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日
本

史
Ｂ

―
	2

5	
―

問
４

　
下

線
部
Ｄ

に
関

連
し

て
、

持
統

天
皇

の
治

世
に

お
け

る
で

き
ご

と
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
　

庚
寅

年
籍

と
い

う
戸

籍
の

作
成

を
命

じ
、

藤
原

京
へ

と
遷

都
し

た
。

イ
　

八
色

の
姓

を
定

め
て

豪
族

た
ち

を
新

た
な

身
分

秩
序

に
再

編
成

し
た

。

ａ
　
ア

　
正

　
　
イ

　
正

　
　

　
　

　
　

　
　
ｂ

　
ア

　
正

　
　
イ

　
誤

ｃ
　
ア

　
誤

　
　
イ

　
正

　
　

　
　

　
　

　
　
ｄ

　
ア

　
誤

　
　
イ

　
誤

問
５

　
下

線
部
Ｅ

に
関

す
る

説
明

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
　

刑
部

親
王

を
総

裁
に

据
え

て
、

藤
原

不
比

等
の

主
導

の
も

と
大

宝
律

令
が

成
立

し
た

。
ｂ

　
藤

原
不

比
等

の
子

供
た

ち
藤

原
四

兄
弟

が
大

宝
律

令
を

改
修

し
て

養
老

律
令

を
撰

定
し

た
。

ｃ
　

中
央

行
政

と
し

て
、

中
央

に
太

政
官

を
置

き
、

そ
の

下
に

正
院

・
左

院
・

右
院

を
配

置
す

る
こ

と
が

定
め

ら
れ

た
。

ｄ
　

地
方

行
政

と
し

て
、

全
国

を
五

畿
七

道
に

区
分

し
、

府
・

藩
・

県
を

置
く

こ
と

が
定

め
ら

れ
た

。
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Ⅰ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

以
下

の
問

い
（
問
１

〜
問
５

）
に

答
え

な
さ

い
。

　
64

5
年

、
中

大
兄

皇
子

が
中

臣
鎌

足
と

と
も

に
蘇

我
氏

本
宗

家
を

滅
亡

さ
せ

た
。

皇
極

天
皇

は
退

位
し

て
孝

徳
天

皇
に

譲
位

し
、
そ

の
後

は
、 Ａ

中
大

兄
皇

子
を

中
心

と
し

た
新

政
権

に
よ

っ
て

中
央

集
権

的
な

国
政

改
革

が
推

し
進

め
ら

れ
る

こ
と

に
な

っ
た

。
白

村
江

の
戦

い
の

大
敗

後
、

国
土

防
衛

と
し

て
筑

紫
に

	
Ｂ

	の
造

築
を

指
示

す
る

と
と

も
に

、
対

馬
・

壱
岐

や
九

州
北

部
に

防
人

や
烽

を
配

備
し

た
。

こ
の

と
き

中
大

兄
皇

子
は

、
大

王
の

位
に

つ
く

こ
と

な
く

政
権

を
担

当
し

て
い

た
が

、
66

8
年

に
正

式
に

即
位

し
て

国
内

整
備

を
推

し
進

め
た

。
　

天
智

天
皇

死
後

、
壬

申
の

乱
に

勝
利

し
た
Ｃ
大

海
人

皇
子

が
即

位
し

た
（

天
武

天
皇

）。
天

武
天

皇
は

、
有

力
豪

族
の

勢
力

を
排

除
し

て
天

皇
に

権
力

を
集

中
さ

せ
る

皇
親

政
治

を
開

始
し

、
律

令
国

家
体

制
の

建
設

を
目

指
し

た
。

そ
の

後
、

天
武

天
皇

が
は

じ
め

た
諸

事
業

は
、
Ｄ
持

統
天

皇
に

引
き

継
が

れ
、

最
終

的
に

70
1
年

（
大

宝
元

年
）

に
、
Ｅ
律

と
令

が
と

も
に

備
わ

っ
た

法
典

が
完

成
す

る
に

至
っ

た
。

問
１

　
下

線
部
Ａ

の
人

物
が

関
与

し
た

で
き

ご
と

に
つ

い
て

説
明

し
た

記
述

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
　

中
央

官
制

を
整

備
す

る
と

と
も

に
、

地
方

行
政

組
織

と
し

て
「

評こ
お

り 」
を

各
地

に
設

置
し

た
。

ｂ
　

厩
戸

王
の

子
で

あ
る

山
背

大
兄

王
と

そ
の

一
族

を
滅

ぼ
し

、
天

皇
の

も
と

で
権

力
の

集
中

を
は

か
っ

た
。

ｃ
　

唐
か

ら
の

帰
国

者
で

あ
る

玄
昉

と
吉

備
真

備
を

国
博

士
と

し
て

政
権

の
ブ

レ
ー

ン
に

つ
け

た
。

ｄ
　

磐
井

の
乱

を
制

圧
し

た
の

ち
、

直
轄

地
で

あ
る

「
屯

倉
」

を
列

島
各

地
に

置
い

て
地

方
統

治
を

強
化

し
た

。

問
２

　
空

欄
	

Ｂ
	に

入
る

語
句

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
　

磐
舟

柵
	

ｂ
　

水
城

	
ｃ

　
多

賀
城

	
ｄ

　
渟

足
柵

問
３

　
下

線
部
Ｃ

に
関

連
し

て
、

天
武

天
皇

が
即

位
し

た
宮

と
し

て
も

っ
と

も
適

当
な

も
の

を
次

の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

飛
鳥

浄
御

原
宮

	
ｂ

　
紫

香
楽

宮
　

	
ｃ

　
近

江
大

津
宮

	
ｄ

　
難

波
長

柄
豊

碕
宮
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２
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２
３
年
度
入
学
試
験
問
題

日
本
史
Ｂ

―
	2

7	
―

問
８

　
下

線
部
Ｈ

に
関

し
て

、
室

町
幕

府
の

成
立

過
程

に
関

わ
る

で
き

ご
と

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
　

北
条

高
時

の
子

北
条

時
行

に
よ

っ
て

中
先

代
の

乱
が

お
こ

り
、

鎌
倉

が
占

領
さ

れ
た

。
Ⅱ

　
足

利
尊

氏
が

京
都

に
お

い
て

建
武

式
目

を
発

表
し

た
。

Ⅲ
　

高
師

直
と

足
利

直
義

の
対

立
を

軸
に

観
応

の
擾

乱
が

お
き

た
。

ａ
　
Ⅰ

－
Ⅱ

－
Ⅲ

　
　

　
ｂ

　
Ⅱ

－
Ⅰ

－
Ⅲ

　
　

　
ｃ

　
Ⅲ

－
Ⅰ

－
Ⅱ

　
　

　
ｄ

　
Ⅰ

－
Ⅲ

－
Ⅱ

問
９

　
下

線
部
Ｉ

に
関

し
て

、
室

町
幕

府
の

幕
府

財
政

に
つ

い
て

説
明

し
た

記
述

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
　

各
地

に
点

在
す

る
足

利
将

軍
の

直
轄

地
で

あ
る

蔵
入

地
か

ら
の

年
貢

を
財

源
と

し
た

。
ｂ

　
債

権
者

か
債

務
者

の
い

ず
れ

で
あ

っ
て

も
分

一
銭

を
納

入
し

た
側

の
権

利
を

保
護

す
る

制
度

を
導

入
し

た
。

ｃ
　

列
島

各
地

の
交

通
の

要
所

を
中

心
に

関
所

を
設

け
て

、
そ

こ
で

段
銭

や
棟

別
銭

を
徴

収
し

た
。

ｄ
　

内
裏

造
営

な
ど

の
国

家
的

行
事

費
用

調
達

の
た

め
、地

頭
に

対
し

て
年

貢
の

半
分

を
徴

発
す

る
半

済
令

を
発

令
し

た
。

問
10

　
下

線
部
Ｊ

に
関

連
し

て
、

足
利

尊
氏

が
派

遣
し

た
貿

易
船

に
関

わ
っ

た
人

物
と

、
そ

の
貿

易
船

の
名

称
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
　

義
堂

周
信

　
－

　
建

長
寺

船
　

　
　

　
　
ｂ

　
義

堂
周

信
　

－
　

天
龍

寺
船

ｃ
　

夢
窓

疎
石

　
－

　
建

長
寺

船
　

　
　

　
　
ｄ

　
夢

窓
疎

石
　

－
　

天
龍

寺
船
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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
。

　
鎌

倉
時

代
に

入
り

、
Ｆ
農

業
生

産
力

の
増

大
に

よ
っ

て
商

業
活

動
が

活
発

に
な

っ
て

い
っ

た
。

と
り

わ
け

、
原

材
料

作
物

の
収

穫
が

増
加

し
た

こ
と

で
手

工
業

品
の

大
量

生
産

が
可

能
と

な
り

、
手

工
業

品
が

「
商

品
」

と
し

て
確

立
す

る
。

商
業

活
動

の
活

発
化

は
、

貨
幣

流
通

を
盛

ん
に

し
た

。
日

宋
貿

易
以

来
、

宋
銭

の
大

量
輸

入
に

よ
り

貨
幣

経
済

が
畿

内
を

中
心

に
浸

透
し

て
い

き
、
Ｇ
為

替
制

度
や

金
融

業
者

も
登

場
す

る
よ

う
に

な
っ

た
。

　
貨

幣
経

済
は

、
室

町
時

代
に

入
る

と
一

層
広

が
り

を
み

せ
る

。
Ｈ
室

町
幕

府
は

、
貨

幣
経

済
が

進
展

す
る

な
か

で
Ｉ
銭

貨
の

徴
収

に
よ

っ
て

財
政

を
ま

か
な

っ
て

い
た

。
ま

た
、

室
町

前
期

の
海

外
貿

易
と

し
て

は
、

足
利

尊
氏

が
後

醍
醐

天
皇

の
菩

提
を

と
む

ら
う

た
め

、
Ｊ
貿

易
船

を
派

遣
し

た
。

そ
の

後
、

足
利

義
満

が
明

と
国

交
を

結
び

、
勘

合
貿

易
に

よ
っ

て
莫

大
な

利
益

を
上

げ
る

よ
う

に
な

っ
た

。

問
６

　
下

線
部
Ｆ

に
関

連
し

て
、

鎌
倉

時
代

の
商

業
や

農
業

に
つ

い
て

説
明

し
た

記
述

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
　

連
雀

商
人

や
振

売
と

呼
ば

れ
た

行
商

人
が

増
加

し
、

な
か

で
も

京
都

の
大

原
女

・
桂

女
な

ど
の

女
性

が
活

躍
し

た
。

ｂ
　

畿
内

を
中

心
に

稲
・

麦
・

ソ
バ

の
三

毛
作

が
行

わ
れ

、
麦

の
か

わ
り

に
荏

胡
麻

を
栽

培
す

る
と

こ
ろ

も
あ

っ
た

。
ｃ

　
農

民
た

ち
が

名
主

を
中

心
に

団
結

し
、

荘
園

や
公

領
内

に
自

立
的

・
自

治
的

な
惣

村
を

形
成

し
た

。
ｄ

　
街

道
や

港
湾

・
河

川
な

ど
の

交
通

の
要

地
で

、
定

期
的

に
開

か
れ

る
三

斎
市

が
あ

ら
わ

れ
た

。

問
７

　
下

線
部
Ｇ

に
関

連
し

て
、

鎌
倉

時
代

の
金

融
業

者
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
　

為
替

の
運

用
を

主
と

し
、

商
品

輸
送

も
行

う
専

門
業

者
と

し
て

馬
借

・
車

借
が

登
場

し
た

。
イ

　
貨

幣
取

引
や

貸
付

を
専

門
に

お
こ

な
う

金
融

業
者

の
借

上
が

登
場

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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問
13

　
下

線
部
Ｍ

に
関

連
し

て
述

べ
た

次
の

文
Ａ

・
Ｂ

と
そ

れ
に

該
当

す
る

語
句
ア

〜
エ

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

。

Ａ
　

東
北

・
北

陸
地

方
の

諸
藩

の
蔵

米
を

江
戸

や
大

坂
に

運
ぶ

た
め

の
東

回
り

航
路

や
西

回
り

航
路

を
開

拓
し

た
。

Ｂ
　

大
坂

・
江

戸
の

定
期

運
行

を
担

い
、

小
型

で
船

足
が

速
く

低
運

賃
だ

っ
た

た
め

に
菱

垣
廻

船
を

圧
倒

し
た

。

ア
　

角
倉

了
以

	
イ

　
河

村
瑞

賢
	

ウ
　

樽
廻

船
	

エ
　

北
前

船

ａ
　
Ａ

	－
	ア

　
　
Ｂ

	－
	ウ

　
　

　
　

　
　

　
　
ｂ

　
Ａ

	－
	ア

　
　
Ｂ

	－
	エ

ｃ
　
Ａ

	－
	イ

　
　
Ｂ

	－
	ウ

　
　

　
　

　
　

　
　
ｄ

　
Ａ

	－
	イ

　
　
Ｂ

	－
	エ

問
14

　
下

線
部
Ｎ

に
関

し
て

、
江

戸
・

大
坂

に
つ

い
て

説
明

し
た

記
述

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
　

大
坂

に
は

諸
藩

の
蔵

屋
敷

が
数

多
く

お
か

れ
、

蔵
物

と
呼

ば
れ

る
年

貢
米

や
特

産
品

が
廻

送
さ

れ
、

本
陣

や
脇

本
陣

を
通

じ
て

売
り

さ
ば

く
こ

と
に

よ
っ

て
換

金
さ

れ
た

。
ｂ

　
大

坂
に

は
諸

藩
の

蔵
屋

敷
が

数
多

く
お

か
れ

、
所

領
か

ら
年

貢
米

が
廻

米
さ

れ
て

き
て

、
諸

藩
は

こ
れ

を
堂

島
な

ど
の

米
市

場
で

換
金

す
る

こ
と

で
藩

財
政

に
あ

て
た

。
ｃ

　
江

戸
に

は
全

国
の

大
名

の
屋

敷
や

旗
本

・
御

家
人

の
屋

敷
が

集
中

し
て

い
た

が
、

古
く

か
ら

天
皇

家
や

公
家

の
居

住
地

が
あ

り
、

市
中

や
近

隣
に

は
寺

院
の

本
山

・
本

寺
や

大
神

社
も

数
多

く
存

在
し

た
。

ｄ
　

江
戸

に
は

町
人

地
も

存
在

し
て

お
り

、
長

屋
の

一
部

を
借

り
て

暮
ら

す
借

家
・

店
借

を
町

人
と

呼
び

、
町

の
運

営
が

町
名

主
・

町
年

寄
・

月
行

事
な

ど
に

任
さ

れ
、

町
人

た
ち

は
、

数
戸

ず
つ

五
人

組
に

編
成

さ
れ

た
。

問
15

　
下

線
部
Ｏ

に
関

連
し

て
、

元
禄

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
　『

浮
世

風
呂

』　
　

　
　

－
　

日
光

東
照

宮
ｂ

　『
日

本
永

代
蔵

』　
　

　
－

　
桂

離
宮

ｃ
　『

南
総

里
見

八
犬

伝
』　

－
　

洛
中

洛
外

図
巻

ｄ
　『

曽
根

崎
心

中
』　

　
　

－
　

見
返

り
美

人
図

2
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e
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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

。

　
16

64
（

寛
文

4）
年

、
4
代

将
軍

徳
川

家
綱

は
、

全
て

の
大

名
へ

一
斉

に
領

知
宛

行
状

を
発

給
し

た
。

そ
れ

ま
で

の
3
人

の
将

軍
と

異
な

る
統

一
的

か
つ

画
一

的
な

発
給

の
仕

方
は

、
将

軍
権

力
の

確
立

と
幕

府
の

安
定

を
示

す
も

の
で

あ
っ

た
。

た
だ

、
そ

れ
ま

で
の

武
断

政
治

に
よ

る
政

情
不

安
が

課
題

と
な

っ
て

お
り

、
Ｋ
文

治
政

治
へ

の
転

換
が

図
ら

れ
た

。
家

綱
政

権
下

に
お

け
る

文
治

政
治

の
方

針
は

、
5
代

綱
吉

を
経

て
、

新
井

白
石

に
よ

る
正

徳
の

治
ま

で
継

承
さ

れ
て

い
く

。
　

新
田

開
発

と
と

も
に

、
Ｌ
17

世
紀

後
半

に
お

き
た

農
業

技
術

の
進

展
に

よ
っ

て
質

的
な

生
産

力
の

向
上

も
実

現
さ

れ
た

。
農

業
だ

け
で

は
な

く
、

諸
産

業
も

発
展

し
た

。
そ

の
た

め
商

業
が

盛
ん

に
な

り
、

大
量

の
物

資
輸

送
が

必
要

と
な

る
。

そ
こ

で
陸

上
交

通
の

み
な

ら
ず

、
Ｍ
海

や
川

の
水

上
交

通
な

ど
が

整
備

さ
れ

て
い

っ
た

。
　

こ
の

よ
う

な
経

済
発

展
の

な
か

成
長

し
た

の
が

Ｎ「
三

都
」

と
呼

ば
れ

た
江

戸
、

大
坂

、
京

都
の

三
都

市
で

あ
る

。
元

禄
時

代
に

お
け

る
大

坂
、
京

都
と

い
っ

た
上

方
町

人
の

経
済

成
長

を
背

景
に

し
て

、
上

方
町

人
が

文
化

の
主

体
的

な
担

い
手

と
な

り
、

Ｏ
元

禄
文

化
が

花
開

く
こ

と
に

な
っ

た
。

問
11

　
下

線
部

Ｋ
に

関
し

て
、

家
綱

・
綱

吉
時

代
に

お
け

る
文

治
政

治
の

特
徴

に
つ

い
て

説
明

し
た

記
述

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
　

家
綱

の
時

代
に

は
、

牢
人

の
発

生
を

防
ぐ

た
め

、
御

家
断

絶
の

原
因

と
な

っ
て

い
た

「
末

期
養

子
の

禁
止

」
が

緩
和

さ
れ

、
当

主
が

50
歳

未
満

の
場

合
に

は
家

の
存

続
を

は
か

る
こ

と
が

許
可

さ
れ

る
よ

う
に

な
っ

た
。

ｂ
　

家
綱

の
時

代
に

は
、

犬
馬

牛
や

そ
の

他
の

鳥
獣

に
も

及
ぶ

動
物

の
愛

護
を

命
じ

た
「

生
類

憐
み

の
令

」
が

発
布

さ
れ

た
が

、
行

き
過

ぎ
た

動
物

愛
護

の
命

令
に

よ
っ

て
、

か
え

っ
て

人
々

は
迷

惑
を

こ
う

む
る

こ
と

と
な

っ
た

。
ｃ

　
綱

吉
の

時
代

に
は

、
武

家
諸

法
度

の
第

1
条

が
「

文
武

弓
馬

の
道

、
専

ら
相あ
い

た
し

な

嗜
む

べ
き

事
」

と
改

め
ら

れ
、

武
士

た
ち

に
対

し
て

文
武

両
道

を
つ

と
め

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

た
。

ｄ
　

綱
吉

の
時

代
に

は
、儒

者
の

林
羅

山
が

側
近

と
し

て
登

用
さ

れ
る

こ
と

に
な

り
、そ

の
子

孫
が

「
林

家
」

と
し

て
代

々
幕

府
に

仕
え

て
学

問
と

教
育

を
担

う
こ

と
に

な
っ

た
。

問
12

　
下

線
部

Ｌ
に

関
し

て
述

べ
た

次
の

文
ア

〜
エ

に
つ

い
て

、
正

し
い

も
の

の
組

合
せ

を
、

下
の

ａ
〜

ｄ
の

う
ち

か
ら

一
つ

選
び

な
さ

い
。

ア
　

揚
水

具
と

し
て

、
中

国
か

ら
伝

え
ら

れ
た

竜
骨

車
が

普
及

し
て

い
っ

た
。

イ
　

水
田

の
荒

起
こ

し
用

に
、

2
〜

5
本

に
分

か
れ

た
熊

手
状

の
備

中
鍬

が
普

及
し

て
い

っ
た

。
ウ

　
選

別
用

の
調

整
具

の
扱こ

き

箸ば
し

が
、

脱
穀

用
農

具
の

唐と
う

箕み

と
と

も
に

登
場

し
た

。
エ

　
刈

敷
・

草
木

灰
の

ほ
か

に
、

干ほ
し

鰯か

な
ど

の
購

入
肥

料
で

あ
る

金
肥

が
登

場
し

た
。

ａ
　

ア
・

イ
 

ｂ
　

ア
・

ウ
 

ｃ
　

イ
・

エ
 

ｄ
　

ウ
・

エ
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史
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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
。

　
19

14
（

大
正

3）
年

6
月

、
サ

ラ
エ

ヴ
ォ

事
件

を
き

っ
か

け
に
Ｐ
第

一
次

世
界

大
戦

が
始

ま
っ

た
。

日
本

は
、

日
英

同
盟

を
口

実
に

対
独

宣
戦

を
布

告
し

、
Ｑ
中

国
に

お
け

る
ド

イ
ツ

権
益

を
接

収
し

た
の

を
は

じ
め

と
し

て
、

中
国

大
陸

へ
の

勢
力

進
出

の
野

心
を

鮮
明

に
し

た
。

日
本

国
内

は
Ｒ
大

戦
景

気
に

沸
き

、
貿

易
黒

字
に

よ
り

一
気

に
債

務
国

か
ら

債
権

国
へ

と
転

じ
た

。
4
年

以
上

続
い

た
第

一
次

世
界

大
戦

は
ド

イ
ツ

側
の

敗
北

で
終

わ
り

、
19

19
（

大
正

8）
年

1
月

か
ら

パ
リ

で
講

和
会

議
が

ひ
ら

か
れ

、
Ｓ
ヴ

ェ
ル

サ
イ

ユ
条

約
が

締
結

さ
れ

た
。

こ
の

戦
後

秩
序

を
ヴ

ェ
ル

サ
イ

ユ
体

制
と

呼
ぶ

。
　

い
っ

ぽ
う

、
戦

争
が

お
わ

っ
た

こ
と

で
、

日
本

の
国

内
経

済
は

戦
後

恐
慌

に
見

舞
わ

れ
る

。
さ

ら
に

19
23

（
大

正
12

）
年

9
月

の
関

東
大

震
災

に
よ

っ
て

、
京

浜
地

区
に

甚
大

な
被

害
を

受
け

、
不

況
が

深
刻

化
し

た
。

震
災

に
よ

っ
て

決
済

不
能

に
な

っ
た

震
災

手
形

の
存

在
は

、
金

融
恐

慌
の

引
き

金
と

な
っ

た
。

こ
の

金
融

恐
慌

に
際

し
て

、
蔵

相
	

Ｘ
	は

、
Ｙ

	を
発

し
、さ

ら
に

日
銀

か
ら

20
億

円
近

く
の

非
常

貸
し

出
し

を
行

っ
て

恐
慌

を
鎮

め
る

こ
と

が
で

き
た

。し
か

し
、

恐
慌

を
脱

し
て

か
ら

も
日

本
経

済
の

苦
境

は
続

く
の

で
あ

っ
た

。

問
16

　
下

線
部
Ｐ

に
関

連
し

て
、

第
一

次
世

界
大

戦
が

始
ま

る
前

の
出

来
事

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
　

シ
ー

メ
ン

ス
事

件
Ⅱ

　
第

2
次

大
隈

内
閣

の
成

立
Ⅲ

　
軍

部
大

臣
現

役
武

官
制

の
改

正

ａ
　
Ⅰ

－
Ⅱ

－
Ⅲ

　
　

　
ｂ

　
Ⅱ

－
Ⅰ

－
Ⅲ

　
　

　
ｃ

　
Ⅲ

－
Ⅰ

－
Ⅱ

　
　

　
ｄ

　
Ⅰ

－
Ⅲ

－
Ⅱ

問
17

　
下

線
部
Ｑ

に
関

連
し

て
、

第
一

次
世

界
大

戦
中

に
お

け
る

日
本

の
大

陸
進

出
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
　

中
国

に
対

す
る

商
業

上
の

門
戸

開
放

・
機

会
均

等
な

ど
を

取
り

決
め

た
「

石
井

・
ラ

ン
シ

ン
グ

協
定

」
が

イ
ギ

リ
ス

と
の

間
で

結
ば

れ
、

中
国

に
お

け
る

利
害

の
調

整
を

は
か

っ
た

。
イ

　
日

本
人

居
留

民
の

保
護

を
理

由
に

、
3
度

に
わ

た
っ

て
山

東
省

へ
陸

軍
を

派
兵

し
た

「
山

東
出

兵
」

が
お

こ
な

わ
れ

、
第

1
次

山
東

出
兵

の
あ

と
に

は
東

方
会

議
を

開
い

て
中

国
問

題
を

協
議

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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問
18

　
下

線
部
Ｒ

に
関

し
て

、
第

一
次

世
界

大
戦

期
に

お
け

る
日

本
の

好
景

気
に

つ
い

て
説

明
し

た
記

述
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
　

世
界

的
な

船
舶

不
足

の
た

め
に

、
海

運
業

・
造

船
業

が
盛

ん
と

な
り

、
船

成
金

が
次

々
と

登
場

し
た

。
ｂ

　
輸

出
の

拡
大

に
よ

っ
て

繊
維

業
が

一
層

盛
ん

と
な

り
、

渋
沢

栄
一

ら
が

設
立

し
た

大
阪

紡
績

会
社

が
開

業
し

た
。

ｃ
　

半
官

半
民

の
南

満
州

鉄
道

株
式

会
社

が
大

連
に

設
立

さ
れ

、
日

本
か

ら
連

合
国

へ
の

鉄
鋼

輸
出

が
拡

大
し

た
。

ｄ
　

ド
イ

ツ
か

ら
の

輸
入

が
途

絶
え

た
た

め
に

化
学

工
業

が
勃

興
し

、
新

興
財

閥
の

日
産

が
登

場
し

た
。

問
19

　
下

線
部
Ｓ

に
関

連
し

て
、

第
一

次
世

界
大

戦
後

に
日

本
が

締
結

し
た

海
軍

軍
条

約
に

関
わ

る
説

明
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
　

ワ
シ

ン
ト

ン
海

軍
軍

縮
条

約
で

は
、

主
力

艦
の

保
有

比
率

を
全

体
で

お
よ

そ
米

英
10

、
日

本
7
と

し
た

が
、

海
軍

軍
令

部
の

反
対

を
お

さ
え

て
条

約
に

調
印

し
た

こ
と

で
、

政
府

は
統

帥
権

干
犯

問
題

を
引

き
起

こ
し

た
。

ｂ
　

ワ
シ

ン
ト

ン
海

軍
軍

縮
条

約
で

は
、

補
助

艦
の

保
有

量
の

比
率

を
米

英
5、

日
本

3、
仏

伊
1.6

7
と

し
、

今
後

10
年

間
主

力
艦

を
建

造
し

な
い

こ
と

を
取

り
決

め
、

老
朽

艦
の

廃
棄

や
戦

艦
の

建
造

中
止

な
ど

が
実

施
さ

れ
た

。
ｃ

　
ロ

ン
ド

ン
海

軍
軍

縮
条

約
で

は
、

主
力

艦
の

保
有

量
の

比
率

を
米

英
5、

日
本

3、
仏

伊
1.6

7
と

し
、

今
後

10
年

間
主

力
艦

を
建

造
し

な
い

こ
と

を
取

り
決

め
、

老
朽

艦
の

廃
棄

や
戦

艦
の

建
造

中
止

な
ど

が
実

施
さ

れ
た

。
ｄ

　
ロ

ン
ド

ン
海

軍
軍

縮
条

約
で

は
、

補
助

艦
の

保
有

比
率

を
全

体
で

お
よ

そ
米

英
10

、
日

本
7
と

し
た

が
、

海
軍

軍
令

部
の

反
対

を
お

さ
え

て
条

約
に

調
印

し
た

こ
と

で
、

政
府

は
統

帥
権

干
犯

問
題

を
引

き
起

こ
し

た
。

問
20

　
空

欄
	

Ｘ
	と

	
Ｙ

	に
入

る
人

物
と

語
句

の
正

し
い

組
合

せ
を

次
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　
Ｘ

　
田

中
義

一
　

　
　
Ｙ

　
緊

急
勅

令
ｂ

　
Ｘ

　
片

岡
直

温
　

　
　
Ｙ

　
棄

捐
令

ｃ
　
Ｘ

　
高

橋
是

清
　

　
　
Ｙ

　
モ

ラ
ト

リ
ア

ム
ｄ

　
Ｘ

　
若

槻
礼

次
郎

　
　
Ｙ

　
ド

ッ
ジ

・
ラ

イ
ン

2
0
2
3
-
s
e
t
0
1
-
ブ

ッ
ク

.
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n
d
b
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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

　
江

戸
幕

府
が

18
25

年
（

文
政

8
年

）
に

出
し

た
異

国
船

打
払

令
（

無
二

念
打

払
令

）
の

内
容

と
、そ

の
結

末
に

つ
い

て
、

12
0
文

字
程

度
で

説
明

し
な

さ
い

。

問
22

　
浜

口
雄

幸
内

閣
に

よ
る

、
金

の
輸

出
解

禁
（

金
解

禁
）

の
内

容
と

、
そ

の
結

末
に

つ
い

て
、

12
0
文

字
程

度
で

説
明

し
な

さ
い

。

2
0
2
3
-
s
e
t
0
1
-
ブ

ッ
ク

.
i
n
d
b
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