
て

退
却

し
た

。
こ

れ
を

弘
安

の
役

と
呼

ぶ
。

ｄ
　

元
軍

は
東

路
軍

、
江

南
軍

に
分

か
れ

て
襲

来
し

た
が

、
日

本
軍

に
よ

る
事

前
の

防
備

の
た

め
、

博
多

に
上

陸
出

来
ず

苦
戦

し
て

い
る

と
こ

ろ
、

暴
風

雨
の

被
害

に
よ

り
撤

退
し

た
。

こ
れ

を
弘

安
の

役
と

呼
ぶ

。
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２
年
度
入
学
試
験
問
題

日
本
史
Ｂ

―
	2

9	
―

問
13

　
空

欄
Ｍ

に
入

る
語

句
を

次
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

唐
人

屋
敷

　
　

　
ｂ

　
倭

館
　

　
　
ｃ

　
出

島
　

　
　
ｄ

　
蔵

屋
敷

問
14

　
下

線
部
Ｎ

に
関

連
し

て
、

新
井

白
石

の
政

策
に

つ
い

て
の

説
明

と
し

て
最

も
適

当
な

記
述

を
次

の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

慶
長

小
判

よ
り

も
金

の
含

有
量

が
約

半
分

の
正

徳
小

判
を

鋳
造

し
て

、
元

禄
小

判
に

よ
る

混
乱

し
た

貨
幣

流
通

を
回

復
し

よ
う

と
し

た
。

ｂ
　

服
忌

令
を

は
じ

め
と

し
て

、
５

代
将

軍
・

徳
川

綱
吉

の
忠

孝
・

礼
儀

を
重

ん
ず

る
政

治
を

受
け

継
ぎ

、
生

類
憐

れ
み

の
令

も
継

続
し

た
。

ｃ
　

長
崎

貿
易

で
は

オ
ラ

ン
ダ

船
は

２
艘

・
銀

高
30

00
貫

、
中

国
船

は
30

艘
・

銀
高

60
00

貫
に

貿
易

額
を

制
限

し
て

い
た

が
、

こ
の

制
限

額
を

撤
廃

す
る

海
舶

互
市

新
例

を
定

め
た

。
ｄ

　
そ

れ
ま

で
宮

家
は

３
家

し
か

な
く

、
し

か
も

多
く

の
皇

子
・

皇
女

が
出

家
し

て
門

跡
寺

院
に

入
室

し
て

い
た

た
め

、
特

例
と

し
て

閑
院

宮
家

を
新

た
に

創
設

し
て

朝
廷

と
の

協
調

関
係

に
力

を
注

い
だ

。

問
15

　
下

線
部
Ｏ

に
関

連
し

て
、

田
沼

意
次

の
政

策
に

つ
い

て
の

説
明

と
し

て
最

も
適

当
な

記
述

を
次

の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

銅
座

・
人

参
座

な
ど

の
座

を
設

け
て

専
売

制
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
商

品
生

産
・

流
通

を
統

制
し

て
市

場
を

独
占

し
て

い
た

同
業

組
合

の
「

株
仲

間
」

を
解

散
さ

せ
た

。
ｂ

　
商

品
経

済
の

発
展

に
伴

い
商

人
か

ら
運

上
・

冥
加

を
取

り
立

て
る

と
と

も
に

、
増

加
す

る
貨

幣
需

要
に

対
応

す
る

た
め

、
計

数
貨

幣
と

し
て

便
利

な
南

鐐
弐

朱
銀

を
大

量
に

鋳
造

し
た

。
ｃ

　
下

総
の

印
旛

沼
・

手
賀

沼
の

干
拓

に
大

坂
な

ど
の

商
業

資
本

を
積

極
的

に
活

用
し

て
取

り
組

み
、

耕
地

拡
大

に
よ

る
年

貢
収

入
の

増
加

に
成

功
し

た
。

ｄ
　

工
藤

平
助

『
赤

蝦
夷

風
説

考
』

に
注

目
し

て
２

度
に

わ
た

っ
て

近
藤

重
蔵

ら
の

調
査

隊
を

蝦
夷

地
に

派
遣

し
、

ロ
シ

ア
と

の
交

易
の

可
能

性
を

調
査

さ
せ

る
と

と
も

に
、

蝦
夷

地
を

幕
府

直
轄

と
す

る
開

発
計

画
を

進
め

よ
う

と
し

た
。
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Ⅲ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

以
下

の
問

い
（
問
11

〜
問
15

）
に

答
え

な
さ

い
。

　
江

戸
幕

府
初

期
の

対
外

政
策

は
、

キ
リ

ス
ト

教
は

禁
じ

る
が
Ｋ
貿

易
を

推
奨

す
る

と
い

う
も

の
で

あ
っ

た
。

し
か

し
島

原
の

乱
の

後
、幕

府
の

キ
リ

ス
ト

教
に

対
す

る
警

戒
心

が
さ

ら
に

深
ま

り
、1

63
9（

寛
永

16
）年

に
ポ

ル
ト

ガ
ル

船
の

来
航

を
禁

止
し

、
16

41
（

寛
永

28
）

年
に

は
平

戸
に

あ
っ

た
オ

ラ
ン

ダ
商

館
を

長
崎

に
移

し
て

、
オ

ラ
ン

ダ
人

と
日

本
人

と
の

自
由

な
交

流
を

禁
止

し
た

。
こ

う
し

て
、
Ｌ
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

と
の

交
渉

は
、

長
崎

の
オ

ラ
ン

ダ
の

み
に

限
定

さ
れ

る
こ

と
に

な
っ

た
。

た
だ

、
長

崎
に

は
中

国
船

も
多

数
来

航
し

て
い

た
。

そ
の

た
め

、
中

国
人

に
対

し
て

も
貿

易
管

理
と

キ
リ

ス
ト

教
伝

播
防

止
の

た
め

、
長

崎
の

町
に

	
Ｍ

	を
設

け
て

監
視

を
し

た
。

　
長

崎
貿

易
に

よ
っ

て
金

・
銀

・
銅

の
流

出
が

激
し

く
、

幕
府

は
対

応
を

求
め

ら
れ

た
。

徳
川

家
宣

の
信

任
を

得
て

政
治

に
参

画
し

た
Ｎ
新

井
白

石
は

、
国

内
経

済
の

立
て

直
し

を
図

る
と

同
時

に
、

長
崎

貿
易

に
も

対
応

し
た

。
　

新
井

白
石

の
後

、 Ｏ
田

沼
意

次
も

長
崎

貿
易

振
興

を
試

み
て

、銅
の

代
わ

り
に
「

俵
物

」
を

中
国

向
け

の
輸

出
品

に
す

る
な

ど
、

幕
末

に
至

る
ま

で
幕

府
は

海
外

貿
易

の
管

理
に

苦
心

し
た

。

問
11

　
下

線
部
Ｋ

に
関

連
し

て
、

江
戸

幕
府

の
貿

易
政

策
に

つ
い

て
説

明
し

た
次

の
文
ア

・
イ

に
つ

い
て

、
そ

の
正

誤
の

組
合

せ
と

し
て

正
し

い
も

の
を

下
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ア
　

ポ
ル

ト
ガ

ル
商

船
に

よ
る

生
糸

の
利

益
独

占
に

対
抗

す
る

た
め

、
特

定
の

商
人

に
輸

入
生

糸
を

一
括

購
入

さ
せ

る
糸

割
符

制
度

を
導

入
し

た
。

イ
　

中
国

が
海

禁
政

策
を

採
っ

て
い

た
た

め
、

貿
易

許
可

を
得

た
船

で
あ

る
こ

と
を

証
明

す
る

た
め

の
「

勘
合

」
と

い
う

信
符

を
使

用
し

た
勘

合
貿

易
が

盛
ん

だ
っ

た
。

ａ
　
ア

　
正

　
　
イ

　
正

　
　

　
　

　
　

　
　
ｂ

　
ア

　
正

　
　
イ

　
誤

ｃ
　
ア

　
誤

　
　
イ

　
正

　
　

　
　

　
　

　
　
ｄ

　
ア

　
誤

　
　
イ

　
誤

問
12

　
下

線
部
Ｌ

に
関

連
し

て
、

江
戸

時
代

の
蘭

学
・

洋
学

に
つ

い
て

の
説

明
と

し
て

最
も

適
当

な
記

述
を

次
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

新
井

白
石

は
、

キ
リ

ス
ト

教
布

教
の

た
め

に
日

本
に

潜
入

し
て

捕
ら

え
ら

れ
た

イ
タ

リ
ア

人
宣

教
師

シ
ド

ッ
チ

を
尋

問
し

て
世

界
の

地
理

・
風

俗
を

記
録

し
、『

海
国

兵
談

』『
三

国
通

覧
図

説
』

を
著

し
た

。
ｂ

　
徳

川
吉

宗
は

、
キ

リ
ス

ト
教

関
係

以
外

の
漢

訳
洋

書
の

輸
入

制
限

を
緩

和
す

る
と

と
も

に
、

前
野

良
沢

・
杉

田
玄

白
に

命
じ

て
蘭

学
を

学
ば

せ
た

。
ｃ

　
フ

ェ
ー

ト
ン

号
事

件
を

き
っ

か
け

に
洋

学
者

の
渡

辺
崋

山
や

高
野

長
英

は
幕

府
の

異
国

船
打

払
令

を
批

判
し

た
が

、
幕

府
は

幕
政

批
判

の
罪

で
２

人
を

逮
捕

し
処

罰
し

た
。

ｄ
　

幕
府

は
天

文
方

に
蛮

書
和

解
御

用
を

置
き

、
洋

書
の

翻
訳

を
さ

せ
て

い
た

が
、

幕
末

に
な

る
と

独
立

さ
せ

て
洋

学
所

を
建

て
、

蕃
書

調
所

と
改

称
し

、
洋

学
の

教
育

機
関

と
な

っ
た

。
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問
19

　
下

線
部
Ｓ

に
関

す
る

説
明

と
し

て
最

も
適

切
な

記
述

を
次

の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

日
本

訪
問

中
の

ロ
シ

ア
皇

太
子

が
玄

洋
社

の
活

動
家

に
襲

わ
れ

て
負

傷
し

た
事

件
で

あ
り

、
政

府
は

大
逆

罪
を

適
用

す
る

よ
う

に
司

法
に

圧
力

を
か

け
た

が
、

大
審

院
長

児
島

惟
謙

は
こ

れ
を

拒
否

し
て

司
法

権
の

独
立

を
守

っ
た

。
ｂ

　
日

本
訪

問
中

の
ロ

シ
ア

皇
太

子
が

玄
洋

社
の

活
動

家
に

襲
わ

れ
て

負
傷

し
た

事
件

で
あ

り
、

政
府

は
大

逆
罪

を
適

用
す

る
よ

う
に

司
法

に
圧

力
を

か
け

て
、

大
審

院
長

児
島

惟
謙

を
辞

職
に

追
い

込
ん

だ
。

ｃ
　

日
本

訪
問

中
の

ロ
シ

ア
皇

太
子

が
警

固
の

巡
査

に
襲

わ
れ

て
負

傷
し

た
事

件
で

あ
り

、
政

府
は

大
逆

罪
を

適
用

す
る

よ
う

に
司

法
に

圧
力

を
か

け
た

が
、

大
審

院
長

児
島

惟
謙

は
こ

れ
を

拒
否

し
て

司
法

権
の

独
立

を
守

っ
た

。
ｄ

　
日

本
訪

問
中

の
ロ

シ
ア

皇
太

子
が

警
固

の
巡

査
に

襲
わ

れ
て

負
傷

し
た

事
件

で
あ

り
、

政
府

は
大

逆
罪

を
適

用
す

る
よ

う
に

司
法

に
圧

力
を

か
け

、
大

審
院

長
児

島
惟

謙
を

辞
職

に
追

い
込

ん
だ

。

問
20

　
下

線
部
Ｔ

に
関

し
て

、
こ

の
と

き
の

外
務

大
臣

と
改

正
内

容
に

つ
い

て
正

し
い

組
合

せ
を

次
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

陸
奥

宗
光

　
　

－
　

領
事

裁
判

権
の

撤
廃

ｂ
　

陸
奥

宗
光

　
　

－
　

関
税

自
主

権
の

回
復

ｃ
　

小
村

寿
太

郎
　

－
　

領
事

裁
判

権
の

撤
廃

ｄ
　

小
村

寿
太

郎
　

－
　

関
税

自
主

権
の

回
復
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Ⅳ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

以
下

の
問

い
（
問
16

〜
問
20

）
に

答
え

な
さ

い
。

　
江

戸
幕

府
が

欧
米

諸
国

と
結

ん
だ

不
平

等
条

約
の

改
正

は
、

明
治

の
Ｐ
新

政
府

に
と

っ
て

非
常

に
重

要
な

外
交

課
題

で
あ

っ
た

。
新

政
府

は
、

18
71

（
明

治
４

）
年

に
	

Ｑ
	を

大
使

と
す

る
使

節
団

を
欧

米
に

派
遣

し
、

欧
米

諸
国

の
国

情
視

察
に

あ
た

ら
せ

る
と

同
時

に
、

条
約

改
正

の
予

備
交

渉
を

試
み

た
。

し
か

し
、

日
本

国
内

は
未

だ
法

体
系

が
十

分
に

整
っ

て
お

ら
ず

、
近

代
的

諸
制

度
が

確
立

し
て

い
な

か
っ

た
た

め
、

ほ
と

ん
ど

相
手

に
さ

れ
る

こ
と

は
な

か
っ

た
。

　
そ

の
後

、
寺

島
宗

則
に

は
じ

ま
り

、
井

上
馨

や
Ｒ
大

隈
重

信
が

、
外

相
と

な
っ

て
条

約
改

正
交

渉
を

進
め

た
も

の
の

、
い

ず
れ

も
失

敗
に

終
わ

っ
た

。
　

あ
と

を
受

け
た

青
木

周
蔵

が
イ

ギ
リ

ス
と

対
等

合
意

を
目

指
し

た
条

約
改

正
交

渉
に

あ
た

り
、

ロ
シ

ア
の

極
東

進
出

に
警

戒
感

を
抱

い
て

い
た

イ
ギ

リ
ス

は
合

意
に

傾
い

て
い

っ
た

。
し

か
し

、
18

91
（

明
治

24
）

年
、
Ｓ
大

津
事

件
が

お
こ

り
、

青
木

が
引

責
辞

職
し

た
た

め
改

正
交

渉
は

再
び

頓
挫

す
る

。
　

そ
の

後
、

第
２

次
伊

藤
内

閣
の

と
き

、
東

ア
ジ

ア
に

お
け

る
日

本
の

地
位

を
重

く
み

た
イ

ギ
リ

ス
が

あ
ら

た
め

て
条

約
改

正
に

応
じ

、
18

94
（

明
治

27
）

年
、
Ｔ
日

英
通

商
航

海
条

約
が

締
結

さ
れ

た
。

問
16

　
下

線
部
Ｐ

に
関

連
し

て
、

明
治

新
政

府
の

改
革

に
つ

い
て

述
べ

た
次

の
文

Ⅰ
〜

Ⅲ
に

つ
い

て
、

古
い

も
の

か
ら

年
代

順
に

正
し

く
配

列
し

た
も

の
を

、
下

の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

Ⅰ
　

政
体

書
の

発
布

Ⅱ
　

廃
藩

置
県

の
実

施
Ⅲ

　
徴

兵
令

の
公

布

ａ
　

Ⅰ
－

Ⅱ
－

Ⅲ
　

　
　
ｂ

　
Ⅱ

－
Ⅰ

－
Ⅲ

　
　

　
ｃ

　
Ⅲ

－
Ⅰ

－
Ⅱ

　
　

　
ｄ

　
Ⅰ

－
Ⅲ

－
Ⅱ

問
17

　
空

欄
Ｑ

に
入

る
人

名
を

次
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

西
郷

隆
盛

　
　

　
ｂ

　
岩

倉
具

視
　

　
　
ｃ

　
三

条
実

美
　

　
　
ｄ

　
徳

川
慶

喜

問
18

　
下

線
部
Ｒ

に
関

連
し

て
、

大
隈

重
信

に
関

わ
る

出
来

事
の

説
明

と
し

て
最

も
適

切
な

記
述

を
次

の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

外
相

と
な

っ
た

大
隈

重
信

は
、

鹿
鳴

館
で

の
舞

踏
会

を
開

く
な

ど
欧

化
政

策
を

推
進

し
た

が
、

急
速

で
皮

相
的

な
欧

化
熱

や
、

外
国

人
判

事
の

任
用

を
認

め
た

条
約

改
正

案
に

対
す

る
世

間
の

反
発

が
強

く
、

辞
任

に
追

い
込

ま
れ

た
。

ｂ
　

開
拓

使
官

有
物

払
下

げ
事

件
を

き
っ

か
け

に
国

会
開

設
の

勅
諭

を
発

す
る

に
至

っ
た

が
、

国
会

開
設

に
反

対
し

た
大

隈
重

信
は

、
明

治
14

年
の

政
変

で
下

野
し

た
。

ｃ
　

大
隈

重
信

は
、

板
垣

退
助

と
と

も
に

自
由

党
と

進
歩

党
を

合
同

し
て

憲
政

党
を

結
成

し
、

第
一

次
大

隈
内

閣
を

組
織

し
た

が
、

両
党

の
対

立
が

解
消

さ
れ

ず
分

裂
し

、
内

閣
は

４
ヶ

月
で

総
辞

職
し

た
。

ｄ
　

第
二

次
大

隈
内

閣
の

と
き

に
第

一
次

世
界

大
戦

が
勃

発
し

、
日

英
同

盟
を

理
由

に
ド

イ
ツ

に
宣

戦
布

告
を

し
て

ド
イ

ツ
が

権
益

を
有

す
る

山
東

省
を

占
領

す
る

も
、後

の
パ

リ
講

和
会

議
で

は
山

東
省

の
権

益
を

全
て

放
棄

さ
せ

ら
れ

た
。

2
0
2
2
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
b
 
 
 
3
0

2
0
2
1
/
1
2
/
1
0
 
 
 
9
:
5
9
:
3
3
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２
０
２
２
年
度
入
学
試
験
問
題

日
本
史
Ｂ

―
	3

2	
―

Ⅴ
　

以
下

の
問

い
（
問
21

・
問
22

）
に

つ
い

て
、

各
問

の
指

示
に

従
っ

て
解

答
用

紙
の

解
答

記
入

欄
に

記
述

し
な

さ
い

。

問
21

　
12

21
（

承
久

３
）

年
、

後
鳥

羽
上

皇
が

北
条

義
時

追
討

の
院

宣
を

発
し

て
、

討
幕

の
兵

を
挙

げ
た

「
承

久
の

乱
」

が
お

き
た

が
、

後
鳥

羽
上

皇
は

敗
北

す
る

。
こ

の
承

久
の

乱
後

の
動

き
に

つ
い

て
、

12
0
文

字
前

後
で

説
明

し
な

さ
い

。

問
22

　
19

25
（

大
正

14
）

年
に

、
加

藤
高

明
内

閣
の

も
と

で
成

立
し

た
普

通
選

挙
法

に
つ

い
て

、
と

も
に

成
立

し
た

法
律

に
も

言
及

し
、

12
0
文

字
前

後
で

説
明

し
な

さ
い

。

2
0
2
2
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
b
 
 
 
3
2

2
0
2
1
/
1
2
/
1
0
 
 
 
9
:
5
9
:
3
3


