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一般選抜試験情報
２学部統一選抜（経営情報学部／グローバルスタディーズ学部）
◆出願から入学手続きまでの流れ

入学者選抜方式 経営 
募集人員

グロ 
募集人員

出願期間
（締切日消印有効） 試験日 判定会議 合格発表 入学手続期間（締切日消印有効）

一
　
般
　
選
　
抜

サテライト方式 40 20 12月13日（水）
　　～ 1月17日（水）

1月20日（土）
1月21日（日）
試験日自由選択制

1月24日（水） 2月1日（木） 一次：2月1日（木）～ 2月16日（金）
二次：2月17日（土）～ 2月23日（金）

Ⅰ期 25 15 12月13日（水）
　　～ 1月29日（月）

2月1日（木）
2月2日（金）
試験日自由選択制

2月6日（火） 2月8日（木） 一次：2月8日（木）～ 2月16日（金）
二次：2月17日（土）～ 2月23日（金）

Ⅱ期 15 10 12月13日（水）
　　～ 2月13日（火） 2月16日（金） 2月20日（火） 2月22日（木） 2月22日（木）～ 3月1日（金）

Ⅲ期 15 8 2月14日（水）
　　～ 3月4日（月） 3月6日（水） 3月6日（水） 3月8日（金） 3月8日（金）～ 3月15日（金）

総合問題 3 2 2月14日（水）
　　～ 3月4日（月） 3月6日（水） 3月6日（水） 3月8日（金） 3月8日（金）～ 3月15日（金）

◆募集人員
サテライト方式 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 総合問題

経営情報学部 40名 25名 15名 15名 3名

グローバルスタディーズ学部 20名 15名 10名 8名 2名

◆試験日の科目
試験問題はすべての科目がまとまった冊子になっているため、試験日当日に試験問題を見てから2科目を選択することができます（試験途
中の科目変更も可能です）。2学部統一選抜のため、同一日程における2学部併願が無料で受験できます。ただし、グローバルスタディー
ズ学部志望の方は選択科目のうち1科目は外国語が選択必須になります。
サテライト方式　：　外国語、国語、地理歴史、公民、数学の全5科目から2科目選択
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期　　：　外国語、国語、数学の全3科目から2科目選択
総合問題　　　　：　総合問題のみ

外国語 英語

国語 国語（古文・漢文を除く）　※一部記述式問題あり

地理歴史 日本史Ｂ（1/20のみ）・世界史Ｂ（1/20のみ）・地理Ｂ（1/21のみ）　※一部記述式問題あり

公民 政治経済（1/21のみ）　※一部記述式問題あり

数学 数学Ⅰ、数学Ａ、数学Ⅱ　※記述式問題

総合問題 総合問題　※記述式問題
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0
:
4
8
:
2
5

―
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	―

Ⅱ
．

	次
の

文
章

の
意

味
が

通
る

よ
う

に
、

も
っ

と
も

適
切

な
も

の
を

ａ
〜

ｄ
の

中
か

ら
選

び
、

解
答

欄
の

記
号

を
マ

ー
ク

し
な

さ
い

。

問
１

	
A
t	
A
m
er

ic
an

	h
ig
h	

sc
ho

ol
s,	

th
e	

m
ar

ch
in
g	

ba
nd

s	
us

ua
lly

	f
ea

tu
re

	J
oh

n	
Ph

ill
ip
	S

ou
sa

’s	
“S

ta
rs

	a
nd

	

St
rip

es
	F

or
ev

er
.”	

In
	o
rd

er
	t
o	
(		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
)	t

hi
s	
m
ar

ch
,	t

he
	b

an
d	

ne
ed

s	
ａ

	s
ol
id
	p

ic
co

lo
	p

la
ye

r	

fo
r	
ａ

	s
ol
o	
an

d	
ａ

	s
tr
on

g	
br

as
s	
se

ct
io
n	

sin
ce

	th
ey

	w
ill
	b

e	
st
an

di
ng

	u
p	

at
	th

e	
en

d	
to
	p

la
y	

th
e	
fin

al
e.

ａ
．

re
pe

at
			

	
ｂ

．
sin

g	
			

ｃ
．

da
nc

e	
ｄ

．
pl
ay

問
２

	
A
cc

or
di

ng
	t
o	

Ch
in

es
e	

in
te

rp
re

ta
tio

n,
	e

xp
re

ss
io
n	

of
	s

tr
on

g	
em

ot
io
n	

is
	(
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
),	

an
d	

ho
ld
in
g	

ba
ck

	in
di
vi
du

al
	e

m
ot
io
ns

	a
fte

r	
co

ns
id
er

in
g	

th
e	

at
m
os

ph
er

e	
of
	t
he

	g
ro

up
	is

	r
eg

ar
de

d	
as

	

m
at
ur

e	
an

d	
ap

pr
op

ria
te
.

ａ
．

di
sli

ke
d	

ｂ
．

ac
ce

pt
ed

	
ｃ

．
re

co
m
m
en

de
d	

ｄ
．

w
an

te
d

問
３

	
Fo

r	
st
ud

en
ts
,	s

um
m

er
	i
s	

a	
gr

ea
t	
se

as
on

	o
n	

a	
lo
ng

	b
re

ak
	f
ro

m
	s

ch
oo

l.	
A
s	

m
y	

fr
ie
nd

s	
w
en

t	

sw
im

m
in
g	

on
	f
am

ily
	t
rip

s,	
I	
st
ay

ed
	v

er
y	

cl
os

e	
to
	s
ch

oo
l.	
I	
al
w
ay

s	
th

ou
gh

t	
su

m
m
er

	w
as

	t
he

	t
im

e	

of
	t
he

	y
ea

r	
to
	li
ft	

w
ei
gh

ts
,	d

o	
so

m
e	
co

nd
iti

on
in
g	

ex
er

ci
se

s,	
ea

t	
hi
gh

	p
ro

te
in
	m

ea
ls	

an
d	

re
la
x	

ａ
	b

it.
	

W
e	
al
l	(

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
)	o

ur
	h

ol
id
ay

s	
do

in
g	

di
ffe

re
nt

	th
in
gs

.

ａ
．

di
st
rib

ut
ed

	
ｂ

．
sp

en
t	

ｃ
．

re
st
or

ed
	

ｄ
．

oc
cu

pi
ed

問
４

	
Jo

hn
	d

id
	n

ot
	s
av

e	
en

ou
gh

	m
on

ey
	to

	p
ay

	fo
r	
hi
s	
ne

w
	c
ar

	s
o	
he

	h
ad

	to
	ta

ke
	o
ut

	ａ
	(	

		
		
		
		
		
		
		
		
		
	)	

be
fo
re

	h
e	
co

ul
d	

bu
y	

it.

ａ
．

de
bt

	
ｂ

．
de

po
sit

	
ｃ

．
ca

sh
	

ｄ
．

lo
an

問
５

	
Be

fo
re

	t
ak

in
g	

ａ
	lo

ng
	t
rip

	a
ro

un
d	

In
di
a,	

it	
is	

im
po

rt
an

t	
fo
r	
ａ

	t
ra

ve
le
r	
to
	le

ar
n	

ab
ou

t	
th

e	
cl
im

at
e	

an
d	

(		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
)	 o

f	t
he

	v
ar

io
us

	r
eg

io
ns

	in
	o

rd
er

	t
o	

be
	p

re
pa

re
d	

fo
r	
an

y	
po

ss
ib
le
	c
ha

ng
es

	in
	

tr
av

el
	c
on

di
tio

ns
	d

ur
in
g	

th
e	
tr
ip
.

ａ
．

hi
er

ar
ch

y	
ｂ

．
ge

ne
tic

	
ｃ

．
ge

og
ra

ph
y	

ｄ
．

ho
riz

on

2
0
2
3
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
b
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Ⅳ
．

次
の

文
章

を
読

み
、

そ
れ

ぞ
れ

の
質

問
の

答
と

し
て

も
っ

と
も

適
切

な
も

の
を

ａ
〜

ｄ
の

中
か

ら
選

び
、

解
答

欄
の

記

号
を

マ
ー

ク
し

な
さ

い
。

T
ea

ch
in

g 
T

ho
se

 R
ai

se
d 

in
 ａ

 D
ig

ita
l W

or
ld

	
T
he

	t
er

m
 d

ig
ita

l	n
at
iv
e 

de
sc

rib
es

	ａ
	p

er
so

n	
w
ho

	h
as

	g
ro

w
n	

up
	in

	t
he

 i
nf

or
m
at
io
n	

ag
e.	

T
he

	t
er

m
	

ge
ne

ra
lly

	r
ef
er

s	
to

	p
eo

pl
e	

bo
rn

	a
ft
er

	t
he

	y
ea

r	
20

00
.	T

he
se

	c
hi
ld
re

n	
of
	t
he

	2
1s

t 	
Ce

nt
ur

y,
	h

av
e	

be
en

	

re
ce

iv
in

g	
di

gi
ta

l	
in

fo
rm

at
io
n	

an
d	

st
im

ul
i*	

th
ro

ug
h	

de
vi

ce
s	

an
d	

pl
at

fo
rm

s	
su

ch
	a

s 
co

m
pu

te
rs

	a
nd

	

sm
ar

tp
ho

ne
s	
al
m
os

t	
sin

ce
	t
he

	d
ay

	t
he

y	
w
er

e	
bo

rn
.	A

s	
(	

	
	
	
A

	
	
	
	
)	m

ot
he

rs
	r
es

or
t	
to
	u

sin
g	

th
ei
r	

sm
ar

tp
ho

ne
s	
as

	a
	w

ay
	to

	c
al
m
	c
ry

in
g	

ba
bi
es

,	m
an

y	
di
gi
ta
l	n

at
iv
es

	h
av

e	
be

en
	w

at
ch

in
g	

vi
de

os
	a
nd

	p
la
yi
ng

	

ga
m
es

	o
n	

th
e	
sm

al
l	s

cr
ee

n	
sin

ce
	th

ey
	w

er
e	
in
fa
nt

s.	
(1
)	M

or
eo

ve
r,	

as
	s
oo

n	
as

	th
ey

	h
av

e	
th

ei
r	
ow

n	
de

vi
ce

s,	

th
ey

	b
eg

in
	c
om

m
un

ic
at
in
g	

on
	s
oc

ia
l	m

ed
ia
.	O

ne
	c
an

	o
nl
y	

w
on

de
r,	

“H
ow

	is
	a
ll	

th
is	

aff
ec

tin
g	

ho
w
	s
tu

de
nt

s	

le
ar

n	
in
	s
ch

oo
ls?

”

	
T
ec

hn
ol
og

y	
ha

s	
no

t	
on

ly
	b

ec
om

e	
ａ

	p
ow

er
fu

l	t
oo

l	i
n	

da
ily

	li
fe
,	b

ut
	h

as
	a

lso
	h

ad
	ａ

	la
rg

e	
im

pa
ct
	o

n	

ed
uc

at
io
n.
	T

he
re

	is
	n

o	
do

ub
t	t

ha
t	r

ec
en

t	d
ev

el
op

m
en

ts
	in

	in
fo
rm

at
io
n	

te
ch

no
lo
gy

	h
av

e	
in
cr

ea
se

d	
le
ar

ni
ng

	

ef
fic

ie
nc

y	
an

d	
en

ab
le
d	

bo
th

	t
ea

ch
er

s	
an

d	
st
ud

en
ts
	t
o	

qu
ic
kl
y	

fin
d	

re
lia

bl
e	

in
fo
rm

at
io
n	

fo
r	

an
y	

sc
ho

ol
	

su
bj

ec
t.	
(2
)	
H
ow

ev
er

,	t
he

re
	a

re
	c

ha
lle

ng
es

	b
ec

au
se

	a
s	
te
ch

no
lo
gy

	c
on

tin
ue

s	
to
	e

vo
lv
e,	

th
e	

ga
p	

be
tw

ee
n	

di
gi
ta
l	n

at
iv
es

	a
nd

	“
di
gi
ta
l	i

m
m
ig
ra

nt
s”
	c

on
tin

ue
s	

to
	g

ro
w
.		

Be
ca

us
e	

of
	t
he

ir	
co

ns
ta
nt

	in
te
ra

ct
io
n	

w
ith

	

te
ch

no
lo
gy

,	d
ig
ita

l	
na

tiv
es

	t
hi
nk

	 a
nd

	p
ro

ce
ss

	i
nf

or
m
at

io
n	

di
ffe

re
nt

ly
	c

om
pa

re
d	

to
	d

ig
ita

l	
im

m
ig
ra

nt
s.	

D
ig
ita

l	n
at
iv
es

	p
ro

ce
ss

	in
fo
rm

at
io
n	

qu
ic
kl
y,
	e

nj
oy

	d
oi
ng

	s
ev

er
al
	t
as

ks
	a

t	
th

e	
sa

m
e	

tim
e	

an
d	

le
ar

n	
fr
om

	

be
in
g	

in
vo

lv
ed

	i
n	

ac
tiv

iti
es

	s
uc

h	
as

	g
am

in
g.
	(
3)

	T
he

re
fo
re

,	t
he

	t
ra

di
tio

na
l	
ap

pr
oa

ch
	o

f	
ch

al
k*

-a
nd

-ta
lk
	

te
ac

hi
ng

	is
	o

bs
ol
et
e*
	w

he
n	

it	
co

m
es

	t
o	

te
ac

hi
ng

	(
		

		
	B

		
		

	)
	s

tu
de

nt
s.	

T
ha

t	
tr
ad

iti
on

al
	a

pp
ro

ac
h	

of
	u

sin
g	

ａ
	b

la
ck

bo
ar

d*
	a

nd
	le

ct
ur

in
g	

w
hi
le
	s
tu

de
nt

s	
ta
ke

	n
ot
es

	n
ei
th

er
	m

ee
ts
	t
he

	n
ee

ds
	n

or
	h

ol
ds

	t
he

	

in
te
re

st
	o
f	t

od
ay

’s	
st
ud

en
ts
.	(
4)

	
T
o	

te
ac

h	
di
gi
ta
l	n

at
iv
es

,	e
du

ca
to
rs

*	
ne

ed
	t
o	

be
	f
am

ili
ar

	w
ith

	t
ec

hn
ol
og

y	
an

d	
m
as

te
r	

di
gi
ta
l	t

oo
ls	

in
	

th
ei
r	

te
ac

hi
ng

	m
et
ho

ds
.	S

in
ce

	s
tu

de
nt

s	
in
	t
he

	(
		

		
	C

		
		

	)
	g

en
er

at
io
n	

le
ar

n	
be

st
	w

he
n	

th
ey

	a
re

	

“d
oi
ng

”	
as

	o
pp

os
ed

	t
o	

w
he

n	
th

ey
	a

re
	ju

st
	li

st
en

in
g	

to
	ａ

	t
ea

ch
er

	t
al
ki
ng

,	i
t	
is	

es
se

nt
ia
l	t

ha
t	
te
ac

he
rs

	u
se

	

di
gi
ta

l	
to

ol
s	

in
	t
he

	c
la
ss

ro
om

	t
o	

m
ak

e	
su

re
	c

la
ss

es
	i
nc

lu
de

	a
ct
iv
e	

le
ar

ni
ng

	t
ec

hn
iq
ue

s	
th

at
	e

nc
ou

ra
ge

	

st
ud

en
ts
’	p

ar
tic

ip
at
io
n.
	A

n	
ed

uc
at
or

’s	
ro

le
	in

	u
sin

g	
te
ch

no
lo
gy

	a
s	
ａ

	t
ea

ch
in
g	

to
ol
	is

	v
ita

l	t
o	

br
id
ge

	t
he

	

ga
p	

be
tw

ee
n	

te
ac

he
rs

	w
ho

	a
re

	d
ig
ita

l	i
m
m
ig
ra

nt
s	
an

d	
st
ud

en
ts
	w

ho
	a
re

	d
ig
ita

l	n
at
iv
es

.

(注
）

	
st
im

ul
i：

刺
激

			
		c

ha
lk
：

チ
ョ

ー
ク

			
		o

bs
ol
et
e：

古
く

さ
い

			
		b

la
ck

bo
ar

d：
黒

板
			

		e
du

ca
to
rs
：

教
育

者
た

ち

2
0
2
3
-
s
e
t
0
1
-
ブ

ッ
ク

.
i
n
d
b
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問
１

	
第

１
段

落
の

(	
		

		
A

		
		

	)
	と

第
４

段
落

の
(		

			
			

			
C	

			
			

			
	)	

に
入

る
も

っ
と

も
適

切
な

組
み

合
わ

せ
を

下
か

ら
記

号
で

選
び

な
さ

い
。

a．
A
：

an
d	

C：
as

b．
A
：

or
	

C：
to

c．
A
：

an
d	

	C
：

to

d．
A
：

or
		

C：
as

問
２

	
第

２
段

落
の

(		
			

			
			

B	
			

			
			

	)	
に

入
る

も
っ

と
も

適
切

な
語

を
下

か
ら

記
号

で
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

an
	o
pe

n

ｂ
．

a	
de

di
ca

te
d

ｃ
．

a	
sa

cr
ed

ｄ
．

a	
re

lig
io
n

問
３

	
本

文
中

の
空

欄
(1
)〜
(4
)の

う
ち

、
次

の
文

が
入

る
も

っ
と

も
適

切
な

個
所

を
記

号
で

選
び

な
さ

い
。

In
	1

90
9,	

th
is	

ar
ea

	w
as

	a
n	

Im
pe

ria
l	A

rm
y	

Pa
ra

de
	G

ro
un

d,
	a

nd
	in

	1
92

0	
M

ei
ji	

Sh
rin

e	
w
as

	b
ui
lt	

ne
xt

	

to
	it

.

ａ
．
(1
)

ｂ
．
(2
)

ｃ
．
(3
)

ｄ
．
(4
)

問
４

	
第

3
段

落
の

下
線

部
th

e	
ho

us
in
g	

fa
ci
lit

y
の

具
体

的
な

も
の

と
し

て
、

本
文

中
に
記
述
が
な
い

も
の

を
記

号
で

選

び
な

さ
い

。

	

ａ
．

re
lig

io
us

	p
la
ce

s

ｂ
．

ed
uc

at
io
na

l	i
ns

tit
ut

io
ns

ｃ
．

po
lic

e	
st
at
io
n

ｄ
．

en
te
rt
ai
nm

en
t	c

en
te
r

問
５

	
本

文
の

内
容

と
一

致
す

る
文

を
下

か
ら

１
つ

選
び

記
号

で
答

え
な

さ
い

。

ａ
．

Be
fo
re

	t
he

	I
m

pe
ri
al
	A

rm
y	

Pa
ra

de
	G

ro
un

d	
w
as

	b
ui
lt,

	W
as

hi
ng

to
n	

H
ei
gh

ts
	U

ni
te

d	
St

at
es

	

M
ili
ta
ry

	B
as

e	
ha

d	
be

en
	in

	th
at
	a
re

a.

ｂ
．

T
he

	r
es

id
en

ts
	o
f	t

he
	m

ili
ta
ry

	b
as

e	
ne

ed
ed

	to
	g

o	
ou

ts
id
e	
th

e	
ba

se
	fo

r	
sh

op
pi
ng

.

ｃ
．

M
an

y	
pe

op
le
	n

ow
	k

no
w
	th

e	
hi
st
or

y	
of
	th

e	
Y
oy

og
i	a

nd
	H

ar
aj
uk

u	
ar

ea
s.

ｄ
．

T
he

		m
ili
ta
ry

	b
as

e	
w
as

	o
nc

e	
lo
ca

te
d	

in
	C

ho
fu

.

2
0
2
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-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
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２
０
２
３
年
度
入
学
試
験
問
題

英
語―

	1
0	
―

Ⅴ
．

次
の

	(	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	)	

に
入

る
べ

き
も

っ
と

も
適

切
な

語
を

ａ
〜

ｄ
か

ら
選

び
、

解
答

欄
の

記
号

を
マ

ー
ク

し
な

さ
い

。

問
１

	
Sh

e	
tr
ie
d	

to
	c
om

m
un

ic
at
e	
by

	(	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	)	

of
	A

m
er

ic
an

	S
ig
n	

La
ng

ua
ge

.

ａ
．

m
ea

ns
	

ｂ
．

m
ea

n	
ｃ

．
	th

e	
m
ea

n	
d．

th
e	
m
ea

ns

問
２

	
A
n	

es
sa

y	
sa

ys
	th

at
	th

ou
sa

nd
s	
of
	p

eo
pl
e	
(		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
)	i
n	

ac
ci
de

nt
s	
at
	w

or
k	

ev
er

y	
ye

ar
.

ａ
．

is	
in
ju

rin
g	

ｂ
．

ar
e	
in
ju

rin
g	

ｃ
．

ha
ve

	in
ju

re
d	

ｄ
．

ar
e	
in
ju

re
d

問
３

	
“W

hy
	a
re

	y
ou

	s
ta
rin

g	
at
	m

e?
”	“

Y
ou

	(	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	)	

yo
ur

	u
nc

le
	s
o	
m
uc

h.
”

ａ
．

ar
e	
re

se
m
bl
ed

	
ｂ

．
ar

e	
re

se
m
bl
in
g	

to
	

ｃ
．

re
se

m
bl
e	

ｄ
．

ar
e	
re

se
m
bl
in
g

問
４

	
I	w

ou
ld
	h

av
e	
lik

ed
	to

	h
av

e	
go

ne
	d

iv
in
g	

th
e	
da

y	
be

fo
re

	y
es

te
rd

ay
	(	

		
		
		
		
		
		
		
		
		
	)	

so
	m

uc
h.
	

ａ
．

ha
d	

it	
no

t	r
ai
ni
ng

	
ｂ

．
ha

d	
it	

no
t	r

ai
ne

d	
ｃ

．
ha

vi
ng

	it
	n

ot
	r
ai
ne

d	
ｄ

．
ha

vi
ng

	it
	n

ot
	r
ai
ni
ng

	

問
５

	
Y
ou

	(	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	)	

hu
rr

y,
	o
r	
yo

u’
ll	
m
iss

	y
ou

r	
la
st
	tr

ai
n.

ａ
．

ha
d	

be
tt
er

	b
e	

ｂ
．

ha
d	

be
tt
er

	
ｃ

．
w
ou

ld
	r
at
he

r	
ｄ

．
w
ou

ld
	r
at
he

r	
be

問
６

	
In

	E
ng

lis
h	

th
er

e	
ar

e	
m
an

y	
sa

yi
ng

s	
th

e	
m
ea

ni
ng

	(	
		

		
		

		
		

		
		

		
)	I

	c
an

’t	
un

de
rs

ta
nd

.

ａ
．

of
	w

hi
ch

	
ｂ

．
of
	w

ho
m
	

ｃ
．

w
ha

t	
ｄ

．
th

at

問
７

	
Pl

ea
se

	r
em

em
be

r	
(	
		

		
		

		
		

		
		

		
)	o

ff	
th

e	
co

m
pu

te
r	
w
he

n	
yo

u	
le
av

e	
th

e	
ro

om
.

ａ
．

to
	h

av
e	
tu

rn
ed

	
ｂ

．
ha

vi
ng

	tu
rn

ed
	

ｃ
．

to
	tu

rn
	

ｄ
．

tu
rn

in
g

問
８

	
Y
es

te
rd

ay
’s	

ra
in
	w

as
	(	

		
		

		
		

		
		

		
		

)	i
n	

th
is	

re
gi
on

.

ａ
．

he
av

ie
st
	

ｂ
．

th
e	
he

av
ie
r	

ｃ
．

m
os

t	h
ea

vy
	

ｄ
．

th
e	
m
os

t	h
ea

vy

2
0
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-
s
e
t
0
1
-
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ッ
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.
i
n
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問
１

	
第

１
段

落
の

	(	
			

			
			

		Ａ
			

			
			

			
)	に

入
る

も
っ

と
も

適
切

な
語

を
下

か
ら

選
び

な
さ

い
。

ａ
．

m
ill

io
ns

	o
f

ｂ
．

fe
w

ｃ
．

th
e	

nu
m

be
r	

of

ｄ
．

al
m

os
t

問
２

	
第

２
段

落
の

下
線

部
en

ab
le

d
に

も
っ

と
も

近
い

意
味

を
表

す
語

を
下

か
ら

選
び

な
さ

い
。

ａ
．

ad
m

itt
ed

ｂ
．

pr
ev

en
te

d

ｃ
．

re
al

iz
ed

ｄ
．

al
lo

w
ed

問
３

	
第

２
段

落
の

	(	
			

			
			

		Ｂ
			

			
			

			
)	お

よ
び

、
第

３
段

落
の

	(	
			

			
			

	Ｃ
			

			
			

			
)	

の
そ

れ
ぞ

れ
に

入
る

も
っ

と
も

適
切

な
語

の
組

み
合

わ
せ

を
下

か
ら

選
び

な
さ

い
。

　
　

　
　

(		
B	

	)	
		

　
　

(		
C	

	)

ａ
．

di
gi

ta
l	n

at
iv

e	
	-

	
di

gi
ta

l-n
at

iv
e

ｂ
．

di
gi

ta
l	n

at
iv

e	
	-

	
di

gi
ta

l-i
m

m
ig

ra
nt

ｃ
．

di
gi

ta
l	i

m
m

ig
ra

nt
	

	-
	

di
gi

ta
l-n

at
iv

e

ｄ
．

di
gi

ta
l	i

m
m

ig
ra

nt
	

	-
	

di
gi

ta
l-i

m
m

ig
ra

nt

問
４

	
本

文
中

の
	(1
)〜
(4
)	の

う
ち

、
次

の
文

が
入

る
も

っ
と

も
適

切
な

箇
所

を
選

び
な

さ
い

。

A
nd

 th
at

 is
 e

xa
ct

ly
 w

he
re

 th
e 

pr
ob

le
m

s 
ar

is
e.

ａ
．
(1
)

ｂ
．
(2
)

ｃ
．
(3
)

ｄ
．
(4
)

問
５

	
本

文
の

内
容

と
一

致
す

る
文

を
下

か
ら

一
つ

選
び

な
さ

い
。

ａ
．

T
ea

ch
er

s	
ar

e	
ob

lig
ed

	to
	u

se
	c

ha
lk

	a
nd

	ａ
	b

la
ck

bo
ar

d	
in

	th
e	

cl
as

sr
oo

m
.

ｂ
．

U
sin

g	
di

gi
ta

l	d
ev

ic
es

	to
o	

m
uc

h	
ca

n	
be

	h
ar

m
fu

l	t
o	

yo
un

g	
ch

ild
re

n.

ｃ
．

In
fo

rm
at

io
n	

te
ch

no
lo

gy
	h

as
	la

rg
el

y	
aff

ec
te

d	
ho

w
	te

ac
he

rs
	p

re
se

nt
	m

at
er

ia
l	t

o	
st

ud
en

ts
.

ｄ
．

T
he

	p
ro

bl
em

s	
of

	th
e	

ga
p	

am
on

g	
di

gi
ta

l-n
at

iv
e	

st
ud

en
ts

	w
ill

	b
e	

so
lv

ed
	s

oo
n.

2
0
2
3
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
b
 
 
 
9

2
0
2
2
/
1
2
/
0
9
 
 
 
1
0
:
4
8
:
2
5



— 8 —

―
	1

2	
―

Ⅵ
．

そ
れ

ぞ
れ

の
日

本
語

の
意

味
に

合
う

よ
う

に
	(　

　
　

)	内
の

語
を

並
べ

替
え

、
2	
番

目
と

	4
	番

目
に

来
る

語
の

番
号

と

し
て

正
し

い
組

み
合

わ
せ

を
選

ん
で

、
解

答
欄

に
マ

ー
ク

し
な

さ
い

。
た

だ
し

、
(　

　
　

)	内
の

語
は

、
文

の
最

初
に

来

る
場

合
も

小
文

字
で

書
か

れ
て

い
る

の
で

心
得

て
お

く
こ

と
。

問
１

	
飛

行
機

は
朝

早
く

ロ
ン

ド
ン

を
発

ち
、

翌
日

午
後

に
東

京
に

到
着

し
た

。

T
he

	a
irp

la
ne

	(1
.	i

n	
th

e	
m
or

ni
ng

,		
	2

.	l
ef
t	
		

3.	
T
ok

yo
		

	4
.	e

ar
ly
		

	5
.	r

ea
ch

in
g	

		
6.	

Lo
nd

on
	)	

in
	t
he

	

af
te
rn

oo
n	

th
e	
ne

xt
	d

ay
.

ａ
．

４
－

１
	

ｂ
．

５
－

３
	

ｃ
．

６
－

１
	

ｄ
．

６
－

５

問
２

	
始

発
列

車
に

乗
り

遅
れ

な
い

よ
う

に
早

く
自

宅
を

出
た

。

Sh
e	
le
ft	

he
r	
ho

m
e	
(1
.	t

he
			

2.	
w
ou

ld
	n

ot
			

3.	
so

			
4.	

m
iss

			
5	
th

at
	s
he

			
6.	

ea
rly

	)	
fir

st
	tr

ai
n.

ａ
．

３
－

２
	

ｂ
．

３
－

４
	

ｃ
．

６
－

４
	

ｄ
．

６
－

５

問
３

	
私

は
こ

ん
な

に
美

し
い

海
を

一
度

も
見

た
こ

と
が

な
い

。

N
ev

er
	(1

.	s
uc

h	
		2

.	I
			

3.	
be

au
tif

ul
			

4.	
se

en
			

5.	
ａ

			
6.	

ha
ve

)		
se

a.

ａ
．

６
－

１
	

ｂ
．

４
－

５
	

ｃ
．

５
－

６
	

ｄ
．

	２
－

１

問
４

	
彼

は
鞄

を
列

車
の

ド
ア

に
挟

ま
れ

た
。

H
e	
(1
.	t

he
			

2.	
hi
s	
		3

.	g
ot
			

4.	
in
			

5.	
ca

ug
ht

			
6.	

ba
g)
	tr

ai
n	

do
or

s.

ａ
．

５
－

６
	

ｂ
．

２
－

５
	

ｃ
．

２
－

３
	

ｄ
．

４
－

６

問
５

	
彼

女
が

私
の

名
前

を
知

ら
な

い
の

に
は

驚
い

た
。

I	f
ou

nd
	(1

.sh
e	
		2

.	k
no

w
			

3.	
th

at
			

4.	
su

rp
ris

in
g	

		5
.	i
t		

	6
.	d

id
n’
t)	

m
y	

na
m
e.

ａ
．

４
－

１
	

ｂ
．

６
－

５
	

ｃ
．

６
－

１
	

ｄ
．

４
－

５

2
0
2
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-
s
e
t
0
1
-
ブ

ッ
ク

.
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問
９

	
W

e	
lo
ok

	fo
rw

ar
d	

to
	y

ou
r	
(	
		

		
		

		
		

		
		

		
)	a

t	t
he

	m
ee

tin
g.

ａ
．

at
te
nd

an
t	

ｂ
．

at
te
nd

	
ｃ

．
at
te
nd

in
g	

ｄ
．

at
te
nd

an
ce

問
10

	
I	g

ra
du

at
ed

	fr
om

	a
	(	

		
		

		
		

		
		

		
		

)	c
ol
le
ge

	in
	F

uj
isa

w
a.

ａ
．

w
om

en
’s	

ｂ
．

w
om

an
’s	

ｃ
．

w
om

an
	

ｄ
．

w
om

en
s’

2
0
2
3
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
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２
０
２
３
年
度
入
学
試
験
問
題

国
語

国
語

―
	1

5	
―

　
ド

ー
ラ

は
パ

ズ
ー

を
「

情
け

な
い

」
と

罵
倒

す
る

。「
え

ら
そ

う
な

口
を

き
く

ん
じ

ゃ
な

い
よ

。
娘

っ
子

ひ
と

り
守

れ
な

い

小
僧

っ
子

が
」「

い
じ

け
て

ノ
コ

ノ
コ

帰
っ

て
き

た
わ

け
か

い
。

そ
れ

で
も

お
前

男
か

い
」

と
、偉

大
な

母
が

少
年

の
敗

北
（

父

性
の

獲
得

の
失

敗
）

を
宣

言
す

る
の

だ
。

そ
し

て
パ

ズ
ー

は
シ

ー
タ

奪
還

を
も

く
ろ

む
ド

ー
ラ

に
「

ぼ
く

を
仲

間
に

入
れ

て
く

れ
な

い
か

」
と

言
う

。
シ

ー
タ

を
助

け
た

い
と

主
張

す
る

パ
ズ

ー
に

ド
ー

ラ
は

パ
ズ

ー
の

敗
北

を
確

認
す

る
よ

う
に

さ
ら

に
告

げ
る

。「
あ

ま
っ

た
れ

ん
じ

ゃ
な

い
よ

。
そ

う
い

う
こ

と
は

自
分

の
力

で
や

る
も

ん
だ

」
と

。
Ｈ

こ
う

し
た

敗
北

の
確

認
を

儀

式
の

よ
う

に
経

て
、

ド
ー

ラ
は

パ
ズ

ー
を

受
け

入
れ

る
。
Ｊ
男

性
性

の
軟

着
陸

し
た

こ
の

鉱
山

町
に

別
れ

を
告

げ
、

肥
大

し
た

母
性

の
傘

下
に

入
る

こ
と

を
ド

ー
ラ

は
パ

ズ
ー

に
要

求
し

、
パ

ズ
ー

は
そ

れ
を

受
け

入
れ

る
の

だ
。

　
こ

う
し

て
映

画
は

再
出

発
す

る
。

決
定

的
な

父
性

の
断

念
と

母
性

の
庇

護
下

へ
の

参
入

を
経

て
、

パ
ズ

ー
の

「
冒

険
」

は
自

分
の

家
か

ら
再

出
発

す
る

の
だ

。
そ

し
て

、
パ

ズ
ー

は
こ

の
と

き
初

め
て

「
空

を
飛

ぶ
」。

空
賊

の
使

用
す

る
小

型
の

飛
行

機

械
に

ド
ー

ラ
＝

母
と

同
乗

す
る

こ
と

で
パ

ズ
ー

は
初

め
て

「
空

を
飛

び
」、

シ
ー

タ
の

救
出

に
向

か
う

の
だ

。
パ

ズ
ー

と
ド

ー

ラ
一

家
は

シ
ー

タ
の

奪
還

に
成

功
し

、
以

降
、

物
語

は
軍

と
ド

ー
ラ

一
家

の
ラ

ピ
ュ

タ
発

見
競

争
、

ラ
ピ

ュ
タ

到
着

後
の

対
決

へ
と

移
行

し
て

い
く

。

　
こ

の
物

語
後

半
に

お
い

て
パ

ズ
ー

に
は

そ
の

後
何

回
か

飛
行

機
械

を
操

り
飛

行
す

る
シ

ー
ン

が
描

か
れ

る
が

、
そ

こ
に

は
い

ず
れ

も
シ

ー
タ

が
同

乗
し

て
い

る
。

ド
ー

ラ
は

シ
ー

タ
を

評
し

て
言

う
。「

あ
た

し
の

若
い

こ
ろ

に
そ

っ
く

り
だ

よ
」

と
。

実

際
ド

ー
ラ

の
自

室
に

は
彼

女
の

若
い

こ
ろ

の
「

写
真

」
が

貼
っ

て
あ

る
が

そ
の

姿
は

シ
ー

タ
そ

っ
く

り
だ

。

　
映

画
の

後
半

に
再

登
場

し
た

シ
ー

タ
は

、
守

ら
れ

る
べ

き
少

女
と

し
て

の
表

面
性

を
維

持
し

つ
つ

も
、「

守
ら

れ
る

」
こ

と

で
少

年
の

生
に

意
味

を
与

え
、

実
の

と
こ

ろ
彼

を
守

っ
て

い
る

庇
護

者
＝

「
母

」
と

し
て

の
本

性
を

隠
そ

う
と

し
な

い
。

そ
ん

な
シ

ー
タ

が
同

乗
す

る
こ

と
で

、
パ

ズ
ー

は
空

を
飛

ぶ
こ

と
が

で
き

る
。

も
は

や
「

母
」

な
る

存
在

の
庇

護
な

く
し

て
は

、
少

年
は

空
を

飛
べ

な
い

の
だ

。

　
ラ

ピ
ュ

タ
到

着
後

は
、

飛
行

石
を

手
に

し
た

ム
ス

カ
と

主
人

公
た

ち
の

対
決

が
ク

ラ
イ

マ
ッ

ク
ス

と
し

て
描

か
れ

る
。

こ
の

と
き

悪
役

で
あ

る
ム

ス
カ

は
映

画
前

半
で

、
い

や
映

画
開

始
以

前
の

段
階

で
敗

北
を

迎
え

た
	

Ｋ
	の

体
現

者
と

し
て

振
る

舞
う

。
曰

く
、「

人
類

の
夢

」
で

あ
る

ラ
ピ

ュ
タ

は
滅

び
ず

、
何

度
で

も
蘇

る
の

だ
、

と
。

対
し

て
シ

ー
タ

は
こ

う
主

張

す
る

。

　
　

今
は

ラ
ピ

ュ
タ

が
な

ぜ
亡

び
た

の
か

私
よ

く
わ

か
る

［
中

略
］

　
　

土
に

根
を

お
ろ

し
風

と
と

も
に

生
き

よ
う

　
　

種
と

と
も

に
冬

を
こ

え
鳥

と
と

も
に

春
を

歌
お

う

　
　

ど
ん

な
に

恐
ろ

し
い

武
器

を
持

っ
て

も

　
　

沢
山

の
ロ

ボ
ッ

ト
を

操
っ

て
も

　
　

土
か

ら
離

れ
て

は
生

き
ら

れ
な

い
の

よ

　
こ

こ
で

注
目

す
べ

き
は

、
映

画
前

半
で

パ
ズ

ー
を

駆
動

し
て

い
た

男
性

的
な

自
己

実
現

＝
空

を
飛

ぶ
こ

と
を

肯
定

し
、

実
践

し
て

い
る

の
は

悪
役

の
ム

ス
カ

で
あ

り
、

ヒ
ロ

イ
ン

の
シ

ー
タ

は
そ

の
不

可
能

性
を

説
い

て
い

る
点

だ
。

ム
ス

カ
は

い
わ

ば
宮

崎
駿

が
諦

め
た

も
の

の
体

現
者

だ
。

そ
し

て
宮

崎
駿

の
諦

念
を

映
画

前
半

で
の

敗
北

で
体

現
し

た
パ

ズ
ー

は
、

父
親

の
夢

で
も

あ
っ

た
は

ず
の

ラ
ピ

ュ
タ

を
否

定
す

る
立

場
に

与く
み

す
る

。
パ

ズ
ー

は
シ

ー
タ

に
加

担
し

て
ム

ス
カ

と
対

決
し

、
シ

ー
タ

の
家

に

代
々

伝
わ

る
「

滅
び

の
呪

文
」

で
ラ

ピ
ュ

タ
を

崩
壊

さ
せ

る
。

か
つ

て
父

親
が

夢
見

た
存

在
を

、
男

性
的

な
自

己
実

現
の

象
徴

を
、

そ
れ

も
既

に
一

度
は

滅
ん

だ
も

の
を

、
二

度
と

蘇
ら

な
い

よ
う

に
止

め
を

刺
す

の
だ

。
死

ん
だ

父
親

の
夢

を
否

定
し

、
目

の
前

に
い

る
Ｌ
少

女
＝

母
の

論
理

に
加

担
し

て
、

パ
ズ

ー
は

ラ
ピ

ュ
タ

を
滅

ぼ
し

た
の

だ
。

　
以

上
の

よ
う

に
、

一
見

ボ
ー

イ
・

ミ
ー

ツ
・

ガ
ー

ル
の

冒
険

譚
で

あ
る

『
天

空
の

城
ラ

ピ
ュ

タ
』

は
、

実
質

的
に

は
む

し
ろ
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次
の

文
章

を
読

ん
で

、
以

下
の

各
問

に
答

え
な

さ
い

。

　
宮

崎
駿

の
男

性
的

な
も

の
へ

の
複

雑
な

態
度

が
最

も
Ａ

タ
ン

的
に

表
れ

て
い

る
の

が
、『

天
空

の
城

ラ
ピ

ュ
タ

』
だ

ろ
う

。

　
19

86
年

に
公

開
さ

れ
た

同
作

は
、

宮
崎

駿
が

ス
タ

ジ
オ

ジ
ブ

リ
を

設
立

し
て

か
ら

初
め

て
手

が
け

た
長

篇
作

品
で

あ
り

、

そ
の

職
業

人
と

し
て

の
タ

ー
ニ

ン
グ

・
ポ

イ
ン

ト
と

言
え

る
。

し
か

し
そ

れ
以

上
に

、
本

作
は

宮
崎

駿
と

い
う

作
家

に
と

っ
て

の
タ

ー
ニ

ン
グ

・
ポ

イ
ン

ト
な

の
だ

。
繰

り
返

し
テ

レ
ビ

な
ど

で
放

映
さ

れ
た

国
民

的
作

品
だ

が
、

論
を

進
め

る
た

め
に

内
容

を
簡

単
に

紹
介

し
よ

う
。

　
主

人
公

の
少

年
・

パ
ズ

ー
は

さ
び

れ
た

鉱
山

町
で

働
く

孤
児

だ
。

死
別

し
た

父
親

は
飛

行
機

の
パ

イ
ロ

ッ
ト

で
、

あ
る

フ
ラ

イ
ト

中
に

空
中

に
浮

遊
す

る
人

工
島

を
発

見
し

た
と

い
う

。
そ

の
人

工
島

＝
ラ

ピ
ュ

タ
は

超
古

代
に

存
在

し
た

優
れ

た
科

学
文

明
の

産
物

だ
が

、
何

ら
か

の
理

由
で

滅
び

、
今

は
打

ち
捨

て
ら

れ
た

ま
ま

、
空

中
に

放
棄

さ
れ

て
い

る
。

そ
の

存
在

を
パ

ズ
ー

の
父

は
帰

還
後

に
訴

え
る

が
、

世
間

は
彼

を
相

手
に

し
な

い
。

そ
の

結
果

、
パ

ズ
ー

の
父

は
「

う
そ

つ
き

よ
ば

わ
り

さ
れ

て
死

ん
で

」
し

ま
う
（

自
殺

？
）。

残
さ

れ
た

パ
ズ

ー
の

夢
は

、い
つ

か
自

分
も

飛
行

機
の

パ
イ

ロ
ッ

ト
に

な
り

、自
分

の
力

で
ラ

ピ
ュ

タ
を

再
発

見
し

て
父

の
	

Ｂ
	こ

と
だ

。

　
こ

れ
が

物
語

冒
頭

に
示

さ
れ

る
主

人
公

の
生

い
立

ち
だ

が
、

こ
の

時
点

で
既

に
こ

の
物

語
が

男
性

的
な

も
の

の
決

定
的

な
敗

北
か

ら
始

ま
っ

て
い

る
こ

と
が

分
か

る
。

本
作

に
お

い
て

ラ
ピ

ュ
タ

と
は

男
性

的
な

ロ
マ

ン
テ

ィ
シ

ズ
ム

と
自

己
実

現
の

象
徴

だ
。

そ
し

て
パ

ズ
ー

の
空

を
飛

ぶ
こ

と
＝

ラ
ピ

ュ
タ

へ
の

憧
れ

は
、

失
わ

れ
た

父
性

と
密

接
に

結
び

つ
い

て
い

る
。

パ
ズ

ー
は

そ
の

後
少

女
を

救
う

べ
く

空
へ

飛
び

立
つ

の
だ

が
、

そ
の

冒
険

は
輝

か
し

い
父

性
へ

の
接

続
で

は
な

く
失

わ
れ

た
そ

れ
の

回
復

と
し

て
位

置
づ

け
ら

れ
て

い
る

。
パ

ズ
ー

の
暮

ら
す

鉱
山

町
に

は
た

く
ま

し
く

気
持

ち
の

い
い

男
た

ち
が

働
い

て
い

る
が

、
そ

の
町

が
そ

う
遠

く
な

い
将

来
に

さ
び

れ
て

い
く

こ
と

が
示

唆
さ

れ
て

い
る

。
そ

う
、こ

の
「

男
性

的
な

も
の

」
は

既
に

失
わ

れ
、

天
空

の
城

か
ら

地
上

の
鉱

山
町

に
堕

ち
、

さ
ら

に
そ

の
Ｃ

地
上

の
町

で
の

理
想

化
さ

れ
た

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

（
パ

ズ
ー

の
親

方
が

代
表

す
る

鉱
山

の
男

た
ち

）
も

ま
た

、
斜

陽
を

迎
え

て
い

る
の

だ
。

　
そ

し
て

、
そ

ん
な

パ
ズ

ー
の

前
に

も
う

一
度

空
を

飛
ぶ

＝
冒

険
の
Ｄ

契
機

と
し

て
、

あ
る

日
少

女
が

は
る

か
上

空
か

ら
舞

い

降
り

て
く

る
。

飛
行

船
か

ら
落

下
し

た
と

い
う

そ
の

少
女

＝
シ

ー
タ

は
「

飛
行

石
」

と
い

う
特

殊
な

能
力

を
秘

め
た

ア
イ

テ
ム

を
持

つ
。
シ

ー
タ

を
助

け
た

こ
と

か
ら

、パ
ズ

ー
は

彼
女

を
狙

う
軍

隊
と

空
中

海
賊

に
追

わ
れ

る
こ

と
に

な
る

。
こ

こ
で

パ
ズ

ー

は
町

の
人

々
の

助
力

を
得

て
大

立
ち

回
り

を
演

じ
る

。
ま

さ
に

少
女

を
救

う
べ

く
巨

大
な

敵
を

相
手

に
大

活
躍

—
—

ボ
ー

イ
・

ミ
ー

ツ
・

ガ
ー

ル
の

冒
険

譚
と

し
て

は
理

想
的

な
展

開
だ

。

　
し

か
し

、
パ

ズ
ー

は
こ

の
時

点
で

は
ま

だ
「

飛
べ

な
い

」。
空

を
飛

ぶ
の

で
は

な
く

、
坑

道
に

深
く

潜
る

こ
と

で
逃

避
を

試

み
た

パ
ズ

ー
と

シ
ー

タ
は

、
結

局
軍

隊
に

出
口

に
先

回
り

さ
れ

、
囚

わ
れ

て
し

ま
う

。
軍

隊
に

同
道

す
る

政
府

の
エ

ー
ジ

ェ
ン

ト
の

ム
ス

カ
は

パ
ズ

ー
の

命
を

交
渉

条
件

に
シ

ー
タ

の
協

力
を

取
り

付
け

る
。パ

ズ
ー

は
ム

ス
カ

に
数

枚
の

金
貨

を
握

ら
さ

れ
、

解
放

さ
れ

る
。

決
定

的
な

敗
北

が
、

一
度

パ
ズ

ー
に

訪
れ

る
の

だ
。

　
映

画
は

、
そ

し
て

宮
崎

駿
が

か
つ

て
信

じ
て

い
た

世
界

は
、

い
っ

た
ん

こ
こ

で
終

わ
っ

て
、

敗
北

し
て

い
る

。
少

年
は

少
女

を
救

え
な

か
っ

た
。

Ｅ
	一

度
も

空
を

飛
ぶ

こ
と

も
な

く
捕

え
ら

れ
、

逆
に

少
女

に
命

を
救

わ
れ

、
彼

女
を

金
貨

数

枚
で

売
り

渡
し

て
と

ぼ
と

ぼ
帰

宅
し

た
の

だ
。

　
だ

が
、

映
画

は
こ

こ
か

ら
Ｆ
息

を
吹

き
返

す
。
Ｇ
落

胆
し

た
パ

ズ
ー

が
帰

宅
す

る
と

、
そ

こ
は

シ
ー

タ
を

狙
っ

て
い

た
空

中

海
賊「

ド
ー

ラ
一

家
」が

占
拠

し
て

い
る

。
彼

ら
は

熟
年

女
性

の
ド

ー
ラ

と
そ

の
息

子
た

ち
か

ら
な

る
家

族
経

営
の「

海
賊

」だ
。

偉
大

な
母

性
と

、
矮

小
な

子
供

た
ち

—
—

ド
ー

ラ
一

家
は

そ
の

後
宮

崎
駿

作
品

に
頻

出
す

る
、「

母
」

的
な

も
の

の
支

配
す

る

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
原

型
だ

。
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物

語
の

中
盤

、
ポ

ニ
ョ

が
宗

介
に

会
う

た
め

に
人

間
に

変
身

し
て

上
陸

す
る

。
こ

の
と

き
、

大
津

波
が

宗
介

た
ち

の
住

む
町

を
襲

い
、

映
画

の
舞

台
は

ま
る

ま
る

海
に

飲
み

こ
ま

れ
る

。
そ

の
後

、
宗

介
と

ポ
ニ

ョ
は

グ
ラ

ン
マ

ン
マ

ー
レ

の
監

督
下

で
安

全
な

冒
険

を
繰

り
広

げ
る

の
だ

が
、

こ
の

「
胎

内
」

の
よ

う
な

世
界

は
ほ

と
ん

ど
死

後
の

世
界

の
よ

う
に

描
か

れ
る

。
劇

中
に

は
宗

介
の

母
親

が
勤

め
る

女
性

専
用

の
介

護
施

設
が

登
場

す
る

の
だ

が
、

そ
こ

に
暮

ら
す

老
婆

た
ち

は
こ

の
津

波
に

飲
み

こ
ま

れ
る

こ
と

に
よ

っ
て

四
肢

の
不

自
由

か
ら

回
復

し
、
自

由
に

動
き

回
る

よ
う

に
な

る
。

ま
る

で
、
天

に
召

さ
れ

た
か

の
よ

う
に

。

　
あ

る
い

は
宗

介
と

ポ
ニ

ョ
は

「
冒

険
」

の
最

中
に

、
奇

妙
な

若
夫

婦
と

そ
の

幼
子

と
出

会
う

。
津

波
か

ら
避

難
中

だ
と

い
う

そ
の

若
夫

婦
の

ど
こ

が
奇

妙
な

の
か

。
そ

れ
は

彼
ら

の
服

装
が

大
正

時
代

の
そ

れ
で

あ
る

こ
と

だ
。

　
物

語
の

進
行

に
何

も
寄

与
す

る
こ

と
な

く
挿

入
さ

れ
る

こ
の

若
夫

婦
の

登
場

は
何

を
示

す
の

か
。

同
作

の
公

開
当

初
、

こ
れ

ら
の

要
素

は「
死

」の
比

喩
で

あ
る

と
取

り
上

げ
ら

れ
る

こ
と

が
多

か
っ

た
。

例
え

ば『
読

売
新

聞
』2

00
8
年

7
月

9
日

掲
載

の
、

同
作

の
プ

ロ
デ

ュ
ー

サ
ー

、
鈴

木
敏

夫
の

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

は
、

同
作

の
描

く
世

界
が

「
死

後
の

世
界

」
で

あ
る

こ
と

を
半

ば
前

提
と

し
て

行
わ

れ
て

い
る

。

　
あ

っ
ち

の
世

界
に

行
っ

て
帰

っ
て

く
る

話
と

い
う

の
は

、
こ

れ
ま

で
も

描
か

れ
て

き
た

題
材

だ
し

、
宮

さ
ん

も
取

り
組

ん
で

き
ま

し
た

。「
ポ

ニ
ョ

」
で

そ
れ

を
突

き
詰

め
た

と
言

え
る

か
も

し
れ

な
い

。
生

命
が

誕
生

す
る

間
際

に
は

、
死

が

す
ぐ

そ
ば

に
あ

る
ん

で
す

よ
。

生
き

て
い

く
の

も
同

じ
じ

ゃ
な

い
で

す
か

。

　
つ

ま
り

、
物

語
中

盤
の

「
津

波
」

に
よ

っ
て

崖
の

上
の

町
は

完
全

に
飲

み
こ

ま
れ

、
以

降
は

登
場

人
物

た
ち

が
幽

霊
と

な
っ

て
行

動
し

て
い

る
、
と

い
う

解
釈

だ
。

だ
と

す
れ

ば
、

介
護

施
設

の
老

婆
た

ち
の

「
回

復
」
も

、
大

正
時

代
の

	
Ｒ

	を

し
た

若
夫

婦
の

存
在

も
説

明
が

つ
く

だ
ろ

う
。

　『
崖

の
上

の
ポ

ニ
ョ

』
に

お
い

て
一

見
、

甘
い

ボ
ー

イ
・

ミ
ー

ツ
・

ガ
ー

ル
の

物
語

を
完

遂
し

、
成

長
を

遂
げ

た
か

に
見

え

る
宗

介
だ

が
、

そ
の

「
冒

険
」

は
そ

ん
な

男
の

子
の

フ
ァ

ン
タ

ジ
ー

（
彼

に
救

わ
れ

る
ベ

き
女

の
子

が
一

方
的

に
押

し
か

け
て

き
て

ロ
マ

ン
を

与
え

て
く

れ
る

、
と

い
う

フ
ァ

ン
タ

ジ
ー

）
を
Ｓ
お

膳
立

て
し

て
く

れ
る

、
偉

大
な

る
母

性
の

「
胎

内
」

で
完

結
し

た
「

ご
っ

こ
」

遊
び

に
等

し
い

も
の

と
し

て
提

示
さ

れ
て

い
る

の
だ

。
そ

し
て

重
要

な
の

は
こ

の
「

死
」

の
イ

メ
ー

ジ
が

同
作

に
お

い
て

母
胎

の
イ

メ
ー

ジ
と

強
く

結
び

つ
い

て
い

る
こ

と
だ

。

　『
崖

の
上

の
ポ

ニ
ョ

』に
お

け
る

ポ
ニ

ョ
の

母
＝

グ
ラ

ン
マ

ン
マ

ー
レ

の
庇

護
下

に
あ

る（
胎

内
に

あ
る

）世
界

は
事

実
上「

死

後
の

世
界

」
と

し
て

描
か

れ
て

い
る

。
宗

介
と

ポ
ニ

ョ
の

「
冒

険
」

は
、

産
道

の
よ

う
な

暗
い

ト
ン

ネ
ル

を
抜

け
る

こ
と

で
終

わ
り

を
告

げ
る

。
そ

の
後

、
ま

る
で

彼
ら

を
産

み
落

と
す

か
否

か
を

決
定

す
る

か
の

よ
う

に
、

彼
ら

の
運

命
は

そ
の

母
親

同
士

の
話

し
合

い
で

決
定

さ
れ

る
。

こ
こ

で
表

現
さ

れ
て

い
る

強
烈

な
母

胎
回

帰
を

中
心

に
据

え
た

死
と

再
生

に
お

い
て

、
父

性
の

（
宗

介
の

、
あ

る
い

は
彼

ら
の

父
親

の
）

介
在

す
る

余
地

は
な

い
。

こ
こ

に
お

い
て

父
性

と
は

単
に

母
性

か
ら

、
そ

れ
も

「
ご

っ

こ
遊

び
」

と
し

て
与

え
ら

れ
る

だ
け

の
存

在
に

す
ぎ

な
い

の
だ

。

　
し

か
し

、
こ

れ
ま

で
見

て
き

た
よ

う
に

宮
崎

駿
が

死
後

の
世

界
を

描
き

始
め

た
の

は
、

そ
の

ず
っ

と
前

の
こ

と
だ

。『
天

空

の
城

ラ
ピ

ュ
タ

』
に

お
け

る
決

定
的

な
展

開
（

断
念

）
を

経
た

と
き

か
ら

、
宮

崎
駿

は
少

な
く

と
も

男
性

主
体

の
目

を
通

し
て

は
生

者
の

世
界

を
描

け
て

い
な

い
の

だ
。

そ
し

て
男

性
主

人
公

が
設

定
さ

れ
た

と
き

、
世

界
は

再
生

す
る

こ
と

な
く

単
に

死
の

世
界

に
変

貌
す

る
の

だ
。

（
注

）
（
1）

	コ
ミ

ッ
ト

　
か

か
わ

り
あ

う
こ

と

（
宇

野
常

寛
『

母
性

の
デ

ィ
ス

ト
ピ

ア
Ⅰ

　
接

触
篇

』
早

川
書

房
よ

り
。

原
文

の
一

部
を

改
変

し
て

い
る

）
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6	
―

そ
の

不
可

能
性

こ
そ

を
描

い
て

い
た

と
言

え
る

だ
ろ

う
。
ラ

ピ
ュ

タ
と

は
、男

性
性

が
完

全
に

葬
り

去
ら

れ
た
「

墓
所

」
な

の
だ

。

　
実

際
『

天
空

の
城

ラ
ピ

ュ
タ

』
以

降
の

宮
崎

駿
は

少
年

が
少

女
を

救
う

冒
険

譚
も

描
か

な
け

れ
ば

、
少

年
が

空
を

飛
ぶ

こ
と

も
描

け
な

く
な

っ
て

し
ま

っ
た

。
例

え
ば

『
も

の
の

け
姫

』
の

ア
シ

タ
カ

は
サ

ン
と

エ
ボ

シ
、

野
生

と
文

明
を

象
徴

す
る

二
人

の
ヒ

ロ
イ

ン
の

間
を

往
復

し
な

が
ら

「
見

守
る

」
だ

け
で

、
主

体
的

な
コ

ミ
ッ

ト（
1
）
は

で
き

な
い

。

　
そ

も
そ

も
以

降
の

宮
崎

駿
作

品
に

お
い

て
は

男
性

主
人

公
が

ほ
と

ん
ど

成
立

し
て

い
な

い
。『

も
の

の
け

姫
』

以
外

に
男

性

主
人

公
が

立
て

ら
れ

た
の

は
『

紅
の

豚
』『

ハ
ウ

ル
の

動
く

城
』（

20
04

）『
風

立
ち

ぬ
』

の
3
作

の
み

で
あ

り
、

こ
れ

ら
は

し

か
も

「
少

年
」

で
は

な
く

大
人

の
主

人
公

が
設

定
さ

れ
て

い
る

。

　『
紅

の
豚

』
の

主
人

公
で

あ
る

ポ
ル

コ
・

ロ
ッ

ソ
は

ま
さ

に
「

飛
行

機
乗

り
」

と
し

て
登

場
す

る
。

彼
は

戦
没

し
た

仲
間

の

パ
イ

ロ
ッ

ト
た

ち
を

思
い

な
が

ら
飛

び
続

け
て

い
る

。
そ

う
、

ポ
ル

コ
は

ま
さ

に
失

わ
れ

た
男

性
性

を
思

い
な

が
ら

飛
ん

で
い

る
の

だ
。

そ
の

今
も

飛
び

続
け

て
い

る
自

身
は

、
自

ら
か

け
た

呪
い

に
よ

っ
て

「
豚

」
の

姿
に

な
っ

て
い

る
。

同
作

も
ま

た
、

男
性

的
な

自
己

実
現

と
空

を
飛

ぶ
こ

と
が

強
く

結
び

つ
い

て
い

る
。

そ
れ

ゆ
え

に
今

も
飛

び
続

け
て

い
る

ポ
ル

コ
は

、
そ

し
て

失
わ

れ
た

は
ず

の
も

の
を
Ｍ

擬
似

的
に

回
復

し
て

い
る

ポ
ル

コ
は

自
ら

の
身

体
に

呪
い

を
か

け
ざ

る
を

得
な

い
の

だ
。

こ
れ

は

そ
の

前
作

で
あ

る
『

魔
女

の
宅

急
便

』（
19

89
）

の
ヒ

ロ
イ

ン
・

キ
キ

が
少

女
じ

み
た

悩
み

の
重

力
に

負
け

そ
う

に
な

り
な

が

ら
も

、
そ

の
ま

ま
の

姿
で

終
始

空
を

飛
び

続
け

て
い

た
の

と
は

対
照

的
だ

。

　
続

く
男

性
主

人
公

作
品

で
あ

る
『

ハ
ウ

ル
の

動
く

城
』

で
は

全
能

感
の

強
い

美
青

年
ハ

ウ
ル

が
、

物
語

冒
頭

で
こ

そ
少

女
と

老
婆

（
母

）
の

間
を

往
復

す
る

女
性

＝
ソ

フ
ィ

ー
を

そ
の

傍
ら

に
配

置
さ

れ
る

こ
と

で
、
Ｎ

優
雅

に
空

を
飛

ぶ
。

し
か

し
、

迫

り
く

る
戦

争
を

前
に

、
ハ

ウ
ル

も
ま

た
ソ

フ
ィ

ー
を

守
る

た
め

に
自

ら
異

形
の

姿
に

変
化

し
て

空
を

飛
び

、
戦

地
に

赴
く

。

　
そ

し
て

彼
ら

は
、

パ
ズ

ー
が

そ
う

で
あ

っ
た

よ
う

に
「

母
」

的
な

も
の

の
庇

護
下

に
な

け
れ

ば
、

も
は

や
空

を
飛

べ
な

い
。

パ
ズ

ー
は

「
母

」
に

守
ら

れ
て

い
れ

ば
飛

べ
た

。
ポ

ル
コ

は
自

ら
に

呪
い

を
か

け
異

形
の

者
に

な
れ

ば
飛

べ
た

。
異

形
の

者
に

な
る

と
は

、
現

実
と

は
切

断
さ

れ
た

虚
構

を
生

き
る

と
い

う
こ

と
だ

。
そ

ん
な

虚
構

の
世

界
に

生
き

る
男

た
ち

の
ま

ま
ご

と
の

よ
う

な
飛

行
機

遊
び

と
そ

こ
に

こ
め

ら
れ

た
ロ

マ
ン

テ
ィ

ッ
ク

な
—

—
政

治
的

に
は

無
力

で
あ

る
が

、
閉

鎖
的

な
共

同
体

の
内

部
の

文
脈

を
共

有
す

る
こ

と
で

文
学

的
に

は
成

立
す

る
—

—
自

己
実

現
を

あ
た

た
か

く
見

守
る

こ
と

で
肯

定
し

て
く

れ
る

存

在
、

子
供

の
「

ご
っ

こ
遊

び
」

を
優

し
く

見
守

る
「

母
」

的
な

存
在

が
『

紅
の

豚
』

の
ヒ

ロ
イ

ン
の

ジ
ー

ナ
で

あ
る

。

　
豚

に
姿

を
変

え
た

ポ
ル

コ
に

と
っ

て
の

「
飛

行
」

は
死

の
イ

メ
ー

ジ
と

強
く

結
び

つ
い

て
い

た
。

ポ
ル

コ
の

異
形

姿
と

は
事

実
上

、
男

性
的

な
も

の
の

不
可

能
性

の
体

現
で

あ
り

、
同

時
に

そ
の

死
後

の
世

界
に

お
け

る
実

現
で

あ
っ

た
と

言
え

る
。「

母
」

の
庇

護
下

に
置

か
れ

た
ポ

ル
コ

の
異

形
化

が
意

味
す

る
の

は
、

か
つ

て
パ

ズ
ー

が
手

に
し

た
よ

う
な

「
母

」
の

庇
護

下
に

お
け

る「
飛

行
」は

、実
は

宮
崎

駿
に

と
っ

て
む

し
ろ

死
の

世
界

と
接

続
す

る
も

の
だ

と
い

う
こ

と
だ

。
そ

し
て

ハ
ウ

ル
も

ま
た「

母
」

の
愛

と
異

形
の

も
の

へ
の

変
化

が
両

方
あ

っ
て

初
め

て
戦

争
中

（
過

酷
な

世
界

）
を

飛
べ

る
の

だ
。

　
私

が
そ

う
考

え
る

の
は

、『
崖

の
上

の
ポ

ニ
ョ

』
の

存
在

が
あ

る
か

ら
だ

。

　
同

作
の

主
人

公
宗

介
の

一
家

も
ま

た
父

親
が

海
に

出
て

陸
に

帰
ら

な
い

家
庭

と
し

て
描

か
れ

る
。『

崖
の

上
の

ポ
ニ

ョ
』

に

お
け

る
「

海
」

は
物

語
世

界
を

支
配

す
る

母
性

の
象

徴
だ

。
宗

介
は

ヒ
ロ

イ
ン

の
ポ

ニ
ョ

と
出

会
い

、
彼

女
と

一
緒

に
小

さ
な

冒
険

を
ク

リ
ア

す
る

こ
と

で
そ

の
夫

と
し

て
の

資
格

を
得

る
。

　
だ

が
そ

の
冒

険
は

、
全

て
ポ

ニ
ョ

の
母

で
あ

る
海

の
精

＝
グ

ラ
ン

マ
ン

マ
ー

レ
の

監
督

下
で

行
わ

れ
る
Ｐ

安
全

な
ゲ

ー
ム

に

す
ぎ

な
い

。
ゲ

ー
ム

を
ク

リ
ア

し
た

宗
介

と
ポ

ニ
ョ

の
運

命
も

、
そ

れ
ぞ

れ
の

母
親

同
士

の
「

話
し

合
い

」
で

決
定

さ
れ

る
。

　『
崖

の
上

の
ポ

ニ
ョ

』
に

お
い

て
、

男
と

は
母

な
る

海
を

漂
流

す
る
Ｑ

寄
る

辺
な

き
個

に
す

ぎ
な

い
。

宗
介

の
父

親
が

決
し

て
陸

に
帰

還
す

る
こ

と
が

な
い

の
と

同
じ

よ
う

に
、ポ

ニ
ョ

の
父

親
も

ま
た

矮
小

な
存

在
と

し
て

描
か

れ
る

。
彼

は
そ

の
「

妻
」

で
あ

る
グ

ラ
ン

マ
ン

マ
ー

レ
（

海
の

精
）

の
各

所
に

存
在

す
る

複
数

の
夫

た
ち

の
一

人
に

す
ぎ

ず
、

ほ
と

ん
ど

彼
女

に
会

う
こ

と
す

ら
か

な
わ

な
い

の
だ

。

　
そ

し
て

、
そ

ん
な

『
崖

の
上

の
ポ

ニ
ョ

』
の

世
界

に
は

「
死

の
香

り
」

が
満

ち
あ

ふ
れ

て
い

る
。
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問
５

	
空

欄
	

Ｅ
	に

入
る

接
続

詞
と

し
て

最
も

適
切

な
も

の
は

ど
れ

か
。

下
記

の
選

択
肢

か
ら

選
び

、
記

号
で

答
え

な
さ

い
。

ａ
　

と
は

い
う

も
の

の

ｂ
　

そ
れ

ど
こ

ろ
か

ｃ
　

そ
れ

ゆ
え

に

ｄ
　

も
し

く
は

ｅ
　

し
か

し
な

が
ら

問
６

	
下

線
部
Ｆ

「
息

を
吹

き
返

す
」

と
あ

る
が

、
筆

者
は

ど
の

よ
う

な
状

況
を

表
そ

う
し

て
い

る
の

か
。

そ
の

説
明

と
し

て

最
も

適
切

な
も

の
は

ど
れ

か
。

下
記

の
選

択
肢

か
ら

選
び

、
記

号
で

答
え

な
さ

い
。

ａ
　

少
年

か
ら

青
年

へ
の

内
面

の
成

熟

ｂ
　

主
人

公
の

町
で

の
生

活
へ

の
復

帰

ｃ
　

終
息

し
そ

う
な

物
語

の
再

稼
働

ｄ
　

飛
行

機
製

作
へ

の
再

挑
戦

ｅ
　

失
わ

れ
た

父
性

へ
の

目
覚

め

問
７

	
下

線
部
Ｇ

「
落

胆
」

の
同

義
語

と
し

て
最

も
適

切
な

も
の

は
ど

れ
か

。
下

記
の

選
択

肢
か

ら
選

び
、記

号
で

答
え

な
さ

い
。

ａ
　

失
念

ｂ
　

錯
乱

ｃ
　

遺
失

ｄ
　

降
格

ｅ
　

喪
心

問
８

	
下

線
部
Ｈ

「
こ

う
し

た
敗

北
」

の
指

し
示

す
内

容
と

し
て
適
切
で
な
い
も
の

は
ど

れ
か

。
下

記
の

選
択

肢
か

ら
選

び
、

記
号

で
答

え
な

さ
い

。

ａ
　

少
女

を
救

出
で

き
な

か
っ

た
こ

と

ｂ
　

他
者

の
援

助
を

要
請

し
た

こ
と

ｃ
　

大
口

を
た

た
い

た
こ

と

ｄ
　

無
為

の
ま

ま
帰

宅
し

た
こ

と

ｅ
　

飛
行

能
力

を
発

揮
で

き
な

か
っ

た
こ

と
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問
１

	
下

線
部
Ａ

「
タ

ン
」

を
漢

字
で

書
い

た
と

き
に

、
そ

の
漢

字
と

同
じ

漢
字

を
含

む
も

の
は

ど
れ

か
。

下
記

の
選

択
肢

か

ら
を

選
び

、
記

号
で

答
え

な
さ

い
。

ａ
　

昨
年

は
、

多
事

タ
タ

ン
だ

っ
た

。

ｂ
　

知
ら

な
い

う
ち

に
犯

罪
に

カ
タ

ン
し

て
し

ま
っ

た
。

ｃ
　

タ
ン

ト
ウ

直
入

に
申

し
上

げ
ま

す
。

ｄ
　

あ
の

小
説

に
は

、
カ

ン
タ

ン
せ

ざ
る

を
得

な
い

ｅ
　

彼
は

い
つ

も
ヘ

イ
タ

ン
な

話
し

ぶ
り

だ
。

問
２

	
空

欄
	

Ｂ
	に

入
る

語
句

と
し

て
最

も
適

切
な

も
の

は
ど

れ
か

。
下

記
の

選
択

肢
か

ら
選

び
、

記
号

で
答

え
な

さ
い

。

ａ
　

危
機

を
し

の
ぐ

ｂ
　

威
厳

が
ゆ

ら
ぐ

ｃ
　

苦
労

を
し

の
ぶ

ｄ
　

心
血

を
か

た
む

け
る

ｅ
　

汚
名

を
そ

そ
ぐ

問
３

	
下

線
部
Ｃ

「
地

上
の

町
で

の
理

想
化

さ
れ

た
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
」

が
指

し
示

し
て

い
る

も
の

の
説

明
と

し
て
適
切
で
な
い

も
の

は
ど

れ
か

。
下

記
の

選
択

肢
か

ら
選

び
、

記
号

で
答

え
な

さ
い

。

ａ
　

た
く

ま
し

さ
を

誇
れ

る
社

会
集

団

ｂ
　

男
性

を
中

心
と

し
た

共
同

体

ｃ
　

冒
険

者
た

ち
の

集
団

ｄ
　

鉱
山

に
よ

っ
て

成
り

立
つ

地
域

社
会

ｅ
　

す
が

す
が

し
い

連
中

の
集

ま
り

問
４

	
下

線
部
Ｄ
「

契
機

」
と

同
じ

内
容

を
あ

ら
わ

す
語

句
と

し
て
適
切
で
な
い
も
の

は
ど

れ
か

。
下

記
の

選
択

肢
か

ら
選

び
、

記
号

で
答

え
な

さ
い

。

ａ
　

起
爆

剤

ｂ
　

口
火

ｃ
　

大
詰

め

ｄ
　

引
き

金

ｅ
　

呼
び

水

2
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-
s
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0
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-
ブ
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―
	2

1	
―

問
13

	
下

線
部
Ｎ「

優
雅

」の
対

義
語

と
し

て
最

も
適

切
な

も
の

は
ど

れ
か

。
下

記
の

選
択

肢
か

ら
選

び
、記

号
で

答
え

な
さ

い
。

ａ
　

粗
野

ｂ
　

低
回

ｃ
　

劣
悪

ｄ
　

傷
心

ｅ
　

欠
陥

問
14

	
下

線
部
Ｐ

「
安

全
な

ゲ
ー

ム
に

す
ぎ

な
い

」
と

さ
れ

る
理

由
と

し
て
適
切
で
な
い
も
の

は
ど

れ
か

。
下

記
の

選
択

肢
か

ら
選

び
、

記
号

で
答

え
な

さ
い

。

ａ
　

虚
構

の
な

か
の

ま
ま

ご
と

に
す

ぎ
な

い
か

ら

ｂ
　

現
実

と
切

断
さ

れ
る

こ
と

で
成

り
立

つ
世

界
だ

か
ら

ｃ
　

母
性

的
な

も
の

の
庇

護
下

で
の

出
来

事
だ

か
ら

ｄ
　

今
は

失
わ

れ
て

し
ま

っ
た

男
性

世
界

の
も

の
だ

か
ら

ｅ
　

閉
ざ

さ
れ

た
世

界
で

の
冒

険
で

あ
る

か
ら

問
15

	
下

線
部
Ｑ

「
寄

る
辺

な
き

」
の

同
義

の
語

句
と

し
て
適
切
で
な
い
も
の

は
ど

れ
か

。
下

記
の

選
択

肢
か

ら
選

び
、

記
号

で
答

え
な

さ
い

。

ａ
　

身
の

置
き

ど
こ

ろ
が

無
い

ｂ
　

座
り

心
地

が
悪

い

ｃ
　

底
意

地
が

悪
い

ｄ
　

居
場

所
が

な
い

ｅ
　

い
た

た
ま

れ
な

い

問
16

	
空

欄
	

Ｒ
	に

入
る

語
句

と
し

て
最

も
適

切
な

も
の

は
ど

れ
か

。
下

記
の

選
択

肢
か

ら
選

び
、

記
号

で
答

え
な

さ
い

。

ａ
　

な
り

わ
い

ｂ
　

い
で

た
ち

ｃ
　

み
は

ら
し

ｄ
　

ま
つ

り
ご

と

ｅ
　

そ
え

も
の

2
0
2
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-
s
e
t
0
1
-
ブ

ッ
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0	
―

問
９

	
下

線
部
Ｊ

「
男

性
性

の
軟

着
陸

し
た

こ
の

鉱
山

町
」

と
あ

る
が

、
そ

の
と

き
の

パ
ズ

ー
の

お
か

れ
て

い
る

状
況

の
説

明

と
し

て
適

切
な

文
章

は
ど

れ
か

。
下

記
の

選
択

肢
か

ら
選

び
、

記
号

で
答

え
な

さ
い

。

ａ
　

他
者

の
保

護
の

も
と

で
、

の
び

や
か

に
暮

ら
し

て
い

る
様

子
を

示
し

て
い

る

ｂ
　

微
妙

な
バ

ラ
ン

ス
の

上
に

、
か

ろ
う

じ
て

存
在

し
て

い
る

状
態

を
示

し
て

い
る

ｃ
　

周
囲

へ
の

配
慮

を
欠

か
す

こ
と

無
く

、
注

意
を

払
っ

て
い

る
こ

と
を

示
し

て
い

る

ｄ
　

努
力

し
て

得
た

も
の

で
は

無
く

、
与

え
ら

れ
た

も
の

で
あ

る
こ

と
を

示
し

て
い

る

ｅ
　

欲
望

を
捨

て
た

、
あ

き
ら

め
の

上
に

成
り

立
っ

て
い

る
こ

と
を

示
し

て
い

る

問
10

	
空

欄
	

Ｋ
	に

入
る

語
句

と
し

て
最

も
適

切
な

も
の

は
ど

れ
か

。
下

記
の

選
択

肢
か

ら
選

び
、

記
号

で
答

え
な

さ
い

。

ａ
　

母
性

の
庇

護
下

に
あ

る
存

在

ｂ
　

父
性

獲
得

の
挫

折

ｃ
　

男
性

的
な

ロ
マ

ン
テ

ィ
シ

ズ
ム

ｄ
　

矮
小

な
子

供
っ

ぽ
さ

ｅ
　

た
く

ま
し

い
肉

体
性

問
11

	
下

線
部
Ｌ

「
少

女
＝

母
の

論
理

」
が

指
し

示
す

内
容

の
説

明
と

し
て

最
も

適
切

な
も

の
は

ど
れ

か
。

下
記

の
選

択
肢

か

ら
選

び
、

記
号

で
答

え
な

さ
い

。

ａ
　

父
性

の
支

配
に

終
止

符
を

打
ち

、
母

系
社

会
を

打
ち

立
て

る
こ

と

ｂ
　

大
地

に
根

ざ
し

た
生

活
を

理
想

と
し

、
争

い
を

忌
避

す
る

こ
と

ｃ
　

滅
亡

を
受

け
入

れ
、

死
後

の
世

界
に

思
い

を
は

せ
る

こ
と

ｄ
　

人
類

の
夢

に
身

を
ゆ

だ
ね

、
夢

の
探

求
に

一
生

を
捧

げ
る

こ
と

ｅ
　

他
者

の
庇

護
の

な
か

で
過

ご
し

、
安

逸
な

生
活

を
送

る
こ

と

問
12

	
下

線
部
Ｍ

「
擬

似
的

に
回

復
し

て
い

る
」

と
さ

れ
る

理
由

と
し

て
適
切
で
な
い
も
の

は
ど

れ
か

。
下

記
の

選
択

肢
か

ら

選
び

、
記

号
で

答
え

な
さ

い
。

ａ
　

飛
行

機
が

強
さ

の
象

徴
で

は
無

く
な

っ
て

い
る

か
ら

ｂ
　

戦
没

し
た

仲
間

の
飛

行
機

乗
り

と
は

へ
だ

た
り

が
あ

る
か

ら

ｃ
　

母
性

的
な

も
の

に
よ

っ
て

飛
行

が
可

能
だ

か
ら

ｄ
　

男
性

的
な

も
の

の
継

承
は

不
可

能
で

あ
る

か
ら

ｅ
　

飛
行

す
る

こ
と

は
す

で
に

夢
の

達
成

で
は

無
く

な
っ

て
い

る
か

ら

2
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２
０
２
３
年
度
入
学
試
験
問
題

国
語

―
	2

2	
―

問
17

	
下

線
部
Ｓ

「
お

膳
立

て
」

の
同

義
語

と
し

て
適
切
で
な
い
も
の

は
ど

れ
か

。
下

記
の

選
択

肢
か

ら
選

び
、

記
号

で
答

え

な
さ

い
。

ａ
　

手
回

し

ｂ
　

試
金

石

ｃ
　

用
意

ｄ
　

仕
度

ｅ
　

下
ご

し
ら

え

問
18

	
筆

者
は

、
宮

崎
駿

そ
の

作
品

に
お

い
て

断
念

し
た

も
の

に
つ

い
て

論
じ

て
い

る
。

そ
の

断
念

し
た

も
の

と
は

何
か

、
句

読
点

を
含

め
て

50
字

以
内

で
書

き
な

さ
い

。
解

答
は

、
解

答
用

紙
の

記
述

問
題

解
答

記
入

欄
に

書
き

な
さ

い
。

2
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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

。

2
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e
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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
０
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
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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

2
0
2
3
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
b
 
 
 
2
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２
０
２
３
年
度
入
学
試
験
問
題

日
本
史
Ｂ

―
	3

0	
―

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

2
0
2
3
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
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―
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1	
―

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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―
	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

　
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
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２
０
２
３
年
度
入
学
試
験
問
題

政
治
・
経
済

政
治

・
経

済

―
	3

5	
―

問
３

　
下

線
部
Ｃ

を
主

張
し

、
イ

ギ
リ

ス
の

議
会

政
治

を
「

人
民

の
代

議
士

は
、

一
般

意
思

の
代

表
で

は
な

い
し

、
代

表
た

り
え

な
い

」
と

批
判

し
た

思
想

家
と

、
そ

の
著

作
の

組
合

せ
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
　

ホ
ッ

ブ
ズ

　
　

　
　

－
　

　
リ

ヴ
ァ

イ
ア

サ
ン

ｂ
　

モ
ン

テ
ス

キ
ュ

ー
　

－
　

　
法

の
精

神
ｃ

　
ル

ソ
ー

　
　

　
　

　
－

　
　

社
会

契
約

論
ｄ

　
ロ

ッ
ク

　
　

　
　

　
－

　
　

統
治

二
論

問
４

　
下

線
部
Ｄ

に
関

連
し

た
記

述
と

し
て

最
も

適
当

な
も

の
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
	

議
会

制
民

主
主

義
に

お
け

る
国

民
代

表
の

原
理

と
は

、
議

会
は

国
民

に
選

ば
れ

た
個

々
の

代
表

の
意

思
を

ぶ
つ

け
合

い
調

整
す

る
機

関
で

あ
り

、
各

々
が

代
表

す
る

人
々

の
利

害
が

国
家

全
体

に
取

り
込

ま
れ

る
こ

と
で

あ
る

。
ｂ

	
議

会
制

民
主

主
義

に
お

け
る

審
議

の
原

理
と

は
、

公
開

の
討

論
を

通
じ

て
国

政
の

基
本

方
針

を
決

定
す

る
こ

と
で

あ
り

、多
数

決
原

理
を

採
用

し
つ

つ
も

少
数

者
の

意
見

や
権

利
を

踏
み

に
じ

ら
な

い
よ

う
に

す
る

た
め

に
重

要
で

あ
る

。
ｃ

	
ア

メ
リ

カ
は

、
行

政
権

を
担

う
大

統
領

が
直

接
に

国
民

に
よ

っ
て

選
出

さ
れ

、
議

会
に

議
席

が
な

く
議

会
の

解
散

権
や

法
案

の
提

出
権

も
も

た
な

い
た

め
、

議
会

制
民

主
主

義
と

は
言

え
な

い
。

ｄ
	

議
会

制
民

主
主

義
に

お
け

る
監

督
の

原
理

と
は

、
議

会
の

決
定

を
尊

重
し

て
、

国
民

の
た

め
の

行
政

が
公

正
に

お
こ

な
わ

れ
て

い
る

か
ど

う
か

を
、

司
法

機
関

が
厳

重
に

監
督

す
る

必
要

が
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

問
５

　
下

線
部
Ｅ

に
関

連
し

、
日

本
で

発
生

し
た

事
案

で
、

政
府

が
外

交
問

題
を

理
由

に
裁

判
に

介
入

し
よ

う
と

し
て

司
法

権
の

独
立

が
脅

か
さ

れ
た

が
、

司
法

が
独

立
を

維
持

し
た

事
件

の
名

称
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
	

足
利

事
件

ｂ
	

大
津

事
件

ｃ
	

生
麦

事
件

ｄ
	

三
河

島
事

件

2
0
2
3
-
s
e
t
0
1
-
ブ

ッ
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―

Ⅰ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

下
の

問
い

（
問
１

〜
問
５

）
に

答
え

よ
。

　
近

代
の

民
主

制
国

家
が

基
本

理
念

と
し

て
い

る
の

は
、

基
本

的
人

権
と

国
民

主
権

の
原

理
で

あ
る

。
Ａ
基

本
的

人
権

と
は

、
人

間
の

基
本

的
な

権
利

は
国

家
権

力
を

も
っ

て
し

て
も

侵
害

す
る

こ
と

の
で

き
な

い
永

久
の

権
利

で
あ

る
と

す
る

考
え

方
で

あ
り

、
Ｂ
国

民
主

権
と

は
、

国
家

の
権

力
（

主
権

）
は

国
民

の
も

の
で

あ
り

、
国

民
の

意
思

に
も

と
づ

い
て

、
国

民
の

利
益

の
た

め
に

行
使

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

を
意

味
す

る
。

　
国

民
主

権
を

実
現

す
る

た
め

の
も

っ
と

も
徹

底
し

た
方

法
は

、
国

民
全

体
の

集
会

を
開

い
て

政
治

的
問

題
を

議
論

し
、

解
決

す
る

も
の

で
、

こ
れ

を
Ｃ
直

接
民

主
制

と
い

う
。

一
方

、
国

民
が

選
挙

で
代

表
を

選
び

、
そ

の
代

表
が

集
ま

っ
て

構
成

す
る

議
会

で
政

治
的

な
問

題
を

審
議

す
る

方
法

も
あ

り
、

こ
れ

を
間

接
民

主
制

と
い

う
。

議
会

を
媒

介
と

す
る

民
主

政
治

と
い

う
意

味
で
Ｄ
議

会
制

民
主

主
義

と
も

よ
ば

れ
る

。
　

だ
が

、
民

主
的

に
選

出
さ

れ
た

国
民

の
代

表
で

あ
っ

て
も

、
権

力
が

少
数

の
者

の
手

に
集

中
す

る
と

、
権

力
の

濫
用

に
よ

り
国

民
の

権
利

を
侵

害
す

る
お

そ
れ

が
生

じ
る

。
そ

う
し

た
事

態
を

防
ぐ

に
は

権
力

の
分

散
が

不
可

欠
で

あ
り

、
Ｅ
権

力
分

立
の

考
え

方
も

民
主

政
治

の
基

本
原

理
の

ひ
と

つ
と

な
っ

て
い

る
。

問
１
　

下
線

部
Ａ

に
関

連
し

た
記

述
と

し
て

最
も

適
当

な
も

の
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
	

絶
対

王
政

の
時

代
の

中
世

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
で

は
、

人
は

属
す

る
身

分
に

関
わ

ら
ず

同
じ

基
本

的
人

権
を

有
す

る
と

考
え

ら
れ

て
い

た
が

、
自

ら
の

生
命

を
守

っ
て

も
ら

う
た

め
そ

の
権

利
を

国
王

に
全

面
委

譲
し

て
い

る
と

さ
れ

て
い

た
。

ｂ
	

基
本

的
人

権
は

、
は

じ
め

は
個

人
の

自
由

を
確

保
す

る
こ

と
（

自
由

権
）

と
考

え
ら

れ
た

が
、

国
家

は
労

働
者

な
ど

の
労

働
・

生
存

・
福

祉
を

権
利

（
社

会
権

）
と

し
て

認
め

保
障

す
べ

き
と

の
思

想
に

発
展

し
た

。
ｃ

	
大

日
本

帝
国

憲
法

（
明

治
憲

法
）

で
は

、
天

皇
が

大
権

を
も

つ
と

い
う

前
提

に
立

ち
、

そ
こ

で
認

め
ら

れ
た

権
利

は
基

本
的

人
権

で
は

な
く

「
臣

民
の

権
利

」
で

あ
り

、
法

律
に

よ
っ

て
制

限
で

き
る

も
の

で
は

な
い

と
さ

れ
て

い
た

。
ｄ

	
日

本
国

憲
法

は
、

基
本

的
人

権
の

尊
重

を
最

も
基

本
的

な
原

則
と

し
て

い
る

の
で

、
公

共
の

福
祉

を
理

由
に

個
人

の
人

権
よ

り
全

体
利

益
を

優
先

さ
せ

、
国

民
の

基
本

的
人

権
が

制
約

さ
れ

る
こ

と
が

あ
っ

て
は

な
ら

な
い

。

問
２

　
下

線
部
Ｂ

に
関

連
し

た
記

述
（
あ
）（
い
）
の

正
誤

の
組

合
せ

と
し

て
正

し
い

も
の

を
、選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

（
あ
）	

国
民

主
権

は
、

人
々

が
自

ら
政

治
を

行
う

と
い

う
民

主
政

治
の

理
念

と
深

い
関

係
が

あ
り

、
国

民
は

国
家

の
基

本
的

ル
ー

ル
で

あ
る

憲
法

を
つ

く
る

憲
法

制
定

権
力

を
持

つ
と

考
え

ら
れ

て
い

る
。

（
い

）
日

本
国

憲
法

前
文

は
「

主
権

が
国

民
に

存
す

る
」

こ
と

を
宣

言
す

る
と

と
も

に
、「

国
政

は
、（

中
略

）
そ

の
権

力
は

国
民

の
代

表
者

が
こ

れ
を

行
使

し
」と

記
し

て
、国

民
主

権
に

も
と

づ
く

間
接

民
主

制
の

採
用

を
宣

言
し

て
い

る
。

ａ
	（
あ
）

も
（
い
）

も
正

し
い

ｂ
	（
あ
）

は
正

し
く

、（
い
）

は
誤

り
ｃ

	（
あ
）

は
誤

り
で

、（
い
）

は
正

し
い

ｄ
	（
あ
）

も
（
い
）

も
誤

り

2
0
2
3
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
b
 
 
 
3
4

2
0
2
2
/
1
2
/
0
9
 
 
 
1
0
:
4
8
:
2
6



— 20 —

―
	3

7	
―

問
８

　
下

線
部
Ｈ

に
関

連
し

た
記

述
（
う
）（
え
）
の

正
誤

の
組

合
せ

と
し

て
正

し
い

も
の

を
、選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

（
う
）

一
人

当
た

り
GD

P
で

は
、

人
口

の
少

な
い

国
が

上
位

に
多

く
含

ま
れ

る
た

め
、

近
隣

諸
国

か
ら

の
通

勤
労

働
者

が
多

い
と

い
っ

た
小

国
の

特
殊

要
因

が
影

響
し

て
い

る
可

能
性

も
指

摘
さ

れ
て

い
る

。
（
え
）

日
本

は
GD

P
で

は
中

国
に

抜
か

れ
た

が
、

一
人

当
た

り
GD

P
で

は
国

内
の

地
域

格
差

が
大

き
い

中
国

を
依

然
と

し
て

上
回

っ
て

い
る

。

ａ
　（
う
）

も
（
え
）

も
正

し
い

ｂ
　（
う
）

は
正

し
く

、（
え
）

は
誤

り
ｃ

　（
う
）

は
誤

り
で

、（
え
）

は
正

し
い

ｄ
　（
う
）

も
（
え
）

も
誤

り

問
９

　
空

欄
	

Ｉ
	に

当
て

は
ま

る
言

葉
と

し
て

最
も

適
当

な
も

の
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
	

技
術

革
新

ｂ
	

金
融

引
締

め
ｃ

	
減

価
償

却
ｄ

	
公

共
事

業

問
10

　
下

線
部
Ｊ

に
関

連
し

て
、

景
気

循
環

の
周

期
性

の
根

拠
を

説
明

す
る

内
容

と
名

称
の

組
合

せ
と

し
て
適
当
で
な
い
も

の
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
	

在
庫

の
変

動
　

　
　

　
－

　
　

キ
チ

ン
循

環
ｂ

	
設

備
投

資
の

変
動

　
　

－
　

　
ジ

ュ
グ

ラ
ー

循
環

ｃ
	

建
設

投
資

の
変

動
　

　
－

　
　

ク
ズ

ネ
ッ

ツ
循

環
ｄ

	
生

産
技

術
の

変
動

　
　

－
　

　
シ

ュ
ン

ペ
ー

タ
ー

循
環
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Ⅱ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

下
の

問
い

（
問
６

〜
問
10

）
に

答
え

よ
。

　
　

経
済

成
長

と
は

経
済

活
動

の
規

模
が

拡
大

す
る

こ
と

で
あ

る
。

一
国

の
経

済
規

模
を

は
か

る
指

標
と

し
て

用
い

ら
れ

て
い

る
の

が
Ｆ
国

内
総

生
産

（
GD

P）
	で

あ
る

。
GD

P
は

、
一

定
期

間
（

通
常

は
１

年
）

の
サ

ー
ビ

ス
を

含
め

た
国

内
産

出
額

か
ら

中
間

投
入

額
（

中
間

生
産

物
）

を
差

し
引

い
て

算
出

さ
れ

る
。

経
済

成
長

率
は

、
通

常
は

GD
P
の

対
前

年
増

加
率

で
測

定
さ

れ
る

が
、

あ
る

年
と

別
の

年
で

は
物

価
水

準
が

異
な

る
た

め
、

物
価

の
変

動
を

調
整

す
る

必
要

が
あ

る
。

あ
る

年
の

物
価

に
基

づ
く

GD
P
を

名
目

GD
P、

基
準

年
の

物
価

で
測

定
さ

れ
た

GD
P
を

実
質

GD
P
と

い
い

、
経

済
成

長
率

を
み

る
と

き
に

は
後

者
が

用
い

ら
れ

る
。

実
質

GD
P
は
Ｇ
GD

P
デ

フ
レ

ー
タ

ー
を

使
っ

て
算

出
さ

れ
る

。
　

GD
P
は

一
国

全
体

の
所

得
を

把
握

で
き

て
も

、
国

民
の

平
均

的
な

生
活

水
準

に
つ

い
て

は
不

明
で

あ
る

、
こ

の
た

め
、

あ
る

国
の

一
人

当
た

り
の

経
済

活
動

の
大

き
さ

を
示

す
指

標
と

し
て
Ｈ
一

人
当

た
り

GD
P
が

算
出

さ
れ

て
お

り
、

人
口

規
模

の
異

な
る

国
の

豊
か

さ
を

比
較

す
る

の
に

用
い

ら
れ

て
い

る
。

　
経

済
成

長
の

原
動

力
は

、
労

働
供

給
量

の
増

加
、
労

働
者

の
能

力
向

上
、
企

業
の

投
資

に
よ

る
資

本
の

蓄
積

な
ど

で
あ

る
が

、
機

械
や

設
備

へ
の

投
資

を
活

発
に

行
う

こ
と

が
生

産
能

力
を

高
め

る
た

め
、

Ｉ
	も

非
常

に
重

要
で

あ
る

。
経

済
成

長
は

周
期

的
な
Ｊ
景

気
循

環
を

通
じ

て
実

現
さ

れ
、

そ
こ

に
は

好
況

、
後

退
、

不
況

、
回

復
の

4
つ

の
局

面
が

あ
る

。

問
６

　
下

線
部
F
に

関
連

し
て

、
日

本
の

GD
P
に

関
す

る
記

述
と

し
て

、
最

も
適

当
な

も
の

を
、

次
の

選
択

肢
の

う
ち

か
ら

一
つ

選
べ

。

ａ
	

日
本

の
GD

P
に

は
、

日
本

で
働

い
て

い
る

在
日

外
国

人
の

所
得

は
含

ま
れ

な
い

。
ｂ

	
日

本
の

GD
P
に

は
、

日
本

企
業

の
海

外
生

産
拠

点
で

働
い

て
い

る
日

本
人

の
給

与
は

含
ま

れ
な

い
。

ｃ
	

日
本

は
長

ら
く

ア
メ

リ
カ

に
次

ぐ
GD

P
世

界
第

２
位

の
地

位
を

維
持

し
て

い
た

が
、

20
09

年
に

イ
ン

ド
に

、
20

10
年

に
は

中
国

に
抜

か
れ

た
。

ｄ
	

日
本

は
、

以
前

は
実

質
GD

P
が

名
目

GD
P

よ
り

高
か

っ
た

が
、

19
90

年
代

以
降

は
名

目
GD

P
の

方
が

実
質

GD
P
よ

り
高

く
な

る
こ

と
が

多
い

。

問
７

　
下

線
部
Ｇ

に
関

連
し

た
説

明
と

し
て

最
も

適
当

な
も

の
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
	

GD
P
デ

フ
レ

ー
タ

ー
と

は
、

設
備

投
資

や
政

府
支

出
な

ど
も

含
め

た
一

国
の

経
済

主
体

の
物

価
を

総
合

的
に

示
し

た
物

価
指

数
で

あ
り

、
輸

入
品

も
含

ん
で

い
る

。
ｂ

	
GD

P
デ

フ
レ

ー
タ

ー
の

測
定

に
お

い
て

は
、

家
計

の
消

費
構

造
を

一
定

の
も

の
に

固
定

し
、

こ
れ

に
要

す
る

費
用

が
物

価
の

変
動

に
よ

っ
て

、
ど

う
変

化
す

る
か

を
指

数
値

で
示

す
。

ｃ
	

GD
P
デ

フ
レ

ー
タ

ー
は

、
企

業
間

で
取

り
引

き
さ

れ
る

商
品

の
価

格
を

指
数

化
し

た
物

価
指

数
で

あ
り

、
日

本
銀

行
が

公
表

す
る

。
ｄ

	
デ

フ
レ

ー
タ

ー
と

は
「

気
球

の
よ

う
に

膨
ら

ん
だ

も
の

か
ら

空
気

を
抜

く
」

と
い

う
意

味
を

語
源

と
し

、
物

価
上

昇
分

だ
け

膨
ら

ん
だ

名
目

GD
P
を

GD
P
デ

フ
レ

ー
タ

ー
で

萎
ま

せ
る

こ
と

で
実

質
GD

P
を

算
出

す
る

。
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問
13

　
下

線
部
Ｍ

の
国

際
連

盟
の

創
設

を
提

唱
し

た
ア

メ
リ

カ
大

統
領

の
名

前
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
	

ア
イ

ゼ
ン

ハ
ワ

ー
ｂ

	
ウ

ィ
ル

ソ
ン

ｃ
	

ト
ル

ー
マ

ン
ｄ

	
フ

ラ
ン

ク
リ

ン
・

ル
ー

ズ
ベ

ル
ト

問
14

　
下

線
部
Ｎ

に
関

す
る

記
述

と
し

て
最

も
適

当
な

も
の

を
、

次
の

選
択

肢
の

う
ち

か
ら

一
つ

選
べ

。

ａ
	

イ
ラ

ク
に

よ
る

ク
ウ

ェ
ー

ト
侵

攻
を

き
っ

か
け

に
起

き
た

湾
岸

戦
争

で
、

安
全

保
障

理
事

会
は

武
力

行
使

を
容

認
す

る
決

議
を

採
択

し
、

PK
O

を
派

遣
し

た
。

ｂ
	

国
連

憲
章

で
は

、
自

衛
の

場
合

を
除

き
、

加
盟

国
が

武
力

を
行

使
す

る
こ

と
を

全
面

的
に

禁
止

し
て

い
る

が
、

こ
れ

に
違

反
し

た
国

に
対

し
て

は
軍

事
的

強
制

措
置

が
と

れ
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

。
ｃ

	
日

本
で

は
、2

00
1
年

に
国

連
平

和
維

持
活

動
協

力
法

（
PK

O
協

力
法

）
が

成
立

し
た

が
、国

連
平

和
維

持
軍

（
PK

F）
本

体
業

務
へ

の
自

衛
隊

の
参

加
は

凍
結

さ
れ

て
い

る
。

ｄ
	

国
連

平
和

維
持

活
動

協
力

法
（

PK
O

協
力

法
）

に
よ

り
、

自
衛

隊
が

初
め

て
PK

O
に

派
遣

さ
れ

た
の

は
南

ス
ー

ダ
ン

で
あ

る
。

問
15

　
下

線
部
O

に
関

連
し

て
、

行
政

監
察

の
仕

組
み

で
あ

り
、

任
命

権
者

か
ら

依
頼

さ
れ

た
人

が
、

中
立

の
立

場
で

行
政

機
関

を
調

査
・
監

視
し

た
り

、
行

政
機

関
へ

の
苦

情
を

処
理

す
る

制
度

の
名

称
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
	

ア
フ

ァ
ー

マ
テ

ィ
ブ

・
ア

ク
シ

ョ
ン

ｂ
	

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

ｃ
	

シ
ビ

リ
ア

ン
・

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

ｄ
	

レ
フ

ァ
レ

ン
ダ

ム
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Ⅲ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

下
の

問
い

（
問
11

〜
問
15

）
に

答
え

よ
。

現
在

の
国

際
社

会
は

、
19

0
以

上
の
Ｋ
主

権
国

家
に

よ
っ

て
形

成
さ

れ
て

お
り

、
国

際
社

会
全

体
を

統
治

す
る

世
界

政
府

の

よ
う

な
も

の
は

存
在

せ
ず

、
各

国
が

互
い

の
主

権
を

尊
重

し
合

う
こ

と
に

よ
り

秩
序

が
保

た
れ

て
い

る
。

主
権

国
家

間
の

紛
争

制
御

の
ル

ー
ル

と
し

て
国

際
法

が
あ

り
、

大
多

数
の

国
家

の
一

般
慣

行
で

あ
る

国
際

	
Ｌ

	と
、

国
家

間
の

意
思

を
明

文
化

し
た

条
約

か
ら

成
り

立
っ

て
い

る
。

た
だ

し
、

国
際

法
は

国
内

法
と

異
な

り
、

制
定

す
る

機
関

が
な

く
、

強
制

力
も

十
分

で
は

な
い

。

　
国

際
社

会
に

お
け

る
国

家
間

の
安

全
保

障
の

形
態

の
一

つ
に

、
対

立
関

係
に

あ
る

国
家

も
含

め
て

、
関

係
国

す
べ

て
が

こ
の

安
全

保
障

体
制

に
参

加
し

、
相

互
に

武
力

に
よ

っ
て

攻
撃

し
な

い
こ

と
を

約
束

し
、

平
和

を
乱

す
国

家
が

あ
る

場
合

に
は

、
関

係
国

の
す

べ
て

が
協

力
し

て
違

反
国

に
制

裁
を

加
え

る
と

い
う

集
団

安
全

保
障

の
方

式
が

あ
る

。
集

団
安

全
保

障
の

組
織

で
あ

る
Ｍ
国

際
連

盟
は

、
第

一
次

世
界

大
戦

後
に

設
立

さ
れ

た
が

、
第

二
次

世
界

大
戦

の
勃

発
を

防
げ

な
か

っ
た

。
第

二
次

世
界

大

戦
後

、
国

際
連

盟
の

失
敗

を
踏

ま
え

て
国

際
連

合
（

国
連

）
が

設
立

さ
れ

、
地

球
上

の
ほ

と
ん

ど
の

国
家

が
加

盟
す

る
国

際
機

構
と

な
っ

て
い

る
。

　
国

連
は

集
団

安
全

保
障

の
組

織
で

あ
る

が
、

国
連

憲
章

で
は

安
全

保
障

理
事

会
が

国
際

的
平

和
お

よ
び

安
全

の
維

持
に

必
要

な
措

置
を

と
る

ま
で

の
間

、
加

盟
国

に
個

別
的

自
衛

権
と

集
団

的
自

衛
権

の
行

使
を

認
め

て
い

る
。

国
際

紛
争

は
根

絶
し

て
お

ら
ず

、
国

連
に

よ
る
Ｎ
平

和
維

持
活

動
（

PK
O
）	

も
継

続
し

て
い

る
。

近
年

で
は

、
紛

争
後

の
平

和
構

築
に

お
け

る
選

挙
支

援

や
Ｏ
行

政
・

司
法

制
度

の
復

興
支

援
な

ど
も

重
視

さ
れ

て
い

る
。

問
11

　
下

線
部
Ｋ

に
関

連
し

た
記

述
と

し
て

最
も

適
当

な
も

の
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
	

主
権

国
家

に
は

、	
領

域
、

国
民

、
君

主
、

主
権

、
の

四
つ

の
要

素
が

あ
る

。
こ

れ
ら

の
要

素
を

満
た

し
、

他
の

国
か

ら
の

干
渉

を
受

け
る

こ
と

な
く

君
主

が
統

治
し

、自
国

の
こ

と
を

決
定

し
て

い
く

こ
と

が
主

権
国

家
の

条
件

で
あ

る
。

ｂ
	

国
際

社
会

が
主

権
国

家
を

基
本

単
位

と
す

る
こ

と
は

、
近

世
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

で
の

三
十

年
戦

争
を

終
結

さ
せ

た
16

48
年

の
ウ

ェ
ス

ト
フ

ァ
リ

ア
条

約
で

承
認

さ
れ

、
オ

ラ
ン

ダ
と

ベ
ル

ギ
ー

に
主

権
国

家
と

し
て

独
立

が
認

め
ら

れ
た

。
ｃ

	
主

権
国

家
を

基
本

単
位

と
す

る
よ

う
に

な
り

、
18

世
紀

に
は

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
諸

国
は

他
の

地
域

に
対

し
て

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
諸

国
と

対
等

の
主

権
国

家
と

し
て

の
地

位
を

認
め

て
、

植
民

地
が

独
立

し
数

多
く

の
主

権
国

家
が

誕
生

し
た

。
ｄ

	
主

権
国

家
は

、
は

じ
め

君
主

が
国

民
を

支
配

す
る

絶
対

主
義

国
家

と
し

て
成

立
し

た
が

、
18

〜
19

世
紀

に
か

け
て

市
民

革
命

を
経

て
国

家
と

国
民

と
の

一
体

性
が

自
覚

さ
れ

る
よ

う
に

な
り

、国
民

国
家

と
し

て
成

長
し

て
い

っ
た

。

問
12

　
空

欄
	

、、

	に
入

る
語

句
と

し
て

最
も

適
当

な
も

の
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
	

慣
習

法
ｂ

	
規

範
ｃ

	
常

識
ｄ

	
条

例
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問
18

　
下

線
部
Ｒ

に
関

連
し

た
記

述
と

し
て

最
も

適
当

な
も

の
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
	

社
会

保
険

は
、

保
険

制
度

の
加

入
者

に
対

し
て

現
金

や
サ

ー
ビ

ス
の

給
付

を
通

じ
て

経
済

的
保

障
を

お
こ

な
う

も
の

で
、

現
在

、
医

療
保

険
、

年
金

保
険

、
雇

用
保

険
、

介
護

保
険

の
４

種
類

が
あ

る
。

ｂ
	

公
的

扶
助

は
、自

力
で

生
活

で
き

な
い

困
窮

者
に

公
的

援
助

を
与

え
る

も
の

で
、最

低
生

活
費

を
保

障
す

る
ベ

ー
シ

ッ
ク

イ
ン

カ
ム

制
度

を
柱

と
し

て
い

る
。

ｃ
	

社
会

福
祉

は
、

児
童

や
老

人
、

心
身

障
害

者
な

ど
の

援
護

を
目

的
と

し
て

、
手

当
を

支
給

し
た

り
、

施
設

や
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

も
の

で
、

費
用

は
国

と
地

方
公

共
団

体
が

ま
か

な
う

が
、

利
用

者
の

一
部

負
担

も
あ

る
。

ｄ
	

公
衆

衛
生

は
、

厚
生

労
働

省
の

管
轄

す
る

保
健

所
と

公
営

病
院

が
、

感
染

症
予

防
や

母
子

衛
生

、
精

神
衛

生
、

食
品

衛
生

な
ど

を
担

当
す

る
も

の
で

、
環

境
省

の
管

轄
す

る
上

下
水

道
整

備
や

ゴ
ミ

処
理

な
ど

は
含

ま
れ

て
い

な
い

。

問
19

　
空

欄
	

Ｓ
	に

当
て

は
ま

る
言

葉
と

し
て

最
も

適
当

な
も

の
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
	

賦
課

方
式

ｂ
	

確
定

給
付

方
式

ｃ
	

確
定

拠
出

方
式

ｄ
	

積
立

方
式

問
20

　
下

線
部
Ｔ

に
関

連
し

て
、

年
金

制
度

改
革

に
関

す
る

記
述

と
し

て
最

も
適

当
な

も
の

を
、

次
の

選
択

肢
の

う
ち

か
ら

一
つ

選
べ

。

ａ
	

20
01

年
か

ら
導

入
さ

れ
た

確
定

拠
出

型
年

金
は

、
企

業
が

厚
生

年
金

の
被

保
険

者
を

加
入

対
象

と
し

て
拠

出
・
運

用
・

管
理

・
給

付
ま

で
の

責
任

を
負

う
も

の
で

、
年

金
の

一
部

民
営

化
と

位
置

付
け

ら
れ

る
。

ｂ
	

20
04

年
の

年
金

制
度

改
正

で
は

、
将

来
の

保
険

料
の

上
限

を
撤

廃
す

る
と

と
も

に
、

保
険

料
収

入
な

ど
の

総
額

に
応

じ
て

給
付

水
準

を
自

動
的

に
調

整
す

る
こ

と
に

よ
り

、
年

金
財

政
の

安
定

が
図

ら
れ

た
。

ｃ
	

20
12

年
に

、
社

会
保

障
と

税
の

一
体

改
革

の
一

環
と

し
て

、
社

会
保

障
制

度
改

革
推

進
法

な
ど

が
成

立
し

、
社

会
保

障
制

度
改

革
国

民
会

議
が

設
置

さ
れ

、
年

金
制

度
の

改
革

が
審

議
さ

れ
た

。
ｄ

	
20

20
年

に
、

年
金

制
度

の
機

能
強

化
の

た
め

の
国

民
年

金
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

年
金

制
度

改
正

法
）

が
成

立
し

、
公

的
年

金
の

受
給

開
始

時
期

が
60

歳
か

ら
70

歳
の

間
で

選
べ

る
よ

う
に

な
っ

た
。
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Ⅳ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

下
の

問
い

（
問
16

〜
問
20

）
に

答
え

よ
。

　
社

会
保

障
と

は
、

病
気

や
け

が
、

老
齢

な
ど

に
よ

る
生

活
の

不
安

や
、

失
業

、
労

働
災

害
、

事
故

な
ど

に
よ

る
生

活
の

困
難

に
対

し
て

、
社

会
全

体
で

備
え

よ
う

と
す

る
仕

組
み

で
あ

る
。

日
本

の
社

会
保

障
制

度
は

、
憲

法
第

25
条

で
、

す
べ

て
の

国

民
が

「
健

康
で

文
化

的
な

最
低

限
度

の
生

活
を

営
む

権
利

」
を

有
す

る
と
Ｐ
生

存
権

を
定

め
て

お
り

、
社

会
保

障
と

は
国

が
こ

の
権

利
を

保
障

す
る

仕
組

み
と

言
え

る
。

た
だ

し
、

生
存

権
の

法
的

性
格

に
つ

い
て

は
、
Ｑ
プ

ロ
グ

ラ
ム

規
定

説
と

法
的

権
利

説
と

呼
ば

れ
る

考
え

方
が

対
立

し
て

い
る

。

　
Ｒ
日

本
の

社
会

保
障

制
度

は
「

社
会

保
険

」「
公

的
扶

助
」「

社
会

福
祉

」「
公

衆
衛

生
」

の
４

つ
の

柱
か

ら
構

成
さ

れ
、

整

備
さ

れ
て

き
て

い
る

。
だ

が
、

少
子

高
齢

化
が

進
み

、
年

金
や

医
療

、
介

護
な

ど
の

支
出

が
増

え
て

い
る

た
め

、
こ

の
財

源
を

誰
が

ど
の

よ
う

な
形

で
負

担
し

て
い

く
べ

き
な

の
か

が
問

わ
れ

て
い

る
。

社
会

保
険

の
一

つ
で

あ
る

年
金

保
険

に
お

い
て

は
、

日
本

で
は

事
実

上
一

定
期

間
に

支
給

す
る

年
金

を
そ

の
期

間
の

保
険

料
で

ま
か

な
う

	
Ｓ

	と
な

っ
て

い
る

が
、

少
子

高
齢

化
が

急
速

に
進

ん
で

い
る

た
め

、
こ

の
ま

ま
で

は
現

役
世

代
の

負
担

が
過

大
に

な
り

、
年

金
制

度
を

維
持

で
き

な
く

な
る

可
能

性
も

指
摘

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

た
め

年
金

制
度

の
見

直
し

が
進

め
ら

れ
て

い
る

が
、

年
金

給
付

額
を

減
ら

せ
ば

現
役

の
頃

に
負

担
し

た
金

額
よ

り
も

少
な

い
年

金
し

か
も

ら
え

な
い

世
代

が
生

ま
れ

て
し

ま
う

た
め

、
ど

の
よ

う
に
Ｔ
年

金
制

度
改

革
を

行
う

か
は

難
し

い
問

題
で

あ
る

。
社

会
保

障
を

縮
小

さ
せ

る
こ

と
な

く
、

必
要

な
財

源
を

い
か

に
し

て
確

保
す

る
か

は
大

き
な

課
題

で
あ

る
。

問
16

　
下

線
部
Ｐ

に
関

連
し

て
、

世
界

で
初

め
て

生
存

権
を

規
定

し
た

憲
法

を
、

次
の

選
択

肢
の

う
ち

か
ら

一
つ

選
べ

。

ａ
	

ア
メ

リ
カ

合
衆

国
憲

法
ｂ

	
ド

イ
ツ

・
ワ

イ
マ

ー
ル

憲
法

ｃ
	

フ
ラ

ン
ス

第
三

共
和

政
憲

法
ｄ

	
ロ

シ
ア

共
和

国
憲

法

問
17

　
下

線
部
Ｑ

に
関

連
し

た
記

述
（
お
）（
か
）
の

正
誤

の
組

合
せ

と
し

て
正

し
い

も
の

を
、選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

（
お
）

プ
ロ

グ
ラ

ム
規

定
説

で
は

、
憲

法
第

25
条

は
、

国
家

が
国

民
に

生
存

権
を

保
障

し
、

そ
の

た
め

の
具

体
的

な
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
制

定
す

る
こ

と
を

規
定

し
て

い
る

と
解

釈
す

る
。

（
か
）

法
的

権
利

説
で

は
、

憲
法

第
25

条
の

生
存

権
の

規
定

は
、

国
家

に
対

し
て

政
治

的
・

同
義

的
な

努
力

目
標

と
し

て
義

務
づ

け
た

権
利

に
す

ぎ
ず

、
こ

れ
を

根
拠

に
生

存
権

を
主

張
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

と
解

釈
す

る
。

ａ
	（
お
）

も
（
か
）

も
正

し
い

ｂ
	（
お
）

は
正

し
く

、（
か
）

は
誤

り
ｃ

	（
お
）

は
誤

り
で

、（
か
）

は
正

し
い

ｄ
	（
お
）

も
（
か
）

も
誤

り

2
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3
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
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２
０
２
３
年
度
入
学
試
験
問
題

政
治
・
経
済

―
	4

2	
―

Ⅴ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

下
の

問
い

（
問
21

）
に

答
え

よ
。

　
日

本
で

は
、

高
度

経
済

成
長

が
本

格
化

し
た

19
60

年
代

に
は

、
大

企
業

を
中

心
に

、
新

規
学

卒
者

を
大

量
に

採
用

し
、

勤
続

年
数

の
長

さ
に

応
じ

て
賃

金
が

決
ま

る
年

功
序

列
型

賃
金

と
終

身
雇

用
お

よ
び

企
業

別
労

働
組

合
を

特
徴

と
す

る
日

本
型

雇
用

慣
行

が
定

着
し

た
。

し
か

し
、

低
成

長
の

時
代

に
入

る
と

、
こ

う
し

た
慣

行
は

企
業

に
と

っ
て

負
担

と
な

り
始

め
、

円
高

不
況

や
バ

ブ
ル

後
の

不
況

の
際

に
は

、
企

業
は

リ
ス

ト
ラ

ク
チ

ャ
リ

ン
グ

を
行

い
、

不
況

を
乗

り
切

ろ
う

と
し

た
。

　
企

業
は

、不
況

に
な

れ
ば

余
剰

労
働

力
を

縮
小

し
、景

気
が

上
向

く
と

労
働

力
を

補
充

し
よ

う
と

す
る

。
ア

ル
バ

イ
ト

、パ
ー

ト
タ

イ
ム

、
派

遣
と

い
っ

た
非

正
規

雇
用

形
態

の
労

働
力

は
、

景
気

の
変

化
に

応
じ

て
伸

縮
的

に
調

整
す

る
こ

と
が

で
き

、
し

か
も

賃
金

は
正

規
雇

用
者

に
比

べ
る

と
格

段
に

安
い

。
こ

の
た

め
、

内
外

か
ら

の
競

争
圧

力
に

さ
ら

さ
れ

て
い

る
日

本
企

業
は

非
正

規
雇

用
者

を
多

用
す

る
よ

う
に

な
っ

た
。

政
府

も
ま

た
、

産
業

界
の

意
向

に
沿

う
も

の
と

の
批

判
も

あ
る

な
か

、
労

働
者

派
遣

法
な

ど
の

改
正

を
行

い
、

非
正

規
雇

用
者

の
雇

用
を

容
易

に
し

て
き

た
。

こ
の

結
果

、
労

働
者

に
占

め
る

非
正

規
雇

用
労

働
者

の
割

合
は

20
03

年
に

は
30

％
を

超
え

、
近

年
は

35
%

を
超

え
る

水
準

で
推

移
し

て
い

る
。

　
　

　
　

　
　【

参
考

　
非

正
規

雇
用

労
働

者
数

推
移

】

（
出

典
：

総
務

省
統

計
局

労
働

力
調

査
を

基
に

作
成

）　
　

　
　

　
　

問
21

　
非

正
規

雇
用

者
の

増
加

が
も

た
ら

す
デ

メ
リ

ッ
ト

に
つ

い
て

、
企

業
・

個
人

・
社

会
全

体
の

そ
れ

ぞ
れ

の
観

点
か

ら
合

計
20

0
字

程
度

で
指

摘
し

な
さ

い
。

2
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数
学

―
	4

7	
―

選
択

問
題

：
数

学
選

択
者

は
、

以
下

の
２

問
に

つ
い

て
は

い
ず

れ
か

１
問

を
選

ん
で

解
答

し
な

さ
い

。

 
解

答
用

紙
の

「
選

択
問

題
番

号
欄

」
に

、
選

択
し

た
問

題
の

番
号

を
記

入
し

な
さ

い
。

問
３

四
面

体
A
BC

D
が

あ
り

、
A
B	

=	
BC

	=
	C

A
＝

4、
BD

	=
	3

で
あ

る
と

す
る

。

ま
た

、
co

s∠
A
BD

	=
1 ― 6
、

co
s∠

CA
D
	=

�
21̄

―
― 14
	で

あ
る

と
す

る
。

こ
の

と
き

、
次

の
問

い
に

答
え

よ
。

そ
の

際
に

は
、

ど
の

よ
う

に
求

め
た

の
か

に
つ

い
て

も
書

き
な

さ
い

。

（
１

）
辺

A
D

と
辺

CD
の

長
さ

を
求

め
な

さ
い

。

（
２

）
∠

A
CD

の
大

き
さ

を
求

め
な

さ
い

。

（
３

）
BE

＋
ED

が
最

小
と

な
る

よ
う

に
、

辺
A
C

上
に

点
E

を
取

る
と

す
る

。
こ

の
と

き
、

BE
＋

ED
の

最
小

値
の

大
き

さ
を

求
め

な
さ

い
。

問
４

n
を

自
然

数
と

す
る

。
白

玉
が

5
個

、
赤

玉
が

n
個

入
っ

た
袋

の
中

か
ら

、
玉

を
同

時
に

2
個

取
り

出
す

と
す

る
。

こ
の

と
き

、
以

下
の

問
い

に
答

え
よ

。
そ

の
際

に
は

、
ど

の
よ

う
に

求
め

た
の

か
に

つ
い

て
も

書
き

な
さ

い
。

（
１

）
n
 =

	4
の

と
き

、
白

玉
と

赤
玉

を
1
個

ず
つ

取
り

出
す

確
率

を
求

め
な

さ
い

。

（
２

）
白

玉
を

2
個

取
り

出
す

確
率

が
	2 ― 1
1	
の

と
き

、
n

の
値

を
求

め
な

さ
い

。

（
３

）
白

玉
と

赤
玉

を
1
個

ず
つ

取
り

出
す

確
率

が
	1
5 ― 28
	と

す
る

。
こ

の
と

き
、
n

の
値

を
求

め
な

さ
い

。

問
４

何
種

類
か

の
カ

ー
ド

の
う

ち
1
枚

が
当

確
率

で
封

入
さ

れ
た

大
量

の
く

じ
が

あ
り

、
す

べ
て

の
種

類
の

カ
ー

ド
が

そ
ろ

う
ま

で
く

じ
を

引
き

続
け

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
と

き
、

次
の

問
い

に
答

え
よ

。

⒜
　

カ
ー

ド
の

種
類

が
3
種

類
の

と
き

、
く

じ
を

3
回

引
い

て
す

べ
て

の
種

類
が

そ
ろ

い
、

く
じ

を
引

く
の

を
や

め
ら

れ
る

確
率

を
求

め
よ

。

⒝
　

カ
ー

ド
の

種
類

が
3
種

類
の

と
き

、
く

じ
を

引
く

回
数

が
5
回

以
下

で
や

め
ら

れ
る

確
率

を
求

め
よ

。

⒞
　

カ
ー

ド
の

種
類

が
3
種

類
の

と
き

、
2
種

類
目

の
カ

ー
ド

を
当

て
て

か
ら

、
最

後
の

種
類

の
カ

ー
ド

を
当

て

る
ま

で
に

く
じ

を
引

く
回

数
の

期
待

値
を

求
め

よ
。

⒟
　

カ
ー

ド
の

種
類

が
48

種
類

の
と

き
、

47
種

類
目

の
カ

ー
ド

を
引

い
て

か
ら

、
最

後
の

種
類

の
カ

ー
ド

を
当

て
る

ま
で

に
く

じ
を

引
く

回
数

の
期

待
値

を
求

め
よ

。

2
0
2
3
-
s
e
t
0
1
-
ブ

ッ
ク

.
i
n
d
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4
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2
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/
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:
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―
	4

6	
―

共
通
問
題
：
数
学
選
択
者
は
、
以
下
の
２
問
に
つ
い
て
は
両
問
と
も
解
答
し
な
さ
い
。

問
１

[a
]が

実
数

a
を

超
え

な
い

最
大

の
整

数
を

表
わ

す
も

の
と

す
る

と
き

、
以

下
の

問
い

に
答

え
よ

。
そ

の
際

に
は

、
ど

の

よ
う

に
求

め
た

の
か

に
つ

い
て

も
書

き
な

さ
い

。
	

（
１

）
[√

3̅
]の

値
を

求
め

な
さ

い
。

（
２

）
[

1 ―
―
�
3̄
]の

値
を

求
め

な
さ

い
。

（
３

）
[–

5 ― 2
]の

値
を

求
め

な
さ

い
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

（
４

）
[�
5̅ ]

―
― 2

の
値

を
求

め
な

さ
い

。

（
５

）
関

数
	y

 =
	–

2	
[x

]の
グ

ラ
フ

を
–
2
≦

x
≦

2
の

範
囲

で
描

き
な

さ
い

。

問
２

　 放
物

線
y
 =

	x
2 
–3

x
 +

	1
0
と

直
線

y
 =

	2
x
 +

	a
と

い
う

2
つ

の
関

数
が

あ
る

。
こ

の
と

き
、

以
下

の
問

い
に

答
え

よ
。

そ
の

際
に

は
、

ど
の

よ
う

に
求

め
た

の
か

に
つ

い
て

も
書

き
な

さ
い

。

（
１

）
a
 =

	1
6
の

と
き

、
2
つ

の
関

数
の

グ
ラ

フ
を

描
き

な
さ

い
。

ま
た

、
共

有
点

の
座

標
を

求
め

な
さ

い
。

（
２

）
2
つ

の
関

数
が

共
有

点
が

た
だ

1
つ

で
あ

る
よ

う
に

定
数

a
の

値
を

定
め

な
さ

い
。

（
３

）
2
つ

の
関

数
が

共
有

点
を

も
た

な
い

と
き

の
定

数
a

の
範

囲
を

定
め

な
さ

い
。
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7 
―

選
択
問
題
：
数
学
選
択
者
は
、
以
下
の
２
問
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
か
１
問
を
選
ん
で
解
答
し
な
さ
い
。

 
解
答
用
紙
の
「
選
択
問
題
番
号
欄
」
に
、
選
択
し
た
問
題
の
番
号
を
記
入
し
な
さ
い
。

問
３

四
面

体
A
BC

D
が

あ
り

、
A
B 

= 
BC

 =
 C

A
＝

4、
BD

 =
 3

で
あ

る
と

す
る

。

 =
1 ― 6

 =
‾

―
― 1421
 で

あ
る

と
す

る
。

こ
の

と
き

、
次

の
問

い
に

答
え

よ
。

そ
の

際
に

は
、

ど
の

よ
う

に
求

め
た

の
か

に
つ

い
て

も
書

き
な

さ
い

。

（
１

）
辺

A
D

と
辺

CD
の

長
さ

を
求

め
な

さ
い

。

（
２

）
∠

A
CD

の
大

き
さ

を
求

め
な

さ
い

。

（
３

）
BE

＋
ED

が
最

小
と

な
る

よ
う

に
、

辺
A
C

上
に

点
E

を
取

る
と

す
る

。
こ

の
と

き
、

BE
＋

ED
の

最
小

値
の

大
き

さ
を

求
め

な
さ

い
。

問
４

n
を

自
然

数
と

す
る

。
白

玉
が

5
個

、
赤

玉
が
n

個
入

っ
た

袋
の

中
か

ら
、

玉
を

同
時

に
2
個

取
り

出
す

と
す

る
。

こ
の

と
き

、
以

下
の

問
い

に
答

え
よ

。
そ

の
際

に
は

、
ど

の
よ

う
に

求
め

た
の

か
に

つ
い

て
も

書
き

な
さ

い
。

（
１

）
n
 =

 4
の

と
き

、
白

玉
と

赤
玉

を
1
個

ず
つ

取
り

出
す

確
率

を
求

め
な

さ
い

。

（
２

）
白

玉
を

2
個

取
り

出
す

確
率

が
 2 ― 1
1 
の

と
き

、
n

の
値

を
求

め
な

さ
い

。

（
３

）
白

玉
と

赤
玉

を
1
個

ず
つ

取
り

出
す

確
率

が
 1
5 ― 28
 と

す
る

。
こ

の
と

き
、
n

の
値

を
求

め
な

さ
い

。

問
４

何
種

類
か

の
カ

ー
ド

の
う

ち
1
枚

が
当

確
率

で
封

入
さ

れ
た

大
量

の
く

じ
が

あ
り

、
す

べ
て

の
種

類
の

カ
ー

ド
が

そ
ろ

う
ま

で
く

じ
を

引
き

続
け

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
と

き
、

次
の

問
い

に
答

え
よ

。

⒜
　

カ
ー

ド
の

種
類

が
3
種

類
の

と
き

、
く

じ
を

3
回

引
い

て
す

べ
て

の
種

類
が

そ
ろ

い
、

く
じ

を
引

く
の

を
や

⒝
　

カ
ー

ド
の

種
類

が
3
種

類
の

と
き

、
く

じ
を

引
く

回
数

が
5
回

以
下

で
や

め
ら

れ
る

確
率

を
求

め
よ

。

⒞
　

カ
ー

ド
の

種
類

が
3
種

類
の

と
き

、
2
種

類
目

の
カ

ー
ド

を
当

て
て

か
ら

、
最

後
の

種
類

の
カ

ー
ド

を
当

て

⒟
　

カ
ー

ド
の

種
類

が
48

種
類

の
と

き
、

47
種

類
目

の
カ

ー
ド

を
引

い
て

か
ら

、
最

後
の

種
類

の
カ

ー
ド

を
当
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解答・学習アドバイス
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英 語

【解 答】

Ⅰ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

ｄ ａ ｃ ｂ ａ

Ⅱ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

ｄ ａ ｂ ｄ ｃ

Ⅲ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

ａ ｃ ｂ ｃ ｄ

Ⅳ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

ａ ｄ ａ ｄ ｃ

Ⅴ

問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

ａ ｄ ｃ ｂ ｂ

問 6 問 7 問 8 問 9 問 10

ａ ｃ ａ ｄ ａ

Ⅵ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

ｃ ａ ｄ ｂ ａ
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【学習アドバイス】

　2023 年度の入試問題も昨年度同様、Ⅰ．会話問題、Ⅱ．適語補充問題、Ⅲ．・Ⅳ．長文読解問題、Ⅴ．文法・
語法問題、Ⅵ．整序英作文の大問 6 題構成であった。全問マークシート形式の選択問題で、提示された科目
の中から 2 科目を選択し 100 分で解答する形式である。よって、解答時間の目安は 50 分程度となり、この時
間を考慮に入れても、受験生が解答できる難易度と問題数で構成されている。
　難度の高い単語の知識があると解答がスムーズな部分も少々あるが、概ね難易度は大学入試入門から標準
レベルである。単語・熟語、文法・語法などは高校履修範囲を徹底して身につけ、大学入試入門レベルの問
題演習は終えておく必要がある。それでは、各大問の特徴を踏まえて対策を考えていこう。
Ⅰ ．会話問題は、基本的な口語表現の知識に基づいた文脈理解を問うている。教科書レベルの表現や会話の

構成を確実に理解し、その知識を踏まえて考えれば、正解に至ることができる。また、会話の流れ、いわ
ゆる「言葉のキャッチボール」で大切となるそれぞれの発話のつながりを丁寧につかんでおく必要がある。
空所の前の発話だけでなく、時制や指示語に注目しながら、提示された会話全体の話の流れをおさえよう。

Ⅱ ．適語補充問題は、1 ～ 3 文で構成された 2、3 行の文章内にある空所に入れるべき適切な語を選択する形
式である。丁寧な解釈に基づく文脈理解と入試レベルの単語知識が必要だ。大問Ⅰ．と同様、指示語など
を活用して文章の因果関係も丁寧に読み解き、入試標準レベルの単語知識を活用すれば、比較的スムーズ
に解答できるだろう。

Ⅲ ．・Ⅳ．長文読解問題は、概ね入試標準レベルまでの語を用いたやや短めの文章が題材として選ばれており、
文章の主旨は題名から分かるため、以降の読解に生かしやすい。設問では、適語句・文補充問題、文章内
に提示されない情報の選択問題、内容一致問題などが出題されており、難度の高い語には語注が付されて
ある。空所に適語句や文を補充する問題では、単語や表現の知識と、周辺の文脈を丁寧に理解することだ
けでなく、英語で表現する際に必要な文法や表現の知識が要求されている。特に、文章の適所に文を補充
する問題では、指示語を用いた情報のつながりを理解し、接続詞や接続副詞などが示す因果関係を基に空
所の前後を丁寧に読む必要がある。内容一致問題は、文章中の一部分に関する情報の真偽を問うので、文
章を読む前に選択肢に目を通しておき、文字を追いながらメモを残しておくと、スムーズな解答ができる。
文章の内容が理解できているだけでなく、場面やテーマの移り変わりに注意し、話の流れをきちんとつか
むことができるかどうかを問うているので、段落同士だけでなく、段落内の話の展開もメモを残しておく
と良い。

Ⅴ ．文法・語法問題では、高校履修事項に則った文法・語法の運用力を問う設問が主である。様々な文法分
野から出題されているが、きちんとした基礎力が必須であることを考慮すると、これまでに学習した文法
事項はもちろん、入試入門レベルの問題演習も必ずやっておこう。

Ⅵ ．整序英作文問題は、和文が与えられている形式で、選択肢に挙げられた語句を並べたときに、指定の位
置にある選択肢の組み合わせを解答する形式である。答えるべき２つの選択肢の一方が特定されれば、比
較的正解しやすいと思うかもしれない。しかしながら、複数のパターンの語順が考えられるものもあり、
なおかつ、和文の表現は作るべき英語の表現の直訳ではないものもあり、何か一つの観点に頼るだけでは
正解が危うい。先の大問同様、文法・語句の知識と運用力を徹底しておきたい。

　本学の入試問題では、高校履修事項の徹底した理解と運用、そしてその演習が求められる。基礎に不安の
残る分野があるものは、必ず復習し身につけておこう。入試問題は、入学後に必要な英語力を問うものだから、
合格はもちろん、有意義な大学生活も視野に入れて対策を重ねてほしい。
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国 語

【解 答】

問 1 問２ 問３ 問４ 問５
a e c c b

問６ 問７ 問８ 問９ 問 10
c e c b c

問 11 問 12 問 13 問 14 問 15
b c a d c

問 16 問 17
b b

問 18
宮崎駿は、失われた父性を回復し、男性的な自己実現をとげることを断
念した。
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【学習アドバイス】

　本学の入試は、例年、選択科目の中から 2 科目を選択して受験する形式を採り、試験時間は 2 科目合わせ
て 100 分である。各科目にかけるバランスにもよるが、平均的には 1 科目 50 分程度が解答時間となる。2018
年度まで、現代文の大問が 2 題だったが、2019 年度以後は現代文の大問 1 題のみとなった。課題文の文字数
は、2017 年度大問Ⅰ約 3800 字＋大問Ⅱ 5500 字 → 2018 年度大問Ⅰ約 2000 字＋大問Ⅱ約 2500 字 → 2019 年
度約 6600 字→ 2020 年度約 4400 字→ 2021 年度約 6000 字→ 2022 年度約 4200 字→今年度約 5800 字と、年に
よってばらつきがあるものの、毎年かなりの長文である。一方、総設問数は、2017 年度 31 問→ 2018 年度 24
問→ 2019 年度以後は 18 問と減少傾向にある。設問数からみて受験生は余裕をもって解答することができた
だろうが、長文を読み慣れておく必要がある。また、国語は普通縦書きの文章なのだが、横書きの文章が出
題されるので、この形式に慣れておくことも必要である。
　今年度の設問形式は、5 者択一の選択肢問題が 17 問、50 字以内で解答する記述問題が 1 問。出題内容は、「漢
字の書き取り問題」が 1 問、「同義語を問う問題」が 4 問、「対義語を問う問題」が 1 問、「単語、語句、文を
入れる空所補充問題」が 4 問、「傍線部の内容・理由を問う問題」が 7 問、「筆者の考えを 50 字以内で説明さ
せる記述問題」が 1 問となっている。18 問の中で、「漢字の書き取り問題」の 1 問、「同義語を問う問題」の
4 問、「対義語を問う問題」の 1 問、計 6 問が語彙力で決まる問題である。「同義語を問う問題」のうち 3 問、

「傍線部の内容・理由を問う問題」のうち 4 問が、適切でないものを選ばせる問題であったので、解答時に注
意する必要がある。以上の分析をふまえ、以下では 3 点に絞って具体的な学習アドバイスを示しておきたい。
　第一に「語彙力の増強」である。具体的な対策は以下の 3 つ。①学校の教科書にのっている文章、問題集
にのっている文章の中の「意味がわからない語句」をチェックし、辞書で調べ、その意味を自分オリジナル
の「語彙ノート」をつくって書き貯めていくこと。「語彙ノート」に「知識」が貯まっていくのを見れば自信
もついてくる。②国語便覧や現代文用語集のようなサブテキストの中で「同義語」「対義語」「慣用句」「四字
熟語」「評論用語」などのページに繰り返し目を通すこと。さらに、上記の「語彙ノート」に例文を書き写す
ようにすれば「文脈の推理力 UP」にもつながり一石二鳥である。③漢字に関しても、今年度は 1 問しか出
題されなかったとはいえ、10 問ほど出題された年度もあったので問題集を 1 冊は仕上げておきたい。また、
ここでも「意味がわからない語句」が出てきたら、意味を調べて、「語彙ノート」に加えておくこと。
　第二に「長文読解対策」である。今年度出題された文章は、宇野常寛『母性のディストピアⅠ　接触篇』

（早川書房）からのものだった。本文内容は多岐にわたるが、例年、本格的な硬質の評論文ではなく、平易な
表現で書かれた評論あるいは随筆（エッセイ）であり、高校生にも読みやすい文章が出題される。とはいえ、
練習は必要である。具体的な対策は以下の 2 つ。①標準的な問題集を用いて、さまざまなテーマの、4000 字
以上の長文を読むことに慣れておくこと。②本文の内容を正確に読み取るために、一文の組み立て、段落の
組み立て、本文全体の組み立てなどを意識しながら本文を読むこと。
　第三に「文脈把握力」と「論述力」を UP させることである。今年度全 18 問中 12 問は「空欄や傍線部前
後の文脈の把握力」で決まる設問であり、毎年 1 問出題される 50 字以内の記述問題は「設問で問われたこと
を本文から的確に読み取り、正しい日本語で文章化する力」で決まる設問といえる。具体的な対策は以下の
2 つ。①空欄や傍線部前後の「言い換え」「対比」「因果関係」などを読み取る練習をすること。② 30 字～ 60
字程度の解答字数の記述問題を集中的に演習すること。①②を両方満たすためには、本学の過去の入試問題
を解くのはもちろん、記述問題中心の問題集を 1 ～ 2 冊こなすことも必要である。
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日本史Ｂ

【解 答】

問 1 問２ 問３ 問４ 問５
a b a b a

問６ 問７ 問８ 問９ 問 10
d c a b d

問 11 問 12 問 13 問 14 問 15
a c c b d

問 16 問 17 問 18 問 19 問 20
c d a d c

問 21

フェートン号事件以来、日本近海に出没するイギリス船への警戒を深め
た江戸幕府が、清、朝鮮、琉球とオランダ以外の外国船を撃退するよう
に命じた法令。その後、アヘン戦争での清の劣勢が日本にも伝わると、
幕府は打ち払いの方針を転換して、薪水給与令を復活させた。（124 文字）

問 22

金本位制への復帰による為替相場の安定と海外輸出の促進を通じて、日
本経済の国際競争力の強化を目指す政策だったが、世界恐慌のさなかに
実施されたため、昭和恐慌を引き起こした。その後、犬養毅内閣が金輸
出を再禁止し、管理通貨制度へと移行させて事態を収束させた。

（125 文字）
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【学習アドバイス】

　本学の入試は、4 科目の選択科目の中から 2 科目を選択して受験する形式を採り、試験時間は 2 科目合わ
せて 100 分となっている。各科目にかける時間配分は、出題の分量にもよるが、1 科目につき 50 分前後の時
間を解答時間として考えるべきであろう。
　今年度の問題は、「7 世紀から 8 世紀までの国内状況」、「中世の産業と外交」、「文治政治と産業」、「大正か
ら昭和初期の政治・外交・経済」が出題されており、古代・中世・近世・近代とバランスのとれた出題内容
となっている。分野では政治史を中心に、外交史・文化史・テーマ史で構成されている。
　本学の入試内容は、昨年度の入試から出題形式が大きく変化した（従来の大問 3 題から大問 5 題へ増加、
設問形式が語句・人名の空欄補充形式と論述問題のほかに、文章による正誤判定問題と年代配列問題）。今年
度も昨年度と全く同じ出題形式だったことから、しばらくはこの傾向が続くであろう。また、昨年度には総
解答数も従来の「12 個・論述 2 題」から「20 個・論述 2 題」と大幅に増加したが、今年度も同じであった（昨
年度は空欄補充形式が 12 から 4、今年度は 2 へと減少）。
　本学を目指す受験生は、全時代の学習が必要不可欠となる。政治史中心の出題になっているが、政治史に
偏ることなく、政治史と関連させて外交史・文化史・テーマ史・社会経済史の学習が大切になってくる。
　出題形式の定番である空欄補充問題は、高校の教科書・用語集の範囲内の標準的なものとなっているので、
一問一答集などを利用してスムーズに語句・人名等が選べるようにしておこう。
　新たに出題された正誤判定問題に対しては、選択肢の各文をしっかり読んで、誤った語句（人物・事項など）
が入っていないか、各時代や政策に関するキーワードが入っているかいないかを正確に判断できるかが大切
である。普段の学習から「〇〇に関わった人物は誰か」「〇〇の結果や影響はどうだったか」などを意識して
学習を進めていこう。そして最後に正誤判定問題・旧センター試験対策用の問題集に積極的にトライして、「正
しい箇所はどれか」「どこが誤っているか」に注意しながら進めていくとよい。
　昨年度までは出題されなかった年代配列の出題形式であるが、この形式は「知っている年代（年号）を基
準に前後を特定する」「何世紀の前半・中頃・後半か」「何時代か」「為政者が誰の時か」などを特定すること
で正解が導ける。また年代配列の学習は、正誤判定問題にも関連・直結しているので、問題集を利用してさ
らに実力を磨いていこう。
　本学の入試では、120 字程度の論述問題が 2 題出題されており、論述問題の成否が合否を大きく左右する。
今年度は「異国船打払令の内容と結末」、「金解禁の内容と結末」が出題されている（昨年度は「承久の乱後
の動向」と「普通選挙法」が出題されている）。主に「事項に関する内容・結果」についての論述であるため、
吸収した知識を「誰が」「いつ」「どこで」「何をしたか（なぜそうしたか）」「どのような結果になったか」「ど
のような影響を与えたか」という形にならい述べるとよい。受験の基本となる教科書は、そのような流れで
記述されているので、太字以外にも注意して、熟読することが大切だ。そしてその内容を自分なりにまとめ
てみるとよいだろう。論述問題は一朝一夕での対応は難しいので、早めの着手が望ましい。論述問題のトレー
ニングとして、高校の先生に基本的なレベルの用語の課題を出してもらい、添削指導をしてもらうのが最も
効果的な論述対策である。最初は少なめの字数から始めて、徐々に 120 字まで字数を増やしていくといいだ
ろう。それを繰り返すことにより、論述問題に対する不安が大きな自信へとかわり、合格へ大きく近づくこ
とになる。
　以上のような対策を着実に積んでいけば、必ずや良い結果が出るであろう。
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政治・経済

【解 答】

問 1 問２ 問３ 問４ 問５
ｂ ａ ｃ ｂ ｂ

問６ 問７ 問８ 問９ 問 10
ｂ ｄ ａ ａ ｄ

問 11 問 12 問 13 問 14 問 15
ｄ ａ ｂ ｂ ｂ

問 16 問 17 問 18 問 19 問 20
ｂ ｄ ｃ ａ ｃ

問 21

［解答例］
非正規雇用の社員は、長期間留まる可能性が低く離職率も高いため、企
業は人材育成に力を入れにくく、任せられる仕事も限られる傾向がある。
個人にとっても、多様な働き方を可能とする一方で雇用が不安定である
だけでなく、賃金が安く年齢による賃金の上昇も少ない傾向にあるとい
う問題がある。また、正規雇用に比べて不安定な雇用形態であるため、
経済格差の拡大やワーキングプア増加、失業への不安や現状への不満の
拡大、といった社会問題を引き起こす可能性も高い。（217 文字）
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【学習アドバイス】

　本学の入試は、例年選択科目の中から 2 科目を選択して受験する形式を採り、試験時間は 2 科目合わせて
100 分となるので、各科目にかけるバランスにもよるが、平均的には 50 分程度が解答時間となる。今年度の
政治・経済の問題構成は、全体で大問 5 題のうち、大問Ⅰから大問Ⅳが記号選択式問題（各 5 問ずつ）、大問
Ⅴが 200 字程度の説明論述式問題（1 問）となっている。説明論述式問題は、昨年度と同様に経済分野から
出題されているが、その他の問題は政治・経済両分野の幅広いテーマから出題されている。全体としては基
本事項を問う問題で構成されており、教科書レベルの知識を問う標準的な出題である。以下、大問ごとに内
容を概観しつつ、今後の学習上必要な点をアドバイスしていきたい。
　大問Ⅰは、民主政治の基本原理についての文章を題材とする記号選択式の問題である。小問の内容は、基
本的人権についての正誤判定問題（1 問）、国民主権についての正誤組み合わせ問題（1 問）、直接民主制を主
張した思想家についての語句選択問題（1 問）、議会制民主主義についての正誤判定問題（1 問）、司法権の独
立が脅かされた事件についての語句選択問題（1 問）となっている。なお、国民主権についての正誤組み合
わせ問題は、昨年度に続いて 2 年連続の出題である。また、直接民主制を主張した思想家については、昨年
度は正誤判定問題で出題されている。
　大問Ⅱは、経済成長についての文章を題材とする記号選択式の問題である。小問の内容は、日本の GDP に
ついての正誤判定問題（1 問）、GDP デフレーターについての正誤判定問題（1 問）、一人当たり GDP につい
ての正誤組み合わせ問題（1 問）、経済成長の原動力についての語句選択問題（1 問）、景気循環についての語
句選択問題（1 問）となっている。
　大問Ⅲは、国際社会についての文章を題材とする記号選択式の問題である。小問の内容は、主権国家につ
いての正誤判定問題（1 問）、国際法についての語句選択問題（1 問）、国際連盟の創設を主張したアメリカ大
統領についての語句選択問題（1 問）、平和維持活動についての語句選択問題（1 問）、行政監察の仕組みにつ
いての語句選択問題（1 問）となっている。なお、アメリカ大統領の名前を選ばせる問題は昨年度も出題さ
れている。
　大問Ⅳは、社会保障についての文章を題材とする記号選択式の問題である。小問の内容は、世界で初めて
生存権を規定した憲法についての語句選択問題（1 問）、生存権の法的性格についての正誤組み合わせ問題（1
問）、日本の社会保障制度についての正誤判定問題（1 問）、年金の財政方式についての語句選択問題（1 問）、
年金制度改革についての正誤判定問題（1 問）となっている。なお、年金の受給開始年齢についての正誤判
定問題は昨年度も出題されている。
　大問Ⅰから大問Ⅳは、いずれも基本的な知識を問う問題であるので、取りこぼすことのないようにしても
らいたい。そのためには、まず、教科書を繰り返し熟読し、基本的な知識の習得に努めることが必要である。
その際、意味の分からない用語が出てきた場合には、用語集で必ず意味を確認するようにしてほしい。なお、
過去の問題では、具体的な数値を問う問題が出題されたこともあるので、最新版の資料集を手元に置いてお
くとよいだろう。知識のインプットが済んだら、問題集を活用して、アウトプットを行ってもらいたい。具
体的には、通学時などの細切れの時間に一問一答形式の問題集で知識の確認をしつつ、入試問題を収録した
問題集に取り組んでもらいたい。なお、記号選択式の問題の中では、正誤判定問題や正誤組み合わせ問題で
点差が開きがちなので、苦手な受験生は、旧センター試験・共通テストの過去問や共通テスト対策の問題集
の中から同種の問題をピックアップして問題演習を行うとよいだろう。
　大問Ⅴは、非正規雇用者の増加がもたらすデメリットについて、企業・個人・社会全体のそれぞれの観点
から 200 字程度で説明する問題である。一般に、論述式の問題は苦手とする受験生が多く、点差が開きがち
であり、大問Ⅴを攻略できるかどうかが合否の鍵を握っていると言える。本学の論述式問題は、教科書の掲
載頻度が高い重要事項を説明するタイプと、時事的な話題について論じるタイプの 2 つに大別することがで
きる。前者については、知識のインプットを終えた後に、『政治・経済　計算＆論述特訓問題集』（河合出版）
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などを使用して、過去に出題された様々な論述問題にチャレンジしてもらいたい。後者については、日頃の
学習の中で、新聞等で頻繁に取り上げられている問題や、資料集の巻頭特集や事例研究で扱われているテー
マについて、現状や問題の背景、対策などを 200 字程度でまとめておくとよい。その上で、できれば学校の
先生に添削をしてもらい、記述内容に過不足がないかどうか、チェックしてもらうとよいだろう。
　なお、政治・経済という科目は時事的な話題に最も敏感な科目であり、今年度の問題でも大問Ⅳで年金制
度改正についての問題が出題されているので、日頃から新聞に目を通す習慣をつけておくとよいだろう。また、
説明論述式問題対策としては、時事的な話題の解説と関連用語を見開き 2 ページでまとめている『朝日キー
ワード』（朝日新聞出版）の併用を勧める。
　最後に、本学の問題は難問・奇問の類は全くないので、地道に勉強を続けていけば必ず高得点をあげるこ
とが可能である。最後まであきらめずに勉強を続け、合格を勝ち取ってもらいたい。
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数 学

【解答】

問１
　数直線上に表すと、次の図のようになる。

－3

－5─2
1─√─3

√─5─2

－2

－2

－4

－2

－1

－1

0

0
1 2

2

4

y

y＝－2［x］

1 2
x

x

√─3

　⑴　［√3］＝1　⑵　 1─√3  ＝0　⑶　－ 5─2  ＝－3

　⑷　［√5］─2 ＝1

　⑸ 　関数 y＝－2［x］のグラフを－2≦x≦2の範囲
で描く。

－3

－5─2
1─√─3

√─5─2

－2

－2
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－2

－1

－1

0

0
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y

y＝－2［x］

1 2
x

x

√─3

　－2≦x＜－1のとき、［x］＝－2。
　よって、y＝－2［x］＝4
　－1≦x＜0のとき、［x］＝－1。
　よって、y＝－2［x］＝2
　0≦x＜1のとき、［x］＝0。よって、y＝－2［x］＝0
　1≦x＜2のとき、［x］＝1。
　よって、y＝－2［x］＝－2
　x＝2のとき、［x］＝2。よって、y＝－2［x］＝－4

　よって、グラフは上の図のようになる。

問２
　⑴　y ＝x2－3x＋10

　　　 ＝（x－ 3─2 ）
2

＋31─4
　　よって、グラフは次のようになる。

3─2

31─4

10

16

O

y

x

　　　a＝16のとき、放物線と直線の方程式から、
x

2－3x＋10＝2x＋16
　　が得られる。したがって、この方程式を解くと、

（x＋1）（x－6）＝0 

∴　x＝－1 ,6
　　 したがって、x＝－1 のときは、y＝14 となり、 

x＝6のときは、y＝28となるため、２つの関数の
共有点は、（－1 , 14）、（6 , 28）となる。

　⑵　放物線と直線の方程式から、
x

2－3x＋10＝2x＋a

　　 が得られる。２つの関数が共有点がただ１つであ
る場合は、判別式 D＝0となるので、

D＝25－4（10－a）＝4a－15＝0

　　したがって、a＝15─4 となる。

　⑶　放物線と直線の方程式から、
x

2－3x＋10＝2x＋a

　　 が得られる。2つの関数が共有点をもたない場合
は、判別式 D＜0となるので、

D＝4a－15＜0

　　したがって、a＜15─4 となる。

問３
　⑴　△ABDに余弦定理を適用すると、

AD
2＝42＋32－2 ·4 · 3 ·cos∠ABD＝21

　　 よって、AD＝√21。同様に△ACDに余弦定理を適
用すると、

CD
2＝（√21）2＋42－2 ·4 ·√21 · cos∠CAD＝25

　　よって、CD＝5。
　⑵　△ACDに余弦定理を適用すると、
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cos∠ACD＝ 42＋52－（√21）2

──────2·4 ·5 ＝ 1─2
　　よって、∠ACD＝60°となる。
　⑶ 　平面上の四角形ABCDについて考えてみる。

３点B、E、Dが1つの直線上にあるとき、BE＋
EDは最小になる。△BCDに余弦定理を適用す
ると、

BD
2＝42＋52－2 ·4 · 5 ·cos∠BCD＝61

　　 BD＞0なので、BD＝√61。したがって、求める
最小値は√61となる。

問４
⑴ 　玉を同時に2個取り出す方法は、9 C2＝36通り。
　 　白玉と赤玉を1個ずつ取り出す方法は、5 C 1×4 C 1

＝20通り。

　　よって、求める確率は、 5 C1×4 C1────
9 C2

＝20─36＝ 5─9 。

　⑵　玉を同時に２個取り出す方法は、

　　　n＋5 C2＝（n＋5）（n＋4）──────2×1 ＝ 1─2（n＋5）（n＋4）通り

　　となる。
　　白玉を2個取り出す方法は、5 C2＝10通り。
　　よって、白玉を2個取り出す確率は、

10───────1─2（n＋5）（n＋4） 
＝ 20──────（n＋5）（n＋4）

　　となり、これが 2─11であるから、

20──────（n＋5）（n＋4）＝
2─11

　　 よって、（n－6）（n＋15）＝0となり、nは自然数
なので、n＝6。

　⑶　玉を同時に２個取り出す方法は、

　　　n＋5 C2＝（n＋5）（n＋4）──────2×1 ＝ 1─2（n＋5）（n＋4）通り

　　となる。
　　一方で、白玉と赤玉を1個ずつ取り出す方法は、
　　5 C1×nC1＝5n通りとなる。
　　よって、白玉と赤玉を1個ずつ取り出す確率は、

5n───────1─2（n＋5）（n＋4） 
＝ 10n──────（n＋5）（n＋4） 

　　となり、これが15─28であるから、
10n──────（n＋5）（n＋4）＝15─28

　　 よって、（n－3）（n－20─3 ）＝0となり、nは自然数な
ので、n＝3。
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【学習アドバイス】

　本学の入試は、4 科目の中から 2 科目を選択して解答する形式であり、試験時間は 2 科目合計で 100 分と
なっているので、数学 1 科目での解答時間は概ね 50 分である。試験範囲は数学Ⅰ・Ⅱ・A で、問題数は大問
4 題、問 1 と問 2 は全員が解答する問題であり、問 3 と問 4 はこの 2 題のうち 1 題を選択して解答する問題
である。解答形式は、途中過程も記す記述式である（過去には選択肢から正解を選ぶ問題や空所補充形式の
客観問題が出題された年度もある）。
　今年度入試について分析してみよう。問 1 は数と式（数学Ⅰ）からの出題で、ガウス記号に関する問題で
ある。（1）～（4）は具体的な値を考える問題で、問題文のガウス記号の定義が理解できれば解答できる。（5）
はグラフを描く問題で、ガウス記号に慣れていないと解答は難しかったと思われる。問 2 は 2 次関数（数学
Ⅰ）からの出題で、放物線と直線の位置関係に関する問題である。直線の式には文字定数 a が含まれているが、

（1）は a の値が具体的に与えられているので難しくない。（2）は放物線と直線が接する条件、（3）は放物線
と直線が共有点をもたない条件を考察する問題で、いずれも判別式で対応できる。問 3 は図形と計量（数学Ⅰ）
からの出題で、四面体が題材の問題である。（1）（2）は余弦定理から辺の長さおよび角の大きさを求める問
題で難度は高くない。（3）は線分の長さの和の最小値を考える問題で、展開図を考えることがポイントである。
問 4 は確率（数学 A）からの出題で、玉の取り出しに関する問題である。赤球の個数が n 個という設定であ
るが、（1）は n の値が具体的に与えられているので難しくない。（2）（3）は条件を満たす n を求める問題で、
n を含んだ立式が必要となる。
　問 3、問 4 は選択問題であるが、どちらも入試基礎レベルの問題であり、大きな難易度の差はみられない。
全体の難易度としては基礎レベルであるが、すべて記述式の問題であるため、解答結果だけではなく解答に
至る過程の書き方で得点差が生じる可能性があり、計算力と記述対策が合否のカギを握る試験となっている。
　対策としては、まず基本的な公式の使い方、典型問題の解法をマスターしよう。教科書に載っている例題
や練習問題を自力で解けることが一つの目安である。それができるようになったら教科書の節末問題や章末
問題を解いて、さらに演習量を増やしてみるとよいだろう。また、学習の際には学習単元の順番を工夫する
のも有効である。教科書の掲載順に学習するのではなく、「2 次関数」「指数関数」「対数関数」「三角関数」「微
分法」「積分法」などの『関数』に関する単元や、「図形と計量」「図形の性質」「図形と方程式」などの『図形』
に関する単元など、単元の特性ごとのまとまりを意識して集中的に取り組むことで効率的に学習できる。さ
らに、日々の勉強で意識してほしいのが『計算力』である。本学のように基本問題の割合が多い大学は、計
算ミスが合否を分ける。計算力の獲得のために、一日に数題でよいので計算問題に取り組みたい。毎日の学
習の中で、計算ミスを「ミスをしただけ」と片付けるのではなく、「何故ミスをしたのか」を自分で考え、対
策を講じていくことが肝要である。
　次に、記述対策であるが、「意識して日本語の説明を入れる」ことからスタートしよう。日本語の説明を一
切入れず、式の羅列のみの答案を作る受験生も少なくない。最初のうちは多すぎると思われるぐらい日本語
の説明を入れ、学校の先生などに添削をしてもらいながら徐々に削っていくとよいだろう。演習で解けなか
った問題も、解答・解説を見た後に自分の言葉で答案を作成してみると、学力・記述力の両方の向上に役立つ。
　最後に、本学の入学試験は難問や奇問といった特殊な問題は出題されず、日々の学習の取り組みが合否に
直結する試験である。特別な対策をするというよりは、基本に忠実に勉強を積み重ねていけば合格に近づい
ていくはずである。毎日の学習を大切に、一つずつできることを増やしていってもらいたい。
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t.

問
２

	
Ａ

：
W

ill
	y

ou
	b

e	
ab

le
	to

	p
ic
k	

m
e	
up

	fr
om

	th
e	
st
at
io
n	

th
is	

ev
en

in
g?

	
Ｂ

：
Y
es

,	I
	th

in
k	

so
.	A

t	w
ha

t	t
im

e?

	
Ａ

：
I	s

ho
ul
d	

be
	a
bl
e	
to
	c
at
ch

	th
e	
us

ua
l	e

xp
re

ss
,	w

hi
ch

	g
et
s	
in
	a
t	s

ix
-th

irt
y.

	
Ｂ

：
(		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
)

ａ
．

T
he

	b
us

	s
to
p	

is	
on

	th
e	
ot
he

r	
sid

e	
of
	th

e	
ro

ad
.

ｂ
．

I	d
on

’t	
kn

ow
	th

e	
tr
ai
n	

tim
et
ab

le
.

ｃ
．

T
he

	e
xp

re
ss

	tr
ai
n	

do
es

	n
ot
	s
to
p	

at
	th

is	
st
at
io
n.

ｄ
．

O
K
,	t

he
n	

I’l
l	b

e	
w
ai
tin

g	
fo
r	
yo

u	
in
	th

e	
So

ut
h	

Ex
it	

ca
r	
pa

rk
.

問
３

	
Ａ

：
I	a

m
	lo

ok
in
g	

fo
r	
so

m
e	
bo

ok
s	
ab

ou
t	g

lo
ba

l	w
ar

m
in
g	

fo
r	
m
y	

co
ur

se
	r
ep

or
t.

	
Ｂ

：
H
av

e	
yo

u	
ch

ec
ke

d	
w
ith

	th
e	
lib

ra
ry

’s	
on

lin
e	
se

ar
ch

	s
ys

te
m
?	

	
Ａ

：
(		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
)	

	
Ｂ

：
T
he

n,
	I
	w

ill
	fi

rs
t	
sh

ow
	y

ou
	h

ow
	a

nd
	t
he

n	
I’l
l	t

ak
e	

yo
u	

to
	t
he

	r
ig
ht

	s
he

lv
es

	t
o	

he
lp
	y

ou
	fi

nd
	

so
m
e	
bo

ok
s.

ａ
．

N
o,	

I	a
m
	n

ot
	s
ur

e	
ho

w
	to

	d
o	
th

at
.

ｂ
．

I	h
av

e	
be

en
	s
ea

rc
hi
ng

	in
	th

e	
cl
as

sr
oo

m
.

ｃ
．

Y
es

,	I
	a
lw

ay
s	
st
ar

t	l
oo

ki
ng

	fo
r	
bo

ok
s	
us

in
g	

th
e	
on

lin
e	
sy

st
em

.

ｄ
．

W
he

n	
do

es
	th

e	
lib

ra
ry

	c
lo
se

	to
da

y?

2
0
2
2
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
b
 
 
 
3

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

英
語

―
	6

	―

Ⅲ
．

次
の

文
章

を
読

み
、

そ
れ

ぞ
れ

の
質

問
の

答
と

し
て

も
っ

と
も

適
切

な
も

の
を

ａ
〜

ｄ
の

中
か

ら
選

び
、

解
答

欄
の

記

号
を

マ
ー

ク
し

な
さ

い
。

A
 P

ro
bl

em
at

ic
 K

in
d 

of
 C

he
rr

y*
 P

ic
ki

ng

	
D
ur

in
g	

ha
rv

es
t*	

tim
es

	a
ro

un
d	

th
e	
w
or

ld
,	m

an
y	

pe
op

le
	g

o	
to
	o
rc

ha
rd

s*
	t
o	
pi
ck

	fr
ui
t,	

ei
th

er
	a
s	
a	
jo
b	

or
	

as
	a
	(	
			
			
			
		Ａ

			
			
			
			
)	a

ct
iv
ity

.		
Fo

r	
fa
m
ili
es

	w
ith

	c
hi
ld
re

n	
in
	p

ar
tic

ul
ar

,	p
ic
ki
ng

	fr
es

h	
fr
ui
t	a

t	a
n	

or
ch

ar
d	

ca
n	

be
	b

ot
h	

a	
fu

n	
an

d	
va

lu
ab

le
	l
ea

rn
in
g	

ex
pe

ri
en

ce
.		

In
	J

ap
an

,	f
or

	e
xa

m
pl
e,	

ch
er

ri
es

	a
re

	a
	s

um
m
er

	

fr
ui
t	
an

d	
th

e	
be

st
	t
im

e	
to
	p

ic
k	

th
em

	is
	d

ur
in
g	

Ju
ne

.	(
			
			
			
			
Ｂ

			
			
			
			
),	
th

e	
ex

pr
es

sio
n	‘

ch
er

ry
	p

ic
ki
ng

’	

ha
s	
co

m
e	

to
	h

av
e	

an
ot
he

r,	
m
or

e	
ne

ga
tiv

e,	
m
ea

ni
ng

	b
ec

au
se

	it
	is

	a
lso

	c
om

m
on

ly
	u

se
d	

to
	r
ef
er

	t
o	

w
he

n	

so
m
eo

ne
	o
nl
y	

pi
ck

s	
ex

am
pl
es

	o
r	
ca

se
s	
th

at
	s
up

po
rt
	w

ha
t	
th

ey
	b

el
ie
ve

.		
W

he
n	

pi
ck

in
g	

re
al
	c
he

rr
ie
s	
fr
om

	

a	
tr
ee

,	i
t	
is	

na
tu

ra
l	t

o	
on

ly
	p

ic
k	

th
e	
re

d	
ch

er
rie

s	
th

at
	a
re

	r
ip
e*
,	b

ut
	if

	la
te
r	
so

m
eo

ne
	e
lse

	w
er

e	
to
	o
nl
y	

se
e	

th
e	
pi
ck

ed
	r
ed

	c
he

rr
ie
s,	

th
ey

	m
ig
ht

	n
ot
	r
ea

liz
e	
th

at
	th

er
e	
ar

e	
st
ill
	m

an
y	

un
rip

e	
ch

er
rie

s	
re

m
ai
ni
ng

	o
n	

th
e	

tr
ee

.

	
Ch

er
ry

-p
ic
ki
ng

	fo
r	
pa

rt
ic
ul
ar

	e
xa

m
pl
es

	is
	a
	s
er

io
us

	is
su

e	
as

	it
	c
an

	le
ad

	to
	th

e	
sp

re
ad

	o
f	m

isi
nf
or

m
at
io
n	

w
ith

in
	s
oc

ie
tie

s.	
	F

or
	e

xa
m
pl
e,	

if	
a	

re
se

ar
ch

er
	t
es

ts
	a

	n
ew

	d
ru

g	
an

d	
fin

ds
	t
ha

t	
it	

is	
eff

ec
tiv

e	
in
	n

in
e	

ou
t	

of
	t
en

	c
as

es
,	i
t	
w
ou

ld
	b

e	
ch

er
ry

-p
ic
ki
ng

	t
o	

cl
ai
m
	t
ha

t	
th

e	
dr

ug
	 is

	u
se

le
ss

	b
y	

fo
cu

sin
g	

on
	t
he

	s
in
gl
e	

ca
se

	

w
he

re
	t
he

	d
ru

g	
di
d	

no
t	
w
or

k.
		
T
hi
s	
ki
nd

	o
f	c

he
rr

y	
pi
ck

in
g	

is	
so

m
ew

ha
t	
sim

ila
r	
to
	a
no

th
er

	p
sy

ch
ol
og

ic
al
	

te
nd

en
cy

	k
no

w
n	

as
	c

on
fir

m
at
io
n	

bi
as

*,	
w
he

re
	s

om
eo

ne
	a

cc
ep

ts
	e

vi
de

nc
e	

th
at
	a

pp
ea

rs
	t
o	

co
nfi

rm
	w

ha
t	

th
ey

	b
el
ie
ve

	b
ut

	ig
no

re
s	
ch

al
le
ng

in
g	

ev
id
en

ce
.		

T
he

	t
w
o	

co
nc

ep
ts
	d

o,	
ho

w
ev

er
,	d

iff
er

	t
o	

th
e	

ex
te
nt

	t
ha

t	

ch
er

ry
-p
ic
ki
ng

	t
en

ds
	t
o	

re
fe
r	

to
	s

itu
at

io
ns

	w
he

re
	s

om
eo

ne
	i
s	

de
lib

er
at

el
y	

se
le
ct
in
g	

ce
rt
ai
n	

ex
am

pl
es

,	

w
he

re
as

	c
on

fir
m
at
io
n	

bi
as

	t
en

ds
	t
o	

op
er

at
e	

w
ith

ou
t	
co

ns
ci
ou

s	
aw

ar
en

es
s	
of
	t
he

	c
on

fli
ct
s	
be

tw
ee

n	
pi
ec

es
	

of
	e

vi
de

nc
e.	

	C
on

fir
m
at
io
n	

bi
as

	c
an

	in
flu

en
ce

	o
ur

	s
oc

ia
l	r

el
at
io
ns

hi
ps

	w
ith

	o
th

er
s.	

(		
			
			
			
	Ｃ

			
			
			
			
),	
an

	

in
di
vi
du

al
,	w

ho
	is

	a
lre

ad
y	

co
nc

er
ne

d	
ab

ou
t	
th

ei
r	
fr
ie
nd

sh
ip
	w

ith
	s
om

eo
ne

	e
lse

,	m
ig
ht

	r
eg

ar
d	

an
y	

de
la
ys

	

in
	r
ec

ei
vi
ng

	a
	te

xt
	r
ep

ly
	fr

om
	th

at
	p

er
so

n	
as

	c
on

fir
m
in
g	

th
ei
r	
w
or

rie
s	
ra

th
er

	th
an

	c
or

re
ct
ly
	r
ea

liz
in
g	

th
at
	

th
e	
ot
he

r	
pe

rs
on

	is
	p

ro
ba

bl
y	

bu
sy

	a
t	t

he
	m

om
en

t.

	
A
lth

ou
gh

	o
ne

	m
ig
ht

	i
m

ag
in
e	

th
at

	t
he

	g
re

at
er

	a
cc

es
s	

to
	i
nf

or
m

at
io
n	

w
ith

in
	o

ur
	 (1
)c
on

te
m

po
ra

ry
	

so
ci
et
ie
s	
co

ul
d	

he
lp
	t
o	
ov

er
co

m
e	
su

ch
	b

ia
se

s,	
in
	r
ea

lit
y,
	s
oc

ia
l	m

ed
ia
	m

ay
	a
ct
ua

lly
	w

or
k	

to
	in

cr
ea

se
	t
he

m
.		

T
o	
th

e	
ex

te
nt

	th
at
	fr

ie
nd

s	
on

	s
oc

ia
l	m

ed
ia
	s
ha

re
	s
im

ila
r	
lik

es
	a
nd

	in
te
re

st
s,	

th
ey

	te
nd

	to
	a
gr

ee
	w

ith
	fr

ie
nd

	

po
st
s	
an

d	
sh

ar
e	

on
	t
o	

ot
he

rs
,	t

oo
.		

W
hi
le
	it

	c
an

	b
e	

di
ffi
cu

lt	
to
	a

cc
ep

t	
th

at
,	d

es
pi
te
	d

iff
er

en
t	
ba

ck
gr

ou
nd

s	

an
d	

ex
pe

ri
en

ce
s,	

al
l	
hu

m
an

s	
sh

ar
e	

si
m
ila

r	
bi
as

es
,	i

t	
ca

n	
he

lp
	u

s	
to

	b
et

te
r	

un
de

rs
ta

nd
	o

ur
se

lv
es

	a
nd

	

ot
he

rs
.

(注
）

	
ch

er
ry

：
さ

く
ら

ん
ぼ

　
　

　
　

　
ha

rv
es

t：
収

穫
　

　
　

　
　

or
ch

ar
ds

：
果

樹
園

　
　

　
　

　
rip

e：
熟

れ
た

	
co

nfi
rm

at
io
n	

bi
as

：
確

証
バ

イ
ア

ス

2
0
2
2
-
s
e
t
0
1
-
ブ

ッ
ク

.
i
n
d
b
 
 
 
6

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

―
	5

	―

Ⅱ
．

	次
の

文
の

意
味

が
通

る
よ

う
に

、
も

っ
と

も
適

切
な

も
の

を
ａ

〜
ｄ

の
中

か
ら

選
び

、
解

答
欄

の
記

号
を

マ
ー

ク
し

な
さ

い
。

問
１

	
O
ne

	o
f	t

he
	m

os
t	
im

po
rt
an

t	
st
ep

s	
th

at
	w

e	
ca

n	
ta
ke

	t
o	
he

lp
	p

re
ve

nt
	t
he

	s
pr

ea
d	

of
	v

iru
se

s	
to
	o
th

er
s	

an
d	

to
	a

vo
id
	b

ec
om

in
g	

ill
	o

ur
se

lv
es

	is
	t
o	

ca
re

fu
lly

	(	
			

			
			

			
			

			
			

			
	)	

ou
r	

ha
nd

s	
w
ith

	s
oa

p	
of
te
n	

du
rin

g	
th

e	
da

y.

a．
w
at
ch

	
ｂ

．
w
as

h	
c．

gr
ip
	

ｄ
．

sh
ow

er

問
２

	
If
	y

ou
	w

an
t	

to
	d

o	
w
el
l	
at

	s
om

e	
ac

tiv
ity

,	p
ra

ct
ic
e	

is
	v

er
y	

im
po

rt
an

t.	
H
ow

ev
er

,	a
	s

tu
dy

	o
f	

(		
			

			
			

			
			

			
			

			
)	h

as
	f
ou

nd
	t
ha

t,	
al
th

ou
gh

	in
te
ns

e	
an

d	
fo
cu

se
d	

pr
ac

tic
e	

im
pr

ov
es

	b
as

ic
	a

bi
lit

ie
s,	

lo
ng

-te
rm

	p
er

fo
rm

an
ce

	le
ve

ls	
be

ne
fit

	fr
om

	e
ng

ag
in
g	

in
	a
	r
an

ge
	o
f	s

po
rt
s.

a．
ac

to
rs

	
ｂ

．
m
us

ic
ia
ns

	
ｃ

．
ch

ie
fs
	

ｄ
．

at
hl
et
es

問
３

	
D
ur

in
g	

th
e	

m
ee

tin
g	

w
ith

	c
om

pa
ny

	o
ffi
ci
al
s	

an
d	

un
io
n	

re
pr

es
en

ta
tiv

es
,	t

he
	u

ni
on

	r
ep

re
se

nt
at
iv
es

	

m
ad

e	
no

	(	
			

			
			

			
			

			
			

			
	)	
on

	th
e	
iss

ue
s	
of
	w

or
ke

rs
’	h

ea
lth

	c
ar

e	
an

d	
in
cr

ea
se

d	
w
ag

es
.

ａ
．

co
ns

eq
ue

nc
es

		
ｂ

．
co

nc
es

sio
ns

	
ｃ

．
co

ns
en

su
s	

ｄ
．

co
ns

en
t

問
４

	
T
ea

ch
er

s	
an

d	
ps

yc
ho

lo
gi
st
s	
ar

e	
co

nc
er

ne
d	

ab
ou

t	t
he

	(	
			

			
			

			
			

			
			

			
	)	

th
at
	s
pe

nd
in
g	

ho
ur

s	
ev

er
y	

da
y	

lo
ok

in
g	

at
	s
m
ar

tp
ho

ne
	s
cr

ee
ns

	a
nd

	ta
bl
et
s	
w
ill
	h

av
e	
on

	c
hi
ld
re

n	
as

	th
ey

	g
ro

w
	o
ld
er

.

ａ
．

in
di
ca

tio
n	

ｂ
．

ill
us

io
n	

	
ｃ

．
sh

oc
k	

ｄ
．

im
pa

ct

問
５

	
O
ne

	r
ea

so
n	

so
m
e	

ch
ild

re
n	

in
	p

oo
r	

ru
ra

l	
ar

ea
s	

do
	n

ot
	g

o	
to

	s
ch

oo
l	
is
	t
ha

t	
th

ei
r	

pa
re

nt
s	

ca
nn

ot
	

(		
			

			
			

			
			

			
			

			
)	t

o	
se

nd
	th

em
	to

	s
ch

oo
ls	

lo
ca

te
d	

fa
r	
aw

ay
	in

	u
rb

an
	a
re

as
.

a．
aff

or
d	

ｂ
．

ea
rn

	
ｃ

．
pu

rc
ha

se
	

ｄ
．

fin
an

ce

2
0
2
2
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
b
 
 
 
5

2
0
2
1
/
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2
/
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―
	8

	―

Ⅳ
．

次
の

文
章

を
読

み
、

そ
れ

ぞ
れ

の
質

問
の

答
と

し
て

も
っ

と
も

適
切

な
も

の
を

ａ
〜

ｄ
の

中
か

ら
選

び
、

解
答

欄
の

記

号
を

マ
ー

ク
し

な
さ

い
。

O
ri

gi
ns

 o
f S

ur
fin

g

	
Su

rf
in
g,
	i
n	

va
ri
ou

s	
fo
rm

s,	
ha

s	
be

en
	a

ro
un

d	
fo
r	

qu
ite

	a
	l
on

g	
tim

e.	
Ｂo

dy
su

rf
in
g	

is
	t
he

	o
ld
es

t	
fo
rm

	

of
	c

at
ch

in
g	

w
av

es
	a

nd
	p

ro
ba

bl
y	

ha
s	

be
en

	a
ro

un
d	

si
nc

e	
hu

m
an

s	
fir

st
	b

eg
an

	s
w
im

m
in
g	

in
	t
he

	o
ce

an
.	

(		
			
			
			
	Ａ

			
			
			
			
),	
st
an

di
ng

	u
p	

on
	a

	b
oa

rd
	w

hi
le
	s
ur

fin
g	

is	
a	

re
la
tiv

el
y	

re
ce

nt
	in

no
va

tio
n	

de
ve

lo
pe

d	
by

	

th
e	

Po
ly
ne

sia
ns

*.	
A
lth

ou
gh

	s
om

e	
ev

id
en

ce
	s
ug

ge
st
s	
th

at
	a

bo
ut

	5
,00

0	
ye

ar
s	
ag

o	
pe

op
le
	in

	S
ou

th
	A

m
er

ic
a	

be
ga

n	
rid

in
g	

w
av

es
	u

sin
g	

ve
ss

el
s	
m
ad

e	
fr
om

	r
ee

ds
*,	

m
os

t	
hi
st
or

ia
ns

	a
gr

ee
	t
ha

t	
m
od

er
n	

su
rfi

ng
	h

as
	it

s	

ro
ot
s	
in
	W

es
te
rn

	P
ol
yn

es
ia
	o
ve

r	
3,0

00
	y

ea
rs

	a
go

.	I
n	

Po
ly
ne

sia
n	

cu
ltu

re
,	s

ur
fin

g	
w
as

	a
n	

im
po

rt
an

t	a
ct
iv
ity

.	

Fi
sh

er
m
en

	w
ou

ld
	c
at
ch

	w
av

es
	to

	m
ak

e	
it	

ea
sie

r	
to
	c
ar

ry
	th

ei
r	
he

av
y	

ca
tc
h	

of
	fi

sh
	b

ac
k	

to
	th

e	
sh

or
e.

	
T
he

	f
ir
st
	h

is
to

ri
ca

l	
re

co
rd

s	
of
	s

ur
fin

g	
di
d	

no
t	
ap

pe
ar

	u
nt

il	
th

e	
la
te

	1
70

0s
	w

he
n	

Ｂr
iti

sh
	e

xp
lo
re

r*
,	

Ca
pt

ai
n	

Ja
m
es

	C
oo

k,
	d

et
ai
le
d	

in
	w

rit
in
g	

ho
w
	a

	T
ah

iti
an

	n
at
iv
e	

ca
ug

ht
	w

av
es

	w
ith

	h
is	

ca
no

e*
	j
us

t	
fo
r	

th
e	

fu
n	

of
	i
t.	

H
ow

ev
er

,	m
od

er
n	

su
rf
in
g	

as
	w

e	
kn

ow
	i
t	
to

da
y	

is
	t
ho

ug
ht

	t
o	

ha
ve

	o
ri
gi
na

te
d*

	f
ro

m
	t
he

	

Po
ly
ne

si
an

s	
w
ho

	s
et

tle
d	

in
	t
he

	H
aw

ai
ia
n	

Is
la
nd

s.	
T
he

y	
br

ou
gh

t	
m
an

y	
of
	t
he

ir
	c

us
to

m
s	

w
ith

	 (1
)t
he

m
	

in
cl
ud

in
g	

pl
ay

in
g	

in
	th

e	
su

rf
	o
n	

pa
ip
o	
bo

ar
ds

.	A
	p

ai
po

	b
oa

rd
	is

	a
	s
m
al
l 	b

oa
rd

	m
ea

su
rin

g	
be

tw
ee

n	
on

e	
an

d	

tw
o	

m
et
er

s	
in
	le

ng
th

,	4
0	

ce
nt

im
et
er

s	
w
id
e	

an
d	

1.3
	c

en
tim

et
er

s	
th

ic
k.
	T

he
se

	b
oa

rd
s	
w
er

e	
fin

e	
fo
r	
ly
in
g	

on
	a

nd
	r
id
in
g	

w
av

es
,	b

ut
	t
he

y	
w
er

e	
to
o	

sm
al
l	t

o	
su

pp
or

t	
a	

pe
rs

on
	s
ta
nd

in
g.
	H

ow
ev

er
,	a

s	
pa

ip
o	

bo
ar

ds
	

ev
ol
ve

d	
in
to

	w
id
er

	a
nd

	l
on

ge
r	

“a
la
ia
”	
an

d	
“o

lo
”	
bo

ar
ds

,	i
t	
w
as

	i
n	

H
aw

ai
i	
th

at
	t
he

	a
rt
	o

f	
st
an

di
ng

	a
nd

	

su
rfi

ng
	o
n	

bo
ar

ds
	b

eg
an

.

	
Su

rfi
ng

	e
ve

nt
ua

lly
	m

ad
e	

its
	w

ay
	t
o	

th
e	

Ca
lif
or

ni
a	

Co
as

t.	
In

	1
90

7,	
a	

ric
h	

la
nd

ow
ne

r*
	n

am
ed

	H
en

ry
	

H
un

tin
gt

on
	a

tt
em

pt
ed

	t
o	

m
ak

e	
th

e	
an

ci
en

t	
ar

t	
of
	s

ur
fin

g	
po

pu
la
r	

al
on

g	
th

e	
Ca

lif
or

ni
a	

co
as

t.	
W

hi
le
	o

n	

va
ca

tio
n	

in
	W

ai
ki
ki
,	H

un
tin

gt
on

	h
ad

	s
ee

n	
H
aw

ai
ia
n	

bo
ys

	s
ur

fin
g	

th
e	

isl
an

d	
w
av

es
.	L

oo
ki
ng

	f
or

	a
	w

ay
	

to
	a

tt
ra

ct
	v

isi
to
rs

	t
o	

th
e	

ar
ea

	o
f	
Re

do
nd

o	
Ｂe

ac
h,
	w

he
re

	h
e	

ha
d	

he
av

ily
	in

ve
st
ed

	in
	r
ea

l	e
st
at
e,	

he
	h

ire
d	

a	
yo

un
g	

H
aw

ai
ia
n,
	G

eo
rg

e	
Fr

ee
th

,	t
o	

rid
e	

su
rf
bo

ar
ds

.	T
o	

th
e	
(2
)d

el
ig
ht

	o
f	
vi
sit

or
s,	

Fr
ee

th
	e

xh
ib
ite

d	
hi
s	

su
rfi

ng
	s

ki
lls

	t
w
ic
e	

a	
da

y	
in
	f
ro

nt
	o

f	
th

e	
H
ot
el
	R

ed
on

do
.	A

no
th

er
	n

at
iv
e	

H
aw

ai
ia
n,
	O

ly
m
pi
c	

sw
im

m
er

	

D
uk

e	
K
ah

an
am

ok
u,
	h

el
pe

d	
to
	m

ak
e	

su
rfi

ng
	m

or
e	

w
el
l-k

no
w
n	

in
	b

ot
h	

th
e	

U
.S
.	a

nd
	A

us
tr
al
ia
.	Ｂ

et
w
ee

n	

O
ly
m
pi
c	

co
m
pe

tit
io
ns

,	K
ah

an
am

ok
u	

tr
av

el
ed

	in
te
rn

at
io
na

lly
	t
o	

di
sp

la
y	

th
e	

sw
im

m
in
g	

ta
le
nt

s	
th

at
	w

on
	

hi
m
	O

ly
m
pi
c	
go

ld
	m

ed
al
s	
in
	1

91
2	

an
d	

19
20

.	D
ur

in
g	

th
e	

ex
hi
bi
tio

ns
	h

e	
w
ou

ld
	a

lso
	r
id
e	

w
av

es
	t
o	

im
pr

es
s	

au
di
en

ce
s;	

th
us

,	h
el
pi
ng

	t
o	

pr
om

ot
e	

th
e	

sp
or

t	
of
	s

ur
fin

g.
	W

he
n	

(		
			
			
			
	Ｂ

			
			
			
			
)	h

is
	1

91
2	

m
ed

al
	f
or

	

sw
im

m
in
g,
	h

e	
sa

id
	h

is	
dr

ea
m
	w

as
	t
o	

se
e	

su
rfi

ng
	b

ec
om

e	
an

	O
ly
m
pi
c	

sp
or

t.	
H
ow

ev
er

,	i
t	
w
as

	n
ot
	u

nt
il	

A
ug

us
t	
3,	

20
16

	t
ha

t	
th

e	
In

te
rn

at
io
na

l	O
ly
m
pi
c	
Co

m
m
itt

ee
	a
pp

ro
ve

d	
su

rfi
ng

	t
o	
be

	a
n	

offi
ci
al
	e
ve

nt
	fo

r	
th

e	

fir
st
	ti

m
e	
fo
r	
th

e	
T
ok

yo
	2
02

0	
O
ly
m
pi
cs

.

(注
）

	
Po

ly
ne

sia
ns

：
ポ

リ
ネ
シ

ア
人

　
　

　
　

　
re

ed
s：

ア
シ

(植
物

)　
　

　
　

　
ex

pl
or

er
：

探
検

家
　

　
　

　
　

ca
no

e：
カ

ヌ
ー

	
or

ig
in
at
ed

：
発

祥
し

た
　

　
　

　
　

　
　

la
nd

ow
ne

r：
地

主

2
0
2
2
-
s
e
t
0
1
-
ブ

ッ
ク

.
i
n
d
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	―

問
１

	
第

１
段

落
の

空
欄

(		
			

			
			

A
			

			
			

		)
	に

入
る

も
っ

と
も

適
切

な
語

を
下

か
ら

選
び

な
さ

い
。

ａ
．

op
er

at
io
na

l

ｂ
．

le
isu

re

ｃ
．

pr
of
es

sio
na

l

ｄ
．

oc
cu

pa
tio

n

問
２

	
第

１
段

落
の

空
欄

(		
			

			
			

Ｂ	
			

			
			

	)	
と

第
２

段
落

空
欄

(		
			

			
			

C	
			

			
			

	)	
に

入
る

も
っ

と
も

適
切

な
語

の
組

み
合

わ
せ

を
下

か
ら

選
び

な
さ

い
。

ａ
．

(Ｂ
)	F

or
	e
xa

m
pl
e	

　
		(

C)
	H

ow
ev

er

ｂ
．

(Ｂ
)	H

ow
ev

er
	

　
		(

C)
	T

he
re

fo
re

ｃ
．

(Ｂ
)	T

he
re

fo
re

	
　

		(
C)

	In
	fa

ct

ｄ
．

(Ｂ
)	H

ow
ev

er
	

　
		(

C)
	F

or
	e
xa

m
pl
e

問
３

	
本

文
中

の
ch

er
ry

	p
ic
ki
ng

が
な

ぜ
重

大
な

問
題

な
の

か
、

そ
の

理
由

と
し

て
適

当
な

も
の

を
下

か
ら

記
号

で
選

び

な
さ

い
。

ａ
．

Ch
er

ry
	p

ic
ki
ng

	c
an

	c
au

se
	a
	lo

ss
	o
f	j

ob
s	
in
	th

e	
fr
ui
t	i

nd
us

tr
y.

ｂ
．

Ch
er

ry
	p

ic
ki
ng

	is
	v

er
y	

di
ffe

re
nt

	fr
om

	c
on

fir
m
at
io
n	

bi
as

.

ｃ
．

Ch
er

ry
	p

ic
ki
ng

	c
an

	r
es

ul
t	i

n	
pe

op
le
	b

el
ie
vi
ng

	fa
lse

	in
fo
rm

at
io
n.

ｄ
．

Ch
er

ry
	p

ic
ki
ng

	c
an

	in
flu

en
ce

	o
ur

	s
oc

ia
l	r

el
at
io
ns

hi
ps

.

問
４

	
第

3
段

落
の

下
線

部
(1

) ‘
co

nt
em

po
ra

ry
’と

も
っ

と
も

近
い

意
味

の
語

を
下

か
ら

選
び

な
さ

い
。

	

ａ
．

ha
pp

en
in
g	

ｂ
．

ex
ist

in
g

ｃ
．

fr
es

h

ｄ
．

m
od

er
n

問
５

	
本

文
の

内
容

と
一

致
す

る
文

を
下

か
ら

一
つ

選
び

な
さ

い
。

ａ
．

A
ck

no
w
le
dg

in
g	

ou
r	
co

m
m
on

	b
ia
se

s	
is	

ea
sy

.

ｂ
．

Re
se

ar
ch

	s
tu

di
es

	a
re

	d
es

ig
ne

d	
to
	u

til
iz
e	
ou

r	
ps

yc
ho

lo
gi
ca

l	t
en

de
nc

ie
s.

ｃ
．

Ch
er

ry
-p
ic
ki
ng

	c
an

	r
ef
er

	to
	th

e	
in
te
nt

io
na

l	m
isu

se
	o
f	e

vi
de

nc
e.

ｄ
．

T
ru

e	
fr
ie
nd

s	
sh

ou
ld
	w

or
ry

	a
bo

ut
	n

ot
	r
ec

ei
vi
ng

	te
xt

	r
ep

lie
s.

2
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e
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0
1
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ブ
ッ

ク
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n
d
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２
０
２
２
年
度
入
学
試
験
問
題

英
語

―
	1

0	
―

Ⅴ
．

次
の

	(	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	)	

に
入

る
べ

き
も

っ
と

も
適

切
な

語
を

ａ
〜

ｄ
か

ら
選

び
、

解
答

欄
の

記
号

を
マ

ー
ク

し
な

さ
い

。

問
１

	
T
he

	m
an

	ta
lk
ed

	a
s	
if	

he
	(	

		
		
		
		
		
		
		
		
		
	)	

th
e	
ch

ai
r	
of
	th

e	
co

m
m
itt

ee
.

ａ
．

w
er

e	
ｂ

．
ha

s	
be

en
	

ｃ
．

is	
ｄ

．
w
ill
	b

e

問
２

	
T
he

se
	s
on

gs
	(	

		
		
		
		
		
		
		
		
		
	)	

by
	a
	lo

t	o
f	s

in
ge

rs
	fo

r	
de

ca
de

s.

ａ
．

w
er

e	
sin

gi
ng

	
ｂ

．
ha

ve
	s
un

g	
ｃ

．
ha

s	
be

en
	s
in
gi
ng

	
ｄ

．
ha

ve
	b

ee
n	

su
ng

問
３

	
(		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
)	c

al
ls	

m
e,	

I	d
on

’t	
w
an

t	t
o	
be

	d
ist

ur
be

d	
to
m
or

ro
w
.	

ａ
．

Ev
en

	th
ou

gh
	

ｂ
．

A
ny

on
e	

ｃ
．

H
ow

ev
er

	
ｄ

.	N
o	
m
at
te
r	
w
ho

問
４

	
I	p

as
se

d	
tw

o	
re

pa
ir	

sh
op

s	
on

	m
y	

w
ay

	h
om

e,	
bu

t	(
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
)	o

f	t
he

m
	w

as
	o
pe

n.

ａ
．

ne
ith

er
	

ｂ
．

no
th

in
g	

ｃ
．

bo
th

	
ｄ

.	e
ith

er

問
５

	
Y
ou

	h
ad

	e
no

ug
h	

tim
e	
to
	b

uy
	a
	p

re
se

nt
	fo

r	
yo

ur
	w

ife
,	(
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
)?

ａ
．

di
dn

’t	
yo

u	
ｂ

．
ha

dn
’t	

yo
u	

ｃ
．

di
d	

yo
u	

ｄ
．

ha
d	

yo
u

問
６

	
I	t

hi
nk

	it
	w

ou
ld
	b

e	
be

tt
er

	(	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	)	

no
th

in
g	

ab
ou

t	t
hi
s	
iss

ue
	to

	o
th

er
s.

ａ
．

to
	s
ay

in
g	

ｂ
．

to
	s
ay

	
ｃ

．
sa

y	
ｄ

．
no

t	s
ay

in
g

問
７

	
M

y	
fa
th

er
	is

	a
	g

oo
d	

co
ok

,	(
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
)	h

e	
al
w
ay

s	
co

ok
s	
fa
r	
to
o	
m
uc

h.
	

ａ
．

th
ou

gh
	

ｂ
．

ot
he

rw
ise

	
ｃ

．
in
st
ea

d	
ｄ

．
w
he

n

問
８

	
H
e	
ha

s	
a	
re

pu
ta
tio

n	
fo
r	
be

in
g	

w
ha

t	i
s	
of
te
n	

(		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
)	a

	“s
oc

ia
l	c

lim
be

r”
.

ａ
．

to
	c
al
l	

ｂ
．

ca
lli
ng

	
ｃ

．
ca

lle
d	

ｄ
．

ca
ll

2
0
2
2
-
s
e
t
0
1
-
ブ

ッ
ク

.
i
n
d
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	―

問
１

	
第

１
段

落
の

	(	
			
			
			
		Ａ

			
			
			
			
)	に

入
る

最
も

適
切

な
も

の
を

下
か

ら
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

A
s	
a	
re

su
lt

ｂ
．

In
	th

e	
sa

m
e	
w
ay

ｃ
．

Ｂe
ca

us
e	
of
	th

at

ｄ
．

In
	c
om

pa
ris

on

問
２

	
第

2
段

落
の

下
線

部
(1
)‘

th
em

’が
指

す
も

の
を

下
か

ら
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

th
e	
Po

ly
ne

sia
ns

	

ｂ
．

Ｂr
iti

sh
	e
xp

lo
re

rs

ｃ
．

th
e	
H
aw

ai
i	I

sla
nd

s

ｄ
．

Pa
ip
o	
bo

ar
ds

問
３

	
第

３
段

落
の

下
線

部
(2
)	‘

de
lig

ht
’と

最
も

意
味

の
近

い
も

の
を

下
か

ら
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

pu
rp

os
e

ｂ
．

pl
ea

su
re

ｃ
．

se
cu

rit
y

ｄ
．

so
lu
tio

n

問
４

	
第

３
段

落
の

	(	
			
			
			
		Ｂ

			
			
			
			
)	に

入
る

最
も

適
切

な
も

の
を

下
か

ら
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

re
ce

iv
in
g

ｂ
．

re
ce

iv
ed

ｃ
．

w
as

	r
ec

ei
vi
ng

ｄ
．

ha
s	
re

ce
iv
ed

問
５

	
次

の
う

ち
、

本
文

の
内

容
と

一
致

し
な

い
も

の
を

下
か

ら
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

Ca
pt

ai
n	

Ja
m
es

	C
oo

k	
w
ro

te
	a
	b

oo
k	

ab
ou

t	t
he

	fi
rs

t	m
od

er
n	

su
rf
er

s.

ｂ
．

D
uk

e	
K
ah

an
am

ok
u	

w
on

	O
ly
m
pi
c	
go

ld
	m

ed
al
s	
in
	s
w
im

m
in
g.

ｃ
．

Ge
or

ge
	F

re
et
h	

w
as

	h
ire

d	
by

	H
en

ry
	H

un
tin

gt
on

.

ｄ
．

D
uk

e	
K
ah

an
am

ok
u’
s	
dr

ea
m
	c
am

e	
tr
ue

	in
	th

e	
20

20
	O

ly
m
pi
cs

.	

2
0
2
2
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t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
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d
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―
	1

2	
―

Ⅵ
．

そ
れ

ぞ
れ

の
日

本
語

の
意

味
に

合
う

よ
う

に
(

　
)内

の
語

を
並

べ
替

え
、

２
番

目
と

４
番

目
に

来
る

語
の

番
号

と

し
て

正
し

い
組

み
合

わ
せ

を
選

ん
で

、
解

答
欄

に
マ

ー
ク

し
な

さ
い

。
た

だ
し

、
(　

　
)内

の
語

は
、

文
の

最
初

に
来

る
場

合
も

小
文

字
で

書
か

れ
て

い
る

の
で

心
得

て
お

く
こ

と
。

問
１

	
そ

の
語

の
意

味
が

正
確

に
分

か
ら

な
い

な
ら

ば
使

う
べ

き
で

は
な

い
。

If	
yo

u	
do

	n
ot
	u

nd
er

st
an

d	
th

e	
(	1

.	s
ho

ul
d	

2.	
m
ea

ni
ng

,		
	3

.	u
se

		
	4

.	y
ou

		
	5

.	n
ot
		
	6

.	p
ro

pe
r	
)	t

ho
se

w
or

ds
.

ａ
．

２
－

１
	

ｂ
．

４
－

５
	

ｃ
．

４
－

１
	

ｄ
．

２
－

５

問
２

	
彼

女
が

日
本

語
を

話
す

の
を

聞
け

ば
、

君
は

彼
女

が
日

本
人

だ
と

分
か

る
だ

ろ
う

。

(	1
.	J

ap
an

es
e	
		2

.	t
o	
		3

.	h
er

			
4.	

yo
u	

		5
.	s

pe
ak

			
6.	

he
ar

	)	
w
ou

ld
	ta

ke
	h

er
	fo

r	
a	
Ja

pa
ne

se
.

ａ
．

６
－

５
	

ｂ
．

４
－

５
	

ｃ
．

６
－

１
	

ｄ
．

５
－

２

問
３

	
私

は
彼

ら
に

1
日

に
何

時
間

テ
レ

ビ
を

観
る

の
か

を
聞

い
た

。

I	a
sk

ed
	(	

1.	
m
an

y	
		2

.	s
pe

nd
			

3.	
th

ey
			

4.	
ho

ur
s	
		5

.	h
ow

			
6.	

th
em

	)	
w
at
ch

in
g	

T
V
	e
ve

ry
	d

ay
.

ａ
．

５
－

３
	

ｂ
．

１
－

３
	

ｃ
．

５
－

４
	

ｄ
．

１
－

２

問
４

	
こ

の
会

社
の

未
来

は
、

我
々

が
新

製
品

を
開

発
で

き
る

か
ど

う
か

に
か

か
っ

て
い

る
。

T
he

	f
ut

ur
e	

of
	t
hi
s	
co

m
pa

ny
	(	

1.	
de

ve
lo
p	

2.	
on

		
	3

.	c
an

		
	4

.	w
he

th
er

		
	5

.	d
ep

en
ds

		
	6

.	w
e	

)		
ne

w

pr
od

uc
ts
.	

ａ
．

２
－

３
	

ｂ
．

２
－

６
	

ｃ
．

４
－

５
	

ｄ
．

４
－

１

問
５

	
彼

女
は

私
の

ク
ラ

ス
で

最
も

英
語

を
話

す
の

が
う

ま
い

。

Sh
e	
(	1

.	o
f		

	2
.	b

es
t		

	3
.	t

he
			

4.	
is	

		5
.	s

pe
ak

er
			

6.	
En

gl
ish

	)	
in
	m

y	
cl
as

s.

ａ
．

３
－

５
	

ｂ
．

６
－

５
	

ｃ
．

２
－

４
	

ｄ
．

３
－

６

2
0
2
2
-
s
e
t
0
1
-
ブ

ッ
ク

.
i
n
d
b
 
 
 
1
2

2
0
2
1
/
1
2
/
1
0
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―
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1	
―

問
９

	
T
hi
s	
is	

(		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
)	t

im
e	
I	h

av
e	
sp

ok
en

	to
	y

ou
.

ａ
．

th
e	
th

re
e	

ｂ
．

a	
th

ird
	

ｃ
．

a	
th

re
e	

ｄ
．

th
e	
th

ird

問
10

	
Sh

e	
is	

as
	(	

		
		
		
		
		
		
		
		
		
	)	

ar
tis

t	a
s	
ev

er
	li
ve

d.

ａ
．

gr
ea

t	a
n	

ｂ
．

gr
ea

t	
ｃ

．
a	
gr

ea
t	

ｄ
．

th
e	
gr

ea
t

2
0
2
2
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
b
 
 
 
1
1

2
0
2
1
/
1
2
/
1
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— 45 —

２
０
２
２
年
度
入
学
試
験
問
題

国
語

国
語

―
	1

5	
―

み
出

し
た

過
剰

さ
で

あ
る

。
一

方
、

無
限

の
奥

行
き

を
も

つ
室

内
空

間
と

天
高

く
そ

び
え

た
尖

塔
は

、
天

つ
ま

り
神

の
領

域
へ

の
憧

れ
が

そ
の

ま
ま

か
た

ち
に

な
っ

た
も

の
に

ほ
か

な
ら

な
い

。
仏

文
学

者
の

酒
井

健
は

そ
の

	
Ｋ

	を
「

人
間

の
力

を
超

え
た

カ
リ

ス
マ

的
な

力
へ

の
強

い
憧

憬
と

、
こ

の
超

人
間

的
な

力
に

よ
っ

て
救

わ
れ

た
い

と
す

る
切

羽
詰

ま
っ

た
願

望
」

と
表

現
す

る
。ゴ

シ
ッ

ク
建

築
の

形
態

は
、ひ

と
こ

と
で

い
う

な
ら

、敬
虔け

ん

な
カ

ト
リ

ッ
ク

信
仰

の
精

神
性

を
Ｌ
体

現
し

て
い

る
。

　
小

泉
八

雲
は

「
ゴ

シ
ッ

ク
の

恐
怖

」
と

題
す

る
短

い
エ

ッ
セ

イ
で

、
幼

少
時

、
ゴ

シ
ッ

ク
の

教
会

を
前

に
し

て
お

ぼ
え

た
恐

怖
感

を
回

想
し

て
い

る
。

彼
は

ゴ
シ

ッ
ク

建
築

の
尖

っ
た

部
分

が
怖

か
っ

た
、

と
い

う
。

だ
が

、
そ

の
屹き

つ

立
す

る
姿

が
「

霊
的

な
も

の
へ

の
憧

憬
」

を
表

し
て

い
る

と
す

る
な

ら
、ど

う
し

て
そ

れ
が

同
時

に
「

恐
怖

心
」

を
、「

不
安

」
を

呼
び

起
こ

す
の

か
、

と
彼

は
自

問
自

答
す

る
。

そ
れ

か
ら

、
ゴ

シ
ッ

ク
の

塔
を

見
上

げ
た

と
き

の
恐

怖
が

、
ア

メ
リ

カ
で

椰
子

の
木

を
見

上
げ

た
と

き
の

恐
怖

と
酷

似
し

て
い

る
こ

と
を

思
い

出
す

。
両

者
に

は
ど

の
よ

う
な

共
通

点
が

あ
る

の
か

。
八

雲
は

こ
う

分
析

す
る

。

　
ゴ

シ
ッ

ク
ア

ー
チ

の
も

つ
す

さ
ま

じ
い

印
象

は
、

ま
さ

し
く

そ
れ

が
力

強
い

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

暗
示

し
て

い
る

こ
と

か
ら

き
て

い
る

。
短

く
伸

び
た

二
本

の
椰

子
が

交
差

し
て

描
く

ア
ー

チ
は

、
生

長
し

よ
う

と
す

る
力

を
か

す
か

に
暗

示
す

る
程

度
だ

が
、ゴ

シ
ッ

ク
建

築
の

高
い

中
世

的
な

ア
ー

チ
の

線
と

な
る

と
、あ

た
か

も
自

然
を

は
る

か
に

し
の

ぐ
強

力
な

パ
ワ

ー

を
表

し
て

い
る

か
の

よ
う

だ
。

ゴ
シ

ッ
ク

建
築

が
も

た
ら

す
恐

怖
心

は
、

単
に

生
長

す
る

生
命

を
予

感
さ

せ
る

か
ら

だ
け

で
は

な
く

、
自

然
を

超
え

た
、

と
て

つ
も

な
い

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

連
想

さ
せ

る
か

ら
な

の
だ

。

　
空

高
く

の
び

て
ゆ

く
塔

の
姿

に
は

、神
と

い
う

無
限

な
る

も
の

―
―

非
人

間
的

な
も

の
―

―
ヘ

の
憧

れ
が

こ
め

ら
れ

て
い

る
。

そ
れ

が
恐

怖
を

同
時

に
感

じ
さ

せ
る

の
は

、
単

純
に

、
そ

の
憧

れ
の

先
に

あ
る

も
の

が
人

間
的

な
も

の
で

は
な

い
か

ら
だ

。

　
小

泉
八

雲
の

こ
の

経
験

は
、

の
ち

に
Ｍ

宗
教

学
者

ル
ド

ル
フ

・
オ

ッ
ト

ー
が

『
聖

な
る

も
の

』
で

「
ヌ

ミ
ノ

ー
ゼ

」
と

呼
ん

だ
も

の
の

体
験

に
ほ

か
な

ら
な

い
。

オ
ッ

ト
ー

自
身

、
典

型
的

な
ヌ

ミ
ノ

ー
ゼ

の
対

象
と

し
て

ゴ
シ

ッ
ク

建
築

を
あ

げ
、「

私

た
ち

西
欧

の
人

間
に

と
っ

て
最

も
ヌ

ミ
ノ

ー
ゼ

な
芸

術
と

映
る

の
は

、
ま

ず
何

よ
り

も
そ

の
崇

高
さ

ゆ
え

に
、

ゴ
チ

ッ
ク

様
式

で
あ

る
よ

う
に

思
わ

れ
る

」
と

い
っ

て
い

る
。

　
オ

ッ
ト

ー
に

よ
れ

ば
、

聖
な

る
も

の
の

経
験

は
、

二
つ

の
相

反
す

る
感

情
を

私
た

ち
の

心
に

呼
び

起
こ

す
。

そ
れ

は
畏

怖
と

魅
惑

だ
。

す
べ

て
超

越
的

な
存

在
（

そ
れ

は
神

に
限

ら
ず

、
幽

霊
や

怪
物

で
も

か
ま

わ
な

い
）

は
、

私
た

ち
を

畏
怖

で
満

た
す

と
同

時
に

魅
了

す
る

。
圧

倒
的

な
非

人
間

性
を

前
に

し
て

感
じ

る
畏

怖
を

、オ
ッ

ト
ー

は
「

被
造

物
感

」
と

も
表

現
し

て
い

る
。

こ
れ

は
つ

ま
り

、「
一

切
の

被
造

物
に

優
越

す
る

も
の

に
直

面
し

て
、

自
己

自
身

が
無

で
あ

る
こ

と
へ

と
沈

み
消

え
て

い
く

」

感
覚

だ
。

人
間

は
精

神
と

肉
体

で
で

き
て

い
る

。
精

神
は

と
き

に
聖

な
る

も
の

、
非

人
間

的
な

も
の

を
激

し
く

渇
望

す
る

こ
と

が
あ

る
が

、
渇

望
の

対
象

と
一

体
化

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

結
局

、
人

間
は

人
間

だ
か

ら
だ

。
人

間
は

生
き

て
い

る
か

ぎ
り

、

と
う

と
う

人
間

と
い

う
殼

を
や

ぶ
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

そ
う

自
覚

す
る

と
き

、
人

は
お

の
れ

の
無

力
さ

、
卑

小
さ

を
痛

感
す

る
こ

と
に

な
る

。
そ

れ
こ

そ
オ

ッ
ト

ー
が

い
う

「
ヌ

ミ
ノ

ー
ゼ

」
の

経
験

の
本

質
だ

。

　
一

方
、

人
間

と
し

て
の

限
界

や
卑

小
さ

に
気

づ
く

こ
と

な
く

、
Ｎ

	の
ま

ま
に

人
間

の
領

分
を

超
え

よ
う

す
る

と

き
、

塔
の

高
さ

は
た

ち
ま

ち
死

に
よ

る
贖あ
が

な い
を

要
求

す
る

刑
罰

具
と

な
る

。
20

世
紀

に
入

っ
て

ゴ
シ

ッ
ク

映
画

が
量

産
さ

れ

た
と

き
、

塔
は

重
要

な
舞

台
装

置
と

し
て

し
ば

し
ば

登
場

し
、

そ
こ

か
ら

の
転

落
は

悪
人

の
最

期
を

飾
る

に
ふ

さ
わ

し
い

シ
ー

ン
と

し
て

く
り

返
し

描
か

れ
て

き
た

。
す

ぐ
頭

に
思

い
浮

か
ぶ

の
は

、
た

と
え

ば
テ

ィ
ム

・
バ

ー
ト

ン
監

督
に

よ
る

『
バ

ッ
ト

マ
ン

』（
19

89
）

だ
。

舞
台

の
ゴ

ッ
サ

ム
・

シ
テ

ィ
そ

れ
自

体
が

ゴ
シ

ッ
ク

風
の

形
態

を
備

え
、

バ
ッ

ト
マ

ン
（

マ
イ

ケ
ル

・

キ
ー

ト
ン

）
と

ジ
ョ

ー
カ

ー
（

ジ
ャ

ッ
ク

・
ニ

コ
ル

ソ
ン

）
が

対
決

す
る

最
終

場
面

は
、

ゴ
シ

ッ
ク

教
会

の
鐘

楼
で

あ
る

。

ジ
ョ

ー
カ

ー
が

バ
ッ

ト
マ

ン
の

恋
人

ビ
ッ

キ
ー

を
連

れ
て

教
会

に
逃

げ
こ

み
、

バ
ッ

ト
マ

ン
が

そ
れ

を
追

う
。

鐘
楼

で
の

激
し

い
格

闘
の

末
、

バ
ッ

ト
マ

ン
は

ジ
ョ

ー
カ

ー
を

地
上

へ
突

き
落

と
そ

う
す

る
が

、
逆

に
ジ

ョ
ー

カ
ー

に
突

き
落

と
さ

れ
て

し
ま

2
0
2
2
-
s
e
t
0
1
-
ブ

ッ
ク

.
i
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―
	1

4	
―

次
の

文
章

を
読

ん
で

、
以

下
の

各
問

に
答

え
な

さ
い

。

　
ル

ネ
サ

ン
ス

期
に

ゴ
シ

ッ
ク

と
い

う
言

葉
が

新
し

い
意

味
を

獲
得

す
る

。
そ

れ
以

前
は

「
ゴ

ー
ト

人
の

」
と

い
う

意
味

の
形

容
詞

に
過

ぎ
な

か
っ

た
が

、
ゴ

ー
ト

人
の

ス
テ

レ
オ

タ
イ

プ
化

さ
れ

た
イ

メ
ー

ジ
か

ら
、「

野
蛮

な
」

と
い

う
一

般
的

な
意

味

が
生

じ
た

の
で

あ
る

。

　
き

っ
か

け
は

北
方

建
築

を
め

ぐ
る

ヴ
ァ

ザ
ー

リ
の

文
章

だ
っ

た
。

彼
は

北
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

の
建

築
を

論
じ

た
箇か

所し
ょ

で
、

そ
れ

ら

は
「

ゴ
ー

ト
人

に
よ

っ
て

発
明

さ
れ

た
様

式
で

」、
「

お
よ

そ
秩

序
と

い
う

も
の

を
欠

い
た

、
Ａ
シ

ュ
ウ

怪
で

野
蛮

な
」

様
式

で

あ
る

と
Ｂ

辛
辣

に
述

べ
た

。
だ

が
、

ヴ
ァ

ザ
ー

リ
が

「
ゴ

ー
ト

人
」

と
い

う
と

き
、

そ
れ

は
厳

密
な

意
味

で
の

ゴ
ー

ト
人

を
さ

し
て

い
る

の
で

は
な

く
、

ゲ
ル

マ
ン

系
民

族
全

般
を

さ
し

て
い

た
。

そ
の

た
め

人
々

は
、

中
世

後
期

に
北

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
を

中
心

に
流

行
し

た
教

会
建

築
の

様
式

を
ま

る
ご

と
、
Ｃ

皮
肉

を
こ

め
て

「
ゴ

シ
ッ

ク
様

式
」

と
呼

び
習

わ
す

よ
う

に
な

る
。

　
こ

れ
が

そ
も

そ
も

の
	

Ｄ
	だ

っ
た

。「
ゴ

シ
ッ

ク
」と

い
う

の
は

本
来

な
ら

ば
、「

ゴ
ー

ト
人

の
手

に
よ

る
」と

か「
ゴ

ー

ト
人

が
作

っ
た

」
と

い
う

意
味

で
な

け
れ

ば
お

か
し

い
。

し
か

し
、

ヴ
ァ

ザ
ー

リ
は

「
ゴ

ー
ト

人
」

イ
コ

ー
ル

「
ゲ

ル
マ

ン
系

民
族

」
と

い
う

風
に

勝
手

に
拡

大
解

釈
し

て
い

た
の

で
、「

ゴ
シ

ッ
ク

」
と

い
う

言
葉

も
、「

ゲ
ル

マ
ン

系
民

族
」

と
い

う
意

味

で
―

―
し

か
も

ヴ
ァ

ザ
ー

リ
は

北
方

民
族

が
嫌

い
だ

っ
た

の
で

、
軽

蔑
の

ニ
ュ

ア
ン

ス
を

こ
め

て
―

―
使

わ
れ

る
よ

う
に

な
っ

て
し

ま
っ

た
。

そ
し

て
、

古
代

の
一

民
族

の
名

称
が

一
人

歩
き

を
は

じ
め

て
、「

野
蛮

な
」

と
い

う
一

般
的

な
意

味
へ

と
転

じ

て
し

ま
っ

た
。ゴ

シ
ッ

ク
建

築
は

ゴ
ー

ト
人

が
作

っ
た

も
の

で
は

な
い

し
、ゴ

ー
ト

人
が

野
蛮

だ
と

い
う

の
も

多
分

に
ヴ

ァ
ザ

ー

リ
の

偏
見

が
入

っ
て

い
る

の
で

、
Ｅ

迷
惑

と
い

え
ば

迷
惑

な
話

だ
。

　
代

表
的

な
ゴ

シ
ッ

ク
建

築
と

は
何

だ
ろ

う
。

そ
れ

は
、

フ
ラ

ン
ス

の
パ

リ
や

シ
ャ

ル
ト

ル
、

ア
ミ

ア
ン

の
ノ

ー
ト

ル
ダ

ム
大

聖
堂

で
あ

り
、
ド

イ
ツ

の
ケ

ル
ン

大
聖

堂
で

あ
り

、
イ

ギ
リ

ス
の

カ
ン

タ
ベ

リ
ー

大
聖

堂
や

ソ
ー

ル
ズ

ベ
リ

ー
大

聖
堂

で
あ

る
。

そ
の

特
徴

は
、

Ｆ
－
１

	な
装

飾
、

Ｆ
－
２

	で
巨

大
な

室
内

空
間

、
そ

し
て

天
を

突
く

鋭
い

槍
の

よ
う

な
外

観
だ

。

ゴ
シ

ッ
ク

の
大

聖
堂

が
建

造
さ

れ
た

中
世

の
時

代
、

人
々

が
思

い
描

く
世

界
―

―
あ

る
い

は
宇

宙
―

―
の

す
が

た
は

、
現

代
人

の
思

い
描

く
も

の
と

は
か

な
り

異
な

っ
て

い
た

。
そ

れ
は

、
大

地
を

底
辺

と
し

て
プ

ラ
ネ

タ
リ

ウ
ム

の
丸

屋
根

の
よ

う
な

空
が

世
界

を
覆

い
、

そ
の

果
て

に
は

神
の

い
る

天
国

が
あ

る
、

そ
の

よ
う

な
構

造
を

し
て

い
た

。

　
ゴ

シ
ッ

ク
聖

堂
の

入
口

の
前

に
い

る
と

想
像

し
よ

う
。

ま
ず

、
正

面
入

り
口

の
周

囲
を

覆
う

よ
う

に
さ

ま
ざ

ま
な

装
飾

が
見

え
る

。
左

右
を

見
る

と
、

雨
樋

の
先

に
は

怪
物

の
彫

刻
が

ほ
ど

こ
さ

れ
、

縦
長

の
窓

の
上

方
に

は
幾

何
学

的
な

模
様

が
デ

ザ
イ

ン
さ

れ
て

い
る

。
聖

堂
の

な
か

に
入

る
と

、
身

廊
の

先
に

あ
る

祭
壇

の
お

か
れ

た
内

陣
、

そ
れ

か
ら

美
し

く
光

る
ス

テ
ン

ド
グ

ラ
ス

と
バ

ラ
窓
（
1
）
が

ま
ず

目
に

入
る

。
し

か
し

や
が

て
視

線
は

木
々

の
よ

う
に

左
右

に
立

ち
並

ぶ
列

柱
に

導
か

れ
て

上
昇

し
、

弧
を

描
い

て
美

し
く

交
差

す
る

ヴ
ォ

ー
ル

ト
天

井
へ

と
自

然
に

落
ち

着
く

。

　
こ

の
建

築
に

私
た

ち
は

ど
の

よ
う

な
精

神
を

読
み

取
る

こ
と

が
で

き
る

だ
ろ

う
か

。
ゴ

シ
ッ

ク
の

大
聖

堂
は

カ
ト

リ
ッ

ク
信

仰
の
Ｇ

た
ま

も
の

で
あ

る
。

カ
ト

リ
ッ

ク
は

、
プ

ロ
テ

ス
タ

ン
ト

登
場

以
前

に
は

西
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

全
体

を
席

巻
し

た
キ

リ
ス

ト

教
の

伝
統

的
な

教
派

だ
。

プ
ロ

テ
ス

タ
ン

ト
が

信
仰

の
中

心
点

と
し

て
信

者
ひ

と
り

ひ
と

り
の

心
を

強
調

し
た

の
と

異
な

り
、

カ
ト

リ
ッ

ク
に

お
け

る
信

仰
の

中
心

は
教

会
に

あ
る

。
教

会
と

い
う

空
間

に
集

ま
り

、
聖

職
者

を
通

じ
て

神
の

言
葉

に
触

れ
る

こ
と

が
信

仰
の

も
っ

と
も

大
事

な
要

素
だ

っ
た

。
だ

か
ら

、
カ

ト
リ

ッ
ク

信
仰

に
お

い
て

教
会

と
い

う
場

所
は
Ｈ

ひ
と

き
わ

重

要
な

意
味

を
も

つ
。

　
大

聖
堂

の
、

凝
り

に
凝

っ
た

、
過

剰
な

装
飾

の
背

後
に

、
19

世
紀

イ
ギ

リ
ス

を
代

表
す

る
批

評
家

ジ
ョ

ン
・

ラ
ス

キ
ン

は

Ｊ
作

り
手

の
「

謙
虚

さ
」

を
見

た
。

そ
れ

は
「

理
想

と
し

た
完

成
度

に
達

す
る

ま
で

作
品

を
充

実
さ

せ
る

こ
と

は
で

き
な

い
」

と
い

う
諦

念
か

ら
く

る
過

剰
さ

で
あ

り
、「

祭
壇

の
前

に
不

毛
な

労
働

を
捧

げ
る

方
を

よ
し

と
す

る
自

己
犠

牲
」

の
精

神
が

生

2
0
2
2
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
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―
	1

7	
―

問
１

	
文

中
の

下
線

部
Ａ

「
シ

ュ
ウ

」
を

漢
字

で
書

い
た

と
き

に
、

そ
の

漢
字

と
同

じ
漢

字
を

含
む

も
の

は
ど

れ
か

。
下

記
の

選
択

肢
か

ら
選

び
、

記
号

で
答

え
な

さ
い

。

ａ
　

シ
ュ

ウ
ブ

ン
を

流
す

ｂ
　

シ
ュ

ウ
サ

ン
を

繰
り

返
す

ｃ
　

シ
ュ

ウ
ビ

を
開

く

ｄ
　

イ
ン

シ
ュ

ウ
に

と
ら

わ
れ

る

ｅ
　

ホ
ウ

シ
ュ

ウ
を

受
け

取
る

問
２

	
文

中
の

下
線

部
Ｂ

の
「

辛
辣

」
の

意
味

と
し

て
最

も
適

切
な

も
の

は
ど

れ
か

。
下

記
の

選
択

肢
か

ら
を

選
び

、
記

号
で

答
え

な
さ

い
。

ａ
　

刺
激

的
な

さ
ま

ｂ
　

手
厳

し
い

さ
ま

ｃ
　

無
駄

の
な

い
さ

ま

ｄ
　

寛
容

な
さ

ま

ｅ
　

念
入

り
な

さ
ま

問
３

	
文

中
の

下
線

部
C

の
「

皮
肉

」
の

対
義

語
は

ど
れ

か
。

下
記

の
選

択
肢

か
ら

選
び

、
記

号
で

答
え

な
さ

い
。

ａ
　

肝
要

ｂ
　

世
辞

ｃ
　

諷
刺

ｄ
　

顕
示

ｅ
　

裏
面

問
４

	
文

中
の

空
欄

	
Ｄ

	に
入

る
語

句
と

し
て

最
も

適
切

な
も

の
は

ど
れ

か
。

下
記

の
選

択
肢

か
ら

選
び

、
記

号
で

答
え

な
さ

い
。

ａ
　

発
明

の
傍

証

ｂ
　

野
蛮

の
帰

結

ｃ
　

誤
解

の
発

端

ｄ
　

様
式

の
影

響

ｅ
　

歴
史

の
惨

状

2
0
2
2
-
s
e
t
0
1
-
ブ

ッ
ク

.
i
n
d
b
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―
	1

6	
―

う
。
Ｐ
す

ん
で

の
と

こ
ろ

で
外

壁
に

し
が

み
つ

い
て

一
命

を
取

り
と

め
た

バ
ッ

ト
マ

ン
は

、
仲

間
の

ヘ
リ

で
逃

げ
よ

う
と

す
る

ジ
ョ

ー
カ

ー
の

足
め

が
け

て
バ

ッ
ト

ラ
ン

グ
（

飛
び

道
具

）
を

放
ち

、ジ
ョ

ー
カ

ー
を

ヘ
リ

か
ら

突
き

落
と

す
。

そ
し

て
ジ

ョ
ー

カ
ー

は
は

る
か

地
上

へ
と

落
下

し
て

絶
命

す
る

の
で

あ
る

。
Ｑ

こ
の

シ
ー

ン
の

ゴ
シ

ッ
ク

的
シ

ン
ボ

リ
ズ

ム
は

見
誤

り
よ

う
が

な
い

。
	高

名
な

修
道

院
長

の
ア

ン
ブ

ロ
シ

オ
が

背
徳

に
溺

れ
て

堕
落

し
、

つ
い

に
は

悪
魔

に
よ

っ
て

空
か

ら
岩

山
に

突
き

落
と

さ
れ

て
死

ぬ
マ

シ
ュ

ー
・

グ
レ

ゴ
リ

ー
・

ル
イ

ス
『

マ
ン

ク
』

以
来

、
転

落
死

は
ゴ

シ
ッ

ク
的

悪
人

の
最

期
と

し
て

ス
テ

レ
オ

タ
イ

プ
化

し
て

い
る

の
だ

。

　
や

や
横

道
に

そ
れ

る
が

、『
バ

ッ
ト

マ
ン

』
の

ラ
ス

ト
シ

ー
ン

が
ア

ル
フ

レ
ッ

ド
・
ヒ

ッ
チ

コ
ッ

ク
監

督
『

め
ま

い
』（

19
58

）

の
引

用
で

あ
る

こ
と

は
よ

く
知

ら
れ

て
い

る
。『

め
ま

い
』

が
ゴ

シ
ッ

ク
と

呼
ば

れ
る

こ
と

は
少

な
い

が
、

よ
く

よ
く

細
部

を

検
討

す
る

と
、

多
く

の
ゴ

シ
ッ

ク
的

細
部

を
備

え
た

作
品

で
あ

る
こ

と
が

わ
か

る
。

先
祖

の
霊

に
と

り
憑つ

か
れ

た
女

、
死

ん
だ

女
の

面
影

を
探

し
求

め
る

男
、
そ

し
て

二
度

く
り

返
さ

れ
る

、
教

会
の

鐘
楼

か
ら

の
女

の
転

落
。

特
に

ラ
ス

ト
シ

ー
ン

、
キ

ム
・

ノ
ヴ

ァ
ク

演
じ

る
マ

デ
リ

ン
が

鐘
楼

か
ら

落
ち

て
死

ぬ
場

面
は

印
象

的
だ

。
鐘

楼
に

姿
を

現
し

た
影

に
彼

女
は

お
び

え
、

思
わ

ず
塔

か
ら

足
を

踏
み

外
し

て
し

ま
う

。
影

の
正

体
は

修
道

女
で

、
彼

女
は

マ
デ

リ
ン

の
転

落
を

見
る

と
十

字
を

切
り

、「
神

の

ご
慈

悲
を

」
と

つ
ぶ

や
い

て
鐘

を
鳴

ら
す

。
そ

こ
で

映
画

は
幕

と
な

る
。

マ
デ

リ
ン

が
実

際
に

何
に

怯お
び

え
た

の
か

、
な

ぜ
彼

女

は
塔

か
ら

落
ち

た
の

か
、

明
確

な
答

え
は

な
い

。
が

、
Ｒ

ゴ
シ

ッ
ク

・
ロ

マ
ン

ス
の

文
法

か
ら

す
れ

ば
、

罪
を

犯
し

た
人

間
に

こ
れ

以
上

ふ
さ

わ
し

い
神

の
罰

は
な

い
。

修
道

女
の

「
神

の
ご

慈
悲

を
」

と
い

う
セ

リ
フ

も
、

彼
女

が
	

Ｓ
	。

唐
突

な
が

ら
も

妙
に

納
得

で
き

る
こ

の
ラ

ス
ト

シ
ー

ン
は

、
ゴ

シ
ッ

ク
と

い
う

ジ
ャ

ン
ル

が
要

求
す

る
必

然
的

な
エ

ピ
ロ

ー
グ

と
い

え
る

だ
ろ

う
。

同
様

の
幕

切
れ

は
エ

ド
ガ

ー
・

ア
ラ

ン
・

ポ
ー

「
ウ

ィ
リ

ア
ム

・
ウ

ィ
ル

ソ
ン

」
を

映
像

化
し

た
ル

イ
・

マ
ル

監
督『

影
を

殺
し

た
男

』（
19

67
）に

も
見

出
せ

る
。

主
人

公
ウ

ィ
ル

ソ
ン（

ア
ラ

ン
・
ド

ロ
ン

）が
教

会
の

塔
か

ら
落

下
す

る
シ

ー

ク
エ

ン
ス

を
物

語
の

最
初

と
最

後
に

お
く

こ
と

で
、

こ
の

物
語

の
ゴ

シ
ッ

ク
的

雰
囲

気
は

完
璧

な
も

の
に

仕
上

が
っ

て
い

る
。

　
こ

う
し

た
例

は
枚

挙
に

い
と

ま
が

な
い

。
塔

と
そ

こ
か

ら
の

転
落

は
ゴ

シ
ッ

ク
が

好
む

イ
メ

ー
ジ

で
あ

り
、

無
数

の
ゴ

シ
ッ

ク
物

語
で

描
か

れ
、

消
費

さ
れ

て
き

た
。

ゴ
シ

ッ
ク

の
愛

好
家

で
な

く
と

も
、

塔
か

ら
の

罪
人

の
転

落
の

情
景

を
既

視
感

を
覚

え
ず

に
思

い
出

す
こ

と
は

難
し

い
。

そ
れ

ほ
ど

人
口

に
膾

か
い

し
ゃ

炙
し

た
イ

メ
ー

ジ
で

あ
り

、
私

た
ち

は
誰

も
が

そ
れ

と
し

ら
ず

ゴ

シ
ッ

ク
精

神
に

親
し

ん
で

い
る

。

（
注

）
（
1）

	バ
ラ

窓
　

ス
テ

ン
ド

グ
ラ

ス
で

作
ら

れ
た

丸
い

窓
。

バ
ラ

の
花

を
か

た
ど

っ
た

窓
。

（
唐

戸
信

嘉
『

ゴ
シ

ッ
ク

の
解

剖
：

暗
黒

の
美

学
』、

青
土

社
,2
02

0
よ

り
。

原
文

の
一

部
を

改
変

し
て

い
る

。）
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２
０
２
２
年
度
入
学
試
験
問
題

国
語

―
	1

9	
―

問
９

	
文

中
の

下
線

部
J「

作
り

手
の

「
謙

虚
さ

」
を

見
た

」
と

あ
る

が
、

そ
の

説
明

と
し

て
最

も
適

切
な

も
の

は
ど

れ
か

。

下
記

の
選

択
肢

か
ら

選
び

、
記

号
で

答
え

な
さ

い
。

ａ
　

人
間

の
持

つ
技

術
の

不
完

全
さ

と
労

働
す

る
こ

と
の

よ
ろ

こ
び

と
の

矛
盾

ｂ
　

理
想

を
求

め
て

止
ま

な
い

気
持

ち
と

そ
の

貫
徹

が
不

可
能

な
こ

と
へ

の
あ

き
ら

め

ｃ
　

神
へ

の
ひ

た
す

ら
な

奉
仕

を
積

極
的

に
肯

定
す

る
こ

と
へ

の
拒

否
感

ｄ
　

自
ら

の
理

想
の

代
償

と
し

て
さ

さ
や

か
な

幸
福

を
得

る
こ

と
へ

の
満

足
感

ｅ
　

神
が

人
間

に
は

何
の

得
に

も
な

ら
な

い
無

駄
な

労
働

を
強

い
る

こ
と

へ
の

理
解

問
10

	
文

中
の

空
欄

	
Ｋ

	に
入

る
語

句
と

し
て

最
も

適
切

な
も

の
は

ど
れ

か
。

下
記

の
選

択
肢

か
ら

選
び

、
記

号
で

答
え

な
さ

い
。

ａ
　

垂
直

志
向

ｂ
　

安
定

志
向

ｃ
　

世
俗

志
向

ｄ
　

独
立

志
向

ｅ
　

未
来

志
向

問
11

	
文

中
の

下
線

部
L「

体
現

し
て

い
る

」
の

言
い

換
え

と
し

て
適
切
で
な
い
語
句

は
ど

れ
か

。
下

記
の

選
択

肢
か

ら
選

び
、

記
号

で
答

え
な

さ
い

。

ａ
　

具
現

し
て

い
る

ｂ
　

表
象

し
て

い
る

ｃ
　

象
徴

し
て

い
る

ｄ
　

顕
現

し
て

い
る

ｅ
　

か
た

ど
っ

て
い

る

問
12

	
下

線
部
M
「

宗
教

学
者

ル
ド

ル
フ
・
オ

ッ
ト

ー
が

『
聖

な
る

も
の

』
で

「
ヌ

ミ
ノ

ー
ゼ

」
と

呼
ん

だ
も

の
」

と
あ

る
が

、

オ
ッ

ト
ー

が
言

う
「

ヌ
ミ

ノ
ー

ゼ
」

の
説

明
と

し
て
適
切
で
な
い
も
の

は
ど

れ
か

。
下

記
の

選
択

肢
か

ら
選

び
、

記
号

で

答
え

な
さ

い
。

ａ
　

人
間

存
在

が
ち

っ
ぽ

け
で

あ
る

こ
と

を
感

じ
さ

せ
る

も
の

ｂ
　

聖
な

る
も

の
と

の
合

一
を

成
し

遂
げ

る
も

の

ｃ
　

圧
倒

的
な

存
在

を
目

の
当

た
り

に
し

て
感

じ
る

も
の

ｄ
　

相
反

す
る

二
つ

の
感

情
を

感
じ

さ
せ

る
も

の

ｅ
　

人
間

が
限

界
を

持
つ

存
在

で
あ

る
こ

と
を

感
じ

さ
せ

る
も

の
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問
５

	
文

中
の

下
線

部
E
「

迷
惑

と
い

え
ば

迷
惑

な
話

だ
」

が
指

し
示

す
内

容
と

し
て

最
も

適
切

な
も

の
は

ど
れ

か
。

下
記

の

選
択

肢
か

ら
選

び
、

記
号

で
答

え
な

さ
い

。

ａ
　

ゴ
シ

ッ
ク

建
築

が
野

蛮
な

も
の

と
さ

れ
る

の
は

ひ
ど

い
話

で
あ

る

ｂ
　

ゴ
ー

ト
人

に
と

っ
て

不
名

誉
な

意
味

づ
け

を
さ

れ
て

し
ま

い
不

快
な

こ
と

で
あ

る

ｃ
　

ヴ
ァ

ザ
ー

リ
が

ゴ
シ

ッ
ク

の
名

付
け

親
と

さ
れ

る
の

は
、

不
名

誉
な

こ
と

で
あ

る

ｄ
　

ゴ
シ

ッ
ク

と
い

う
言

葉
の

本
来

の
意

味
が

誤
っ

て
伝

え
ら

れ
る

の
は

、
不

本
意

で
あ

る

ｅ
　

ゴ
ー

ト
人

が
北

方
民

族
を

代
表

す
る

よ
う

に
み

ら
れ

る
の

は
困

っ
た

こ
と

で
あ

る

問
６

	
文

中
の

空
欄

	
Ｆ
－
１

	と
	
Ｆ
－
２

	に
入

る
語

句
の

組
み

合
わ

せ
と

し
て

正
し

い
も

の
は

ど
れ

か
。

下
記

の
選

択
肢

か
ら

選
び

、
記

号
で

答
え

な
さ

い
。

ａ
　
Ｆ
－
１

　
過

剰
　

　
　
Ｆ
－
２

　
壮

麗

ｂ
　
Ｆ
－
１

　
単

純
　

　
　
Ｆ
－
２

　
空

虚

ｃ
　
Ｆ
－
１

　
平

明
　

　
　
Ｆ
－
２

　
甚

大

ｄ
　
Ｆ
－
１

　
新

鮮
　

　
　
Ｆ
－
２

　
鮮

明

ｅ
　
Ｆ
－
１

　
高

価
　

　
　
Ｆ
－
２

　
自

然

問
７

	
文

中
の

下
線

部
Ｇ
「

た
ま

も
の

」
が

意
味

す
る

も
の

と
し

て
最

も
適

切
な

も
の

は
ど

れ
か

。
下

記
の

選
択

肢
か

ら
選

び
、

記
号

で
答

え
な

さ
い

。

ａ
　

祖
先

か
ら

譲
り

受
け

た
性

質

ｂ
　

自
然

か
ら

恵
ま

れ
た

恩
恵

ｃ
　

無
想

に
よ

っ
て

満
た

す
こ

と
が

で
き

た
願

望

ｄ
　

交
易

に
よ

っ
て

得
ら

れ
た

財
産

ｅ
　

結
果

と
し

て
得

ら
れ

た
成

果

問
８

	
文

中
の

下
線

部
H
「

ひ
と

き
わ

」
の

同
義

語
と

し
て
適
切
で
な
い
も
の

は
ど

れ
か

。
下

記
の

選
択

肢
か

ら
選

び
、

記
号

で
答

え
な

さ
い

。

ａ
　

殊
更

ｂ
　

一
入

ｃ
　

格
別

ｄ
　

就
中

ｅ
　

堅
実
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問
17

	
空

欄
	

Ｓ
	に

入
る

最
も

適
切

な
語

句
は

ど
れ

か
。

下
記

の
選

択
肢

か
ら

選
び

、
記

号
で

答
え

な
さ

い
。

ａ
　

神
の

救
い

を
願

い
な

が
ら

死
ん

だ
こ

と
を

暗
示

し
て

い
る

ｂ
　

神
に

祝
福

さ
れ

て
死

ん
だ

こ
と

を
暗

示
し

て
い

る

ｃ
　

神
に

導
か

れ
て

死
ん

だ
こ

と
を

暗
示

し
て

い
る

ｄ
　

神
の

罰
を

受
け

て
死

ん
だ

こ
と

を
暗

示
し

て
い

る

ｅ
　

神
を

求
め

よ
う

と
し

て
死

ん
だ

こ
と

を
暗

示
し

て
い

る

問
18

	
ゴ

シ
ッ

ク
建

築
と

カ
ト

リ
ッ

ク
信

仰
と

の
関

係
を

筆
者

は
ど

の
よ

う
に

考
え

て
い

る
の

か
。

句
読

点
を

含
め

て
50

字

以
内

で
書

き
な

さ
い

。
解

答
は

、
解

答
用

紙
の

記
述

問
題

解
答

記
入

欄
に

書
き

な
さ

い
。
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問
13

	
文

中
の

空
欄

	
Ｎ

	に
入

る
語

句
と

し
て

最
も

適
切

な
も

の
は

ど
れ

か
。

下
記

の
選

択
肢

か
ら

選
び

、
記

号
で

答
え

な
さ

い
。

ａ
　

憧
れ

や
渇

望

ｂ
　

超
越

と
崇

高

ｃ
　

軽
視

と
余

裕

ｄ
　

精
神

と
肉

体

ｅ
　

感
性

と
自

覚

問
14

	
文

中
の

下
線

部
P
「

す
ん

で
の

と
こ

ろ
で

」
と

類
似

の
意

味
を

持
つ

語
句

と
し

て
不
適
切
な
も
の

は
ど

れ
か

。
下

記
の

選
択

肢
か

ら
選

び
、

記
号

で
答

え
な

さ
い

。

ａ
　

危
機

一
髪

の
と

こ
ろ

で

ｂ
　

あ
と

一
歩

の
と

こ
ろ

で

ｃ
　

と
ば

口
の

と
こ

ろ
で

ｄ
　

あ
わ

や
の

と
こ

ろ
で

ｅ
　

紙
一

重
の

と
こ

ろ
で

問
15

	
文

中
の

下
線

部
Q
「

こ
の

シ
ー

ン
の

ゴ
シ

ッ
ク

的
シ

ン
ボ

リ
ズ

ム
は

見
誤

り
よ

う
が

な
い

。」
と

あ
る

が
、「

こ
の

シ
ー

ン
の

ゴ
シ

ッ
ク

的
シ

ン
ボ

リ
ズ

ム
」

の
説

明
と

し
て

最
も

適
切

な
も

の
は

ど
れ

か
。

下
記

の
選

択
肢

か
ら

選
び

、
記

号
で

答
え

な
さ

い
。

ａ
　

地
上

へ
の

落
下

が
敗

者
を

決
定

づ
け

る

ｂ
　

結
末

の
逆

転
劇

が
正

義
の

存
在

を
示

す

ｃ
　

飛
び

道
具

が
神

の
意

思
を

暗
示

す
る

ｄ
　

高
さ

が
罪

を
つ

ぐ
な

う
刑

罰
の

道
具

と
な

る

ｅ
　

逃
走

が
悪

の
性

質
を

明
確

に
す

る

問
16

	
文

中
の

下
線

部
R
「

ゴ
シ

ッ
ク

・
ロ

マ
ン

ス
の

文
法

」
と

あ
る

が
、

こ
こ

で
「

文
法

」
が

意
味

す
る

も
の

と
し

て
最

も

適
切

な
も

の
は

ど
れ

か
。

下
記

の
選

択
肢

か
ら

選
び

、
記

号
で

答
え

な
さ

い
。

ａ
　

小
説

の
言

葉
遣

い
の

工
夫

ｂ
　

小
説

の
展

開
の

き
ま

り
ご

と

ｃ
　

小
説

の
書

き
手

の
思

考

ｄ
　

小
説

の
文

章
の

最
小

単
位

ｅ
　

小
説

の
主

人
公

の
性

格
の

描
き

方
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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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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
。
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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

。
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政
治

・
経

済

―
	2

5	
―

問
３

　
下

線
部
Ｃ

に
関

連
し

た
記

述
（
あ
）（
い
）
の

正
誤

の
組

合
せ

と
し

て
正

し
い

も
の

を
、選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

（
あ
）

近
現

代
に

お
け

る
国

民
主

権
と

は
、

種
々

の
自

然
権

を
守

る
た

め
に

社
会

の
構

成
員

で
あ

る
国

民
が

契
約

を
結

ん
で

国
家

を
つ

く
っ

た
の

で
あ

り
、

国
家

権
力

の
源

泉
は

国
民

に
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

い
う

考
え

方
で

あ
る

。
（
い
）

主
権

と
は

国
の

政
治

の
あ

り
方

を
最

終
的

に
決

定
す

る
権

利
で

あ
り

、
日

本
国

憲
法

の
前

文
で

は
「

国
政

は
、

国
民

の
厳

粛
な

信
託

に
よ

る
も

の
で

あ
つ

て
、そ

の
権

威
は

国
民

に
由

来
」

と
記

し
て

、国
民

主
権

を
宣

言
し

て
い

る
。

ａ
	（
あ
）

も
（
い
）

も
正

し
い

ｂ
	（
あ
）

は
正

し
く

、（
い
）

は
誤

り
ｃ

	（
あ
）

は
誤

り
で

、（
い
）

は
正

し
い

ｄ
	（
あ
）

も
（
い
）

も
誤

り

問
４

　
下

線
部
Ｄ

に
関

連
し

た
記

述
と

し
て

最
も

適
当

な
も

の
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
	

権
力

分
立

は
、

国
家

権
力

を
集

中
せ

ず
、

分
離

し
、

異
な

る
機

関
に

担
当

さ
せ

、
相

互
の

抑
制

均
衡

を
は

か
る

制
度

で
あ

り
、

そ
れ

は
国

民
の

政
治

参
加

を
促

す
民

主
主

義
に

基
づ

く
制

度
で

あ
る

。
ｂ

	
第

二
次

世
界

大
戦

前
の

日
本

で
も

制
度

の
上

で
は

権
力

分
立

制
が

と
ら

れ
て

お
り

、
ま

た
憲

法
の

規
定

に
よ

り
天

皇
が

統
治

権
を

総
攬

す
る

形
態

を
採

用
し

て
い

た
。

ｃ
	

ア
メ

リ
カ

で
は

、
権

力
分

立
が

厳
格

に
貫

か
れ

て
い

て
、

大
統

領
は

議
会

に
法

律
案

を
提

出
す

る
こ

と
も

、
議

会
の

可
決

し
た

法
律

案
を

拒
否

す
る

こ
と

も
で

き
な

い
。

ｄ
	

現
在

の
中

国
で

は
，

中
国

人
民

政
治

協
商

会
議

（
立

法
府

），
国

務
院

（
行

政
府

），
最

高
人

民
法

院
（

司
法

府
）

の
三

権
分

立
が

確
立

し
て

い
る

。

問
５

　
下

線
部
Ｅ

に
よ

る
影

響
と

し
て

最
も

適
当

な
も

の
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
	

一
票

の
格

差
が

生
じ

る
ｂ

	
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

選
挙

運
動

が
解

禁
さ

れ
る

ｃ
	

高
齢

者
向

け
の

施
策

が
優

先
さ

れ
る

ｄ
	

年
金

給
付

額
の

切
り

下
げ

が
行

わ
れ

る
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Ⅰ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

下
の

問
い

（
問
１

〜
問
５

）
に

答
え

よ
。

　
デ

モ
ク

ラ
シ

ー
（

民
主

主
義

）
は

、デ
ー

モ
ス

（
民

衆
）

と
ク

ラ
ト

ス
（

権
力

や
支

配
）

と
い

う
ギ

リ
シ

ャ
語

を
語

源
と

し
、

民
衆

に
よ

る
支

配
を

表
し

て
い

る
。

政
治

と
は

、
様

々
な

個
人

や
集

団
か

ら
構

成
さ

れ
る

社
会

の
中

で
考

え
方

や
利

害
の

対
立

が
生

じ
る

場
合

に
、

そ
の

調
整

や
紛

争
解

決
を

図
る

こ
と

を
指

す
。

こ
う

し
て

民
主

主
義

に
も

と
づ

く
政

治
で

あ
る

民
主

政
治

が
あ

ら
わ

れ
る

の
で

あ
る

。
　

民
主

政
治

は
、

17
〜

18
世

紀
に

か
け

、
イ

ギ
リ

ス
の

清
教

徒
革

命
や

名
誉

革
命

、
フ

ラ
ン

ス
革

命
な

ど
の

市
民

革
命

に
よ

り
進

展
し

た
。

革
命

直
前

の
西

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
は

王
権

神
授

説
の

正
当

化
す

る
絶

対
王

政
が

し
か

れ
て

い
た

。
Ａ
社

会
契

約
説

が
こ

れ
を

否
定

し
た

こ
と

や
法

の
支

配
が

確
立

し
た

こ
と

に
よ

り
、絶

対
王

政
の

も
と

で
力

を
つ

け
て

き
た
Ｂ
新

興
市

民
階

級
が

、
自

由
や

平
等

、
政

治
へ

の
参

加
な

ど
を

要
求

し
市

民
革

命
を

起
こ

し
た

の
で

あ
る

。
市

民
革

命
の

後
、

民
主

政
治

を
維

持
す

る
た

め
に

、
Ｃ
国

民
主

権
の

考
え

方
や
Ｄ
権

力
の

分
立

が
確

立
し

て
い

っ
た

。
　

民
主

政
治

で
は

政
治

的
意

思
決

定
は

多
数

決
で

行
わ

れ
る

が
、

問
題

が
生

じ
る

こ
と

も
あ

る
。

例
え

ば
近

年
の

日
本

で
は

、
高

齢
化

の
進

展
に

よ
り

有
権

者
に

占
め

る
高

齢
者

比
率

が
上

昇
し

て
い

る
が

、
若

年
層

有
権

者
の

投
票

率
が

低
い

こ
と

と
相

俟
っ

て
、
Ｅ
シ

ル
バ

ー
民

主
主

義
の

蔓
延

が
指

摘
さ

れ
て

い
る

。

問
１
　

下
線

部
Ａ

に
関

連
し

た
記

述
と

し
て

最
も

適
当

な
も

の
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
	

社
会

契
約

説
の

代
表

的
思

想
家

で
あ

る
ホ

ッ
ブ

ズ
は

、
人

民
主

権
に

も
と

づ
く

直
接

民
主

制
を

主
張

し
て

、
市

民
革

命
に

よ
る

民
主

政
治

の
誕

生
に

影
響

を
与

え
た

。
ｂ

	
社

会
契

約
説

は
、

神
が

人
間

個
々

に
対

し
て

自
由

・
平

等
な

暮
ら

し
を

す
る

権
利

を
与

え
た

と
す

る
自

然
権

の
思

想
に

も
と

づ
い

て
い

る
。

ｃ
	

法
の

支
配

と
は

権
力

を
法

で
拘

束
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

個
人

の
権

利
・

自
由

を
守

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
原

理
で

あ
り

、
立

法
府

の
役

割
が

重
視

さ
れ

る
。

ｄ
	

イ
ギ

リ
ス

や
ド

イ
ツ

な
ど

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
で

は
中

世
よ

り
法

の
支

配
の

伝
統

が
積

み
重

ね
ら

れ
て

確
立

し
、

ア
メ

リ
カ

で
は

成
文

法
の

遵
守

を
強

調
す

る
法

治
主

義
が

発
展

し
た

。

問
２

　
下

線
部
Ｂ

の
呼

称
と

し
て

最
も

適
当

な
も

の
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
	

ア
ン

ト
レ

プ
レ

ナ
ー

ｂ
	

シ
ビ

リ
ア

ン
ｃ

	
ブ

ル
ジ

ョ
ア

ジ
ー

ｄ
	

プ
ロ

レ
タ

リ
ア

ー
ト
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２
０
２
２
年
度
入
学
試
験
問
題

政
治
・
経
済

―
	2

7	
―

問
８

　
下

線
部
Ｈ

の
政

策
に

最
も
当
て
は
ま
ら
な
い

も
の

を
、

次
の

選
択

肢
の

う
ち

か
ら

一
つ

選
べ

。

ａ
	

政
府

が
減

税
を

行
う

ｂ
	

政
府

が
公

共
投

資
を

行
う

ｃ
	

中
央

銀
行

が
金

利
を

下
げ

る
ｄ

	
中

央
銀

行
が

市
中

銀
行

に
国

債
を

売
却

す
る

問
９

　
空

欄
	

Ｉ
	に

入
る

語
句

と
し

て
最

も
適

当
な

も
の

を
、

次
の

選
択

肢
の

う
ち

か
ら

一
つ

選
べ

。

ａ
	

国
債

の
デ

フ
ォ

ル
ト

ｂ
	

ス
タ

グ
フ

レ
ー

シ
ョ

ン
ｃ

	
双

子
の

赤
字

ｄ
	

リ
ー

マ
ン

・
シ

ョ
ッ

ク

問
10

　
下

線
部
Ｊ

に
則

っ
た

政
策

と
そ

の
為

政
者

の
組

合
せ

と
し

て
最

も
適

当
な

も
の

を
、

次
の

選
択

肢
の

う
ち

か
ら

一
つ

選
べ

。

ａ
　

偉
大

な
社

会
　

　
　

　
　

－
　

リ
ン

ド
ン

・
ジ

ョ
ン

ソ
ン

ｂ
　

ニ
ュ

ー
デ

ィ
ー

ル
　

　
　

－
　

フ
ラ

ン
ク

リ
ン

・
ル

ー
ズ

ベ
ル

ト
ｃ

　
ニ

ュ
ー

フ
ロ

ン
テ

ィ
ア

　
－

　
ジ

ョ
ン

・
F・

ケ
ネ

デ
ィ

ｄ
　

レ
ー

ガ
ノ

ミ
ク

ス
　

　
　

－
　

ロ
ナ

ル
ド

・
レ

ー
ガ

ン
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Ⅱ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

下
の

問
い

（
問
６

〜
問
10

）
に

答
え

よ
。

　
生

産
要

素
の

私
有

の
も

と
で

資
源

配
分

を
市

場
に

委
ね

る
資

本
主

義
経

済
は

、
ア

ダ
ム

・
ス

ミ
ス

に
よ

り
体

系
化

さ
れ

た
。

ス
ミ

ス
は

主
著

『
国

富
論

』
で

、
自

由
な

競
争

こ
そ

が
調

和
の

と
れ

た
経

済
社

会
を

も
た

ら
し

、
市

場
原

理
に

任
せ

れ
ば

「
	

Ｆ
	」

に
導

か
れ

て
う

ま
く

い
く

と
説

い
た

。
19

世
紀

に
入

り
、

景
気

変
動

や
貧

富
の

差
、

階
級

対
立

等
の

資
本

主
義

経
済

の
矛

盾
が

目
立

つ
よ

う
に

な
る

と
、

こ
れ

を
克

服
す

る
経

済
と

し
て

、
Ｇ
社

会
主

義
経

済
が

カ
ー

ル
・

マ
ル

ク
ス

に
よ

り
理

論
的

に
体

系
化

さ
れ

た
。

社
会

主
義

経
済

は
生

産
手

段
の

公
有

化
と

計
画

経
済

を
基

本
的

原
理

と
し

て
お

り
、

20
世

紀
に

入
り

ロ
シ

ア
革

命
で

社
会

主
義

経
済

を
原

則
と

す
る

国
家

が
成

立
し

た
。

し
か

し
、

計
画

経
済

は
経

済
活

動
へ

の
有

効
な

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
を

与
え

ら
れ

な
か

っ
た

こ
と

な
ど

様
々

な
要

因
に

よ
り

行
き

詰
ま

り
を

見
せ

、
社

会
主

義
国

の
一

部
で

は
19

90
年

代
に

部
分

的
な

市
場

経
済

の
導

入
を

行
っ

た
。

　
資

本
主

義
経

済
を

採
用

し
て

い
た

国
々

も
19

世
紀

か
ら

顕
著

に
な

っ
て

い
た

前
述

の
諸

矛
盾

を
克

服
す

る
た

め
、

市
場

経
済

の
放

任
を

改
め

た
。

た
と

え
ば

ケ
イ

ン
ズ

は
、
Ｈ
有

効
需

要
の

増
大

を
目

指
し

計
画

的
要

素
を

取
り

入
れ

た
政

策
を

行
い

経
済

を
運

営
す

べ
き

で
あ

る
と

の
理

論
を

提
唱

し
た

。
こ

の
考

え
方

は
修

正
資

本
主

義
と

よ
ば

れ
、

第
二

次
世

界
大

戦
後

に
多

く
の

資
本

主
義

国
で

採
用

さ
れ

た
。

こ
の

政
策

は
19

60
年

代
ま

で
は

有
効

に
機

能
し

資
本

主
義

経
済

は
安

定
し

て
発

展
し

た
。

し
か

し
、

19
70

年
代

の
オ

イ
ル

シ
ョ

ッ
ク

を
機

に
「

	
Ｉ

	」
が

発
生

、
政

府
の

役
割

が
大

き
く

な
り

過
ぎ

経
済

の
効

率
性

を
阻

害
す

る
と

い
う

批
判

を
受

け
た

。
そ

し
て

、
フ

リ
ー

ド
マ

ン
は

個
人

の
自

由
な

活
動

を
重

視
し

た
経

済
体

制
に

戻
る

べ
き

と
い

う
Ｊ
新

自
由

主
義

を
主

張
し

た
。

問
６

　
空

欄
	

Ｆ
	に

入
る

語
句

と
し

て
最

も
適

当
な

も
の

を
、

次
の

選
択

肢
の

う
ち

か
ら

一
つ

選
べ

。

ａ
	

営
利

企
業

ｂ
	

規
模

の
経

済
ｃ

	
見

え
ざ

る
手

ｄ
	

夜
警

国
家

問
７

　
下

線
部
Ｇ

に
関

連
し

た
記

述
（
う
）（
え
）
の

正
誤

の
組

合
せ

と
し

て
正

し
い

も
の

を
、選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

（
う
）

社
会

主
義

に
お

け
る

計
画

経
済

と
は

、
市

場
原

理
す

な
わ

ち
自

由
競

争
を

認
め

な
い

と
い

う
こ

と
で

あ
り

、
代

わ
っ

て
中

央
政

府
の

計
画

と
指

令
に

基
づ

い
て

経
済

活
動

が
行

わ
れ

る
。

（
え
）

中
国

で
は

社
会

主
義

を
放

棄
し

市
場

経
済

の
仕

組
み

を
導

入
す

る
改

革
開

放
政

策
が

と
ら

れ
、

の
ち

に
ベ

ト
ナ

ム
政

府
が

ド
イ

モ
イ

（
刷

新
）

と
称

し
て

同
様

の
政

策
を

導
入

し
た

。

ａ
	（
う
）

も
（
え
）

も
正

し
い

ｂ
	（
う
）

は
正

し
く

、（
え
）

は
誤

り
ｃ

	（
う
）

は
誤

り
で

、（
え
）

は
正

し
い

ｄ
	（
う
）

も
（
え
）

も
誤

り
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―

問
13

　
空

欄
	

Ｍ
	に

入
る

語
句

と
し

て
最

も
適

当
な

も
の

を
、

次
の

選
択

肢
の

う
ち

か
ら

一
つ

選
べ

。

ａ
	

格
差

社
会

ｂ
	

ガ
ラ

パ
ゴ

ス
ｃ

	
ケ

イ
レ

ツ
ｄ

	
二

重
構

造

問
14

　
下

線
部
Ｎ

の
特

質
に

関
連

し
た

記
述

と
し

て
最

も
適

当
な

も
の

を
、

次
の

選
択

肢
の

う
ち

か
ら

一
つ

選
べ

。

ａ
	

長
期

雇
用

を
前

提
と

し
た

年
功

的
人

事
シ

ス
テ

ム
で

あ
っ

て
、

高
度

経
済

成
長

期
に

お
い

て
は

合
理

的
に

機
能

し
て

き
た

。
ｂ

	
働

き
た

い
と

思
う

限
り

に
お

い
て

、
労

働
者

の
年

齢
に

か
か

わ
り

な
く

継
続

的
に

雇
用

す
る

終
身

雇
用

が
慣

行
と

な
っ

た
。

ｃ
	

個
人

の
年

々
の

労
働

成
果

に
対

応
す

る
形

で
賃

金
が

変
動

す
る

、
年

功
序

列
型

賃
金

が
採

用
さ

れ
た

。
ｄ

	
企

業
別

や
職

業
別

の
労

働
組

合
で

は
な

く
、

産
業

別
労

働
組

合
が

労
使

交
渉

の
中

心
と

な
っ

た
。

問
15

　
下

線
部
O

に
関

連
し

た
記

述（
お
）（
か
）
の

正
誤

の
組

合
せ

と
し

て
正

し
い

も
の

を
、選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

（
お
）

19
63

年
の

制
定

時
は

、
中

小
企

業
は

「
過

小
過

多
（

企
業

規
模

が
小

さ
く

、
企

業
数

が
多

す
ぎ

る
）」

と
認

識
さ

れ
て

お
り

、
中

小
企

業
同

士
の

合
併

に
よ

る
企

業
数

減
と

企
業

規
模

拡
大

を
目

標
と

し
て

い
た

。
（
か
）

19
99

年
の

改
正

で
、

主
な

政
策

目
標

が
、

大
企

業
と

の
格

差
是

正
か

ら
中

小
企

業
の

多
様

で
活

力
あ

る
成

長
発

展
へ

と
変

更
さ

れ
た

。

ａ
	（
お
）

も
（
か
）

も
正

し
い

ｂ
	（
お
）

は
正

し
く

、（
か
）

は
誤

り
ｃ

	（
お
）

は
誤

り
で

、（
か
）

は
正

し
い

ｄ
	（
お
）

も
（
か
）

も
誤

り
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Ⅲ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

下
の

問
い

（
問
11

〜
問
15

）
に

答
え

よ
。

　
労

働
者

と
使

用
者

の
間

で
は

、
賃

金
や

労
働

時
間

な
ど

を
め

ぐ
り

、
さ

ま
ざ

ま
な

労
働

問
題

が
起

こ
る

。
労

働
者

と
使

用
者

は
自

由
意

思
で

対
等

に
契

約
を

結
ぶ

が
、
雇

わ
れ

る
方

の
労

働
者

の
立

場
は

弱
く

、
過

重
な

労
働

を
強

い
ら

れ
る

こ
と

が
あ

る
。

そ
こ

で
産

業
革

命
以

来
、

労
働

者
は

労
働

運
動

な
ど

を
通

じ
て

権
利

を
獲

得
し

、
労

働
環

境
を

改
善

し
て

き
た

。
労

働
者

の
権

利
で

あ
る

、
団

結
権

、
団

体
交

渉
権

、
団

体
行

動
権

（
争

議
権

）
は

労
働

三
権

と
呼

ば
れ

、
日

本
で

は
日

本
国

憲
法

の
な

か
で

そ
の

権
利

が
保

障
さ

れ
て

い
る

。
さ

ら
に

、
こ

う
し

た
権

利
を

保
障

し
労

働
者

を
守

る
た

め
の

法
律

と
し

て
、
Ｋ
労

働
三

法
と

よ
ば

れ
る

３
つ

の
法

律
が

あ
る

。
　

労
働

の
場

と
し

て
の

企
業

に
は

、
大

別
し

て
大

企
業

と
Ｌ
中

小
企

業
が

あ
る

。
一

般
的

に
日

本
で

は
、

中
小

企
業

は
大

企
業

に
比

べ
て

資
本

力
が

な
く

、
生

産
性

、
技

術
力

、
賃

金
水

準
も

低
い

な
ど

の
違

い
が

あ
る

。
こ

の
違

い
は

、「
	

Ｍ
	」

問
題

と
し

て
日

本
経

済
の

特
徴

と
さ

れ
て

き
た

。
ま

た
、中

小
企

業
は

大
企

業
の

下
請

け
を

も
っ

ぱ
ら

と
し

て
い

た
。

こ
れ

は
、

大
企

業
が

設
備

資
本

や
在

庫
投

資
を

節
約

し
、

中
小

企
業

と
の

賃
金

格
差

を
利

用
し

て
、

コ
ス

ト
を

引
き

下
げ

る
た

め
に

お
こ

な
わ

れ
て

き
た

も
の

で
あ

り
、

不
況

時
に

は
下

請
け

に
し

わ
寄

せ
を

し
て

企
業

の
安

全
を

保
持

し
て

き
た

。
こ

う
し

て
大

企
業

は
、
Ｎ
日

本
的

経
営

を
維

持
し

、
人

材
を

確
保

し
て

き
た

。「
	

Ｍ
	」

問
題

の
解

消
に

向
け

て
19

63
年

に
Ｏ
中

小
企

業
基

本
法

が
制

定
さ

れ
た

。
そ

の
後

の
社

会
経

済
情

勢
の

変
化

を
う

け
て

19
99

年
に

同
法

は
改

正
さ

れ
、

さ
ら

に
20

13
年

に
は

再
度

改
正

さ
れ

て
「

小
規

模
企

業
に

対
す

る
中

小
企

業
施

策
の

方
針

」
が

位
置

付
け

ら
れ

た
。

問
11

　
下

線
部
Ｋ

の
組

合
せ

と
し

て
正

し
い

も
の

を
、

次
の

選
択

肢
の

う
ち

か
ら

一
つ

選
べ

。

ａ
	

男
女

雇
用

機
会

均
等

法
、

労
働

基
準

法
、

労
働

組
合

法
ｂ

	
男

女
雇

用
機

会
均

等
法

、
労

働
関

係
調

整
法

、
労

働
基

準
法

ｃ
	

男
女

雇
用

機
会

均
等

法
、

労
働

関
係

調
整

法
、

労
働

組
合

法
ｄ

	
労

働
関

係
調

整
法

、
労

働
基

準
法

、
労

働
組

合
法

問
12

　
下

線
部
Ｌ

に
関

連
し

た
記

述
と

し
て

最
も

適
当

な
も

の
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
	

中
小

企
業

基
本

法
は

、
中

小
企

業
者

の
範

囲
を

、
業

種
別

に
「

資
本

金
の

額
又

は
出

資
の

総
額

」
並

び
に

「
常

時
使

用
す

る
従

業
員

の
数

」
に

よ
っ

て
定

義
し

て
お

り
、

こ
の

両
方

の
基

準
を

満
た

す
必

要
が

あ
る

。
ｂ

	
中

小
企

業
の

中
に

は
、

高
い

技
術

力
で

新
た

な
市

場
を

切
り

開
い

て
い

る
も

の
も

あ
れ

ば
、

身
近

な
商

店
街

の
個

人
商

店
も

あ
る

。
ｃ

	
中

小
企

業
の

企
業

数
が

全
体

に
占

め
る

割
合

は
大

企
業

よ
り

大
き

く
、

従
業

員
数

が
全

体
に

占
め

る
割

合
は

大
企

業
よ

り
小

さ
い

。
ｄ

	
中

小
企

業
の

資
本

装
備

率
（

労
働

者
一

人
当

た
り

の
資

本
装

備
額

）
は

、大
企

業
の

資
本

装
備

率
を

上
回

っ
て

い
る

。
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問
18

　
下

線
部
Ｒ

に
関

連
し

た
記

述
と

し
て

最
も

適
当

な
も

の
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
　

日
本

で
は

少
子

高
齢

化
が

進
ん

で
い

る
が

、
一

人
っ

子
政

策
を

掲
げ

た
中

国
で

は
高

齢
化

は
起

き
て

い
な

い
。

ｂ
　

福
祉

国
家

の
実

現
の

た
め

に
、

ど
の

よ
う

な
高

齢
者

で
あ

っ
て

も
専

門
施

設
で

手
厚

い
看

護
・

介
護

を
受

け
ら

れ
る

よ
う

に
す

る
ノ

ー
マ

ラ
イ

ゼ
ー

シ
ョ

ン
の

考
え

方
が

広
が

っ
て

い
る

。
ｃ

　
日

本
の

介
護

保
険

制
度

は
、

保
険

料
を

40
歳

以
上

の
全

国
民

が
負

担
し

、
介

護
が

必
要

に
な

っ
て

要
介

護
認

定
さ

れ
る

と
、

原
則

と
し

て
か

か
っ

た
費

用
の

１
割

を
利

用
者

が
負

担
し

各
種

サ
ー

ビ
ス

を
受

け
ら

れ
る

社
会

保
険

で
あ

る
。

ｄ
　

年
金

の
受

給
開

始
年

齢
引

き
上

げ
に

伴
い

、
定

年
後

に
希

望
す

る
高

齢
者

の
雇

用
対

策
が

日
本

の
急

務
の

課
題

と
な

っ
て

い
る

が
、

60
歳

の
定

年
後

に
お

け
る

再
雇

用
は

ほ
と

ん
ど

進
ん

で
お

ら
ず

、
法

律
も

整
っ

て
い

な
い

。

問
19

　
下

線
部
Ｓ

に
関

連
し

た
記

述
と

し
て

最
も

適
当

な
も

の
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
　

20
19

年
現

在
の

日
本

で
働

く
外

国
人

労
働

者
を

出
身

国
で

み
る

と
、

多
い

方
か

ら
、

米
国

、
中

国
、

ベ
ト

ナ
ム

、
の

順
に

な
っ

て
い

る
。

ｂ
　

日
本

で
は

、
20

17
年

以
前

に
工

事
現

場
や

工
場

な
ど

で
働

く
外

国
人

は
全

員
が

不
法

就
労

者
で

あ
っ

た
が

、
20

18
年

の
出

入
国

管
理

法
の

改
正

に
よ

り
是

正
さ

れ
た

。
ｃ

　
外

国
人

労
働

者
は

日
本

の
労

働
基

準
関

連
法

令
の

対
象

外
で

あ
る

た
め

、
受

け
入

れ
企

業
に

よ
る

人
権

侵
害

や
労

働
環

境
と

い
っ

た
問

題
の

発
生

が
指

摘
さ

れ
て

い
る

。
ｄ

　
外

国
人

労
働

者
の

技
能

実
習

制
度

と
は

、
開

発
途

上
国

の
人

材
に

、
母

国
で

は
習

得
困

難
な

技
能

を
日

本
の

企
業

で
習

得
し

て
も

ら
う

た
め

の
制

度
で

あ
る

。

問
20

　
下

線
部
Ｔ

の
通

称
と

し
て

最
も

適
当

な
も

の
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
　

ア
ベ

ノ
ミ

ク
ス

ｂ
　

三
本

の
矢

ｃ
　

骨
太

の
方

針
ｄ

　
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
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Ⅳ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

下
の

問
い

（
問
16

〜
問
20

）
に

答
え

よ
。

　
日

本
の

人
口

は
明

治
維

新
以

来
順

調
に

増
加

を
続

け
、

19
66

年
に

１
億

人
を

突
破

し
た

。
以

降
も

人
口

増
加

は
続

い
た

が
、

経
済

が
成

長
し

人
々

の
生

活
が

豊
か

に
な

る
と
Ｐ
合

計
特

殊
出

生
率

が
低

下
し

た
。

日
本

の
人

口
は

20
08

年
の

１
億

2,8
08

万
人

を
ピ

ー
ク

に
減

少
に

転
じ

、
国

立
社

会
保

障
・

人
口

問
題

研
究

所
は

20
49

年
に

１
億

人
を

割
り

込
む

と
推

計
し

て
い

る
。

人
口

減
少

は
、

国
内

の
需

要
減

少
や

労
働

力
不

足
に

つ
な

が
り

、
経

済
成

長
を

鈍
ら

せ
る

要
因

と
な

る
。

　
一

方
で

、
生

活
水

準
の

向
上

、
医

療
技

術
の

進
歩

、
社

会
保

障
制

度
の

整
備

な
ど

に
よ

り
平

均
寿

命
は

延
び

、
高

齢
化

が
進

行
し

て
い

っ
た

。
日

本
の

生
産

年
齢

人
口

（
15

歳
〜

64
歳

）
が

19
95

年
を

ピ
ー

ク
に

減
少

し
て

い
る

の
に

対
し

て
高

齢
者

は
年

々
増

加
し

、
20

25
年

に
は

第
一

次
ベ

ビ
ー

ブ
ー

ム
で

生
ま

れ
た

「
	

Q
	」

が
全

員
75

歳
以

上
の

後
期

高
齢

者
と

な
る

。
後

期
高

齢
者

は
、

医
療

費
や

介
護

費
用

が
他

の
世

代
よ

り
も

多
く

必
要

と
な

る
傾

向
が

あ
り

、
社

会
保

障
関

係
費

の
支

出
額

が
急

増
す

る
と

言
わ

れ
て

い
る

。
こ

の
よ

う
に
Ｒ
少

子
高

齢
化

社
会

の
到

来
は

、
様

々
な

問
題

を
引

き
起

こ
し

て
い

る
。

　
人

口
減

少
が

続
く

日
本

で
は

、
労

働
力

を
い

か
に

確
保

し
て

い
く

か
が

緊
急

の
課

題
と

な
っ

て
お

り
、

女
性

や
高

齢
者

の
さ

ら
な

る
活

躍
や

情
報

技
術

の
応

用
が

急
が

れ
て

い
る

。
ま

た
そ

こ
に

特
筆

す
べ

き
な

の
が
Ｓ
日

本
で

働
く

外
国

人
労

働
者

受
入

数
の

増
加

で
あ

る
。

政
府

は
、

特
別

な
職

業
訓

練
を

受
け

て
い

な
い

「
単

純
労

働
者

」
の

受
け

入
れ

は
原

則
的

に
認

め
て

い
な

か
っ

た
が

、
20

18
年

の
「
Ｔ
経

済
財

政
運

営
と

改
革

の
基

本
方

針
」

に
お

い
て

「
従

来
の

専
門

的
・

技
術

的
分

野
に

お
け

る
外

国
人

材
に

限
定

せ
ず

、
一

定
の

専
門

性
・

技
能

を
有

し
即

戦
力

と
な

る
外

国
人

材
を

幅
広

く
受

け
入

れ
て

い
く

」
と

の
政

策
を

盛
り

込
み

、
外

国
人

労
働

者
を

増
や

す
方

針
を

打
ち

出
し

た
。

そ
し

て
、

出
入

国
管

理
法

を
改

正
し

、
新

た
な

在
留

資
格

で
あ

る
「

特
定

技
能

」
を

創
設

し
た

。

問
16

　
下

線
部
Ｐ

に
関

連
し

た
記

述
と

し
て

最
も

適
当

な
も

の
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
　

20
歳

か
ら

44
歳

ま
で

の
女

性
の

年
齢

別
出

生
率

を
合

計
し

た
も

の
で

あ
り

、
１

人
の

女
性

が
そ

の
年

次
の

年
齢

別
出

生
率

で
一

生
の

間
に

生
む

と
し

た
と

き
の

子
供

数
に

相
当

す
る

。
ｂ

　
合

計
特

殊
出

生
率

が
1.0

で
あ

れ
ば

，
母

親
１

人
か

ら
子

ど
も

が
１

人
で

あ
る

の
で

，
世

代
の

人
口

が
ほ

ぼ
維

持
さ

れ
る

。
ｃ

　
日

本
の

合
計

特
殊

出
生

率
は

、
第

一
次

ベ
ビ

ー
ブ

ー
ム

期
に

は
4.0

を
超

え
て

い
た

。
ｄ

　
韓

国
の

20
20

年
の

合
計

特
殊

出
生

率
は

0.8
4
と

日
本

の
1.3

4
よ

り
も

遥
か

に
低

く
、

高
齢

化
率

（
総

人
口

に
占

め
る

65
歳

以
上

人
口

の
割

合
）

も
日

本
よ

り
高

い
。

問
17

　
空

欄
	

Q
	に

入
る

語
句

と
し

て
最

も
適

当
な

も
の

を
、

次
の

選
択

肢
の

う
ち

か
ら

一
つ

選
べ

。

ａ
　

Z
世

代
ｂ

　
団

塊
の

世
代

ｃ
　

ミ
レ

ニ
ア

ル
世

代
ｄ

　
焼

け
跡

世
代

2
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2	
―

Ⅴ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

下
の

問
い

（
問
21

）
に

答
え

よ
。

　
人

類
は

過
去

何
度

か
世

界
的

な
感

染
症

の
大

流
行

を
経

験
し

て
き

た
。

し
か

し
な

が
ら

、
グ

ロ
ー

バ
ル

化
に

よ
る

世
界

の
結

び
つ

き
の

深
ま

り
に

よ
り

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
（

CO
V
ID

-1
9）

の
世

界
経

済
へ

の
影

響
は

、
過

去
の

感
染

症
と

は
比

較
に

な
ら

な
い

ほ
ど

大
き

く
な

っ
て

い
る

。
　

最
も

有
効

な
感

染
症

対
策

は
人

の
移

動
の

制
限

で
あ

り
、

多
く

の
国

で
は

人
の

移
動

を
制

限
し

て
一

時
的

に
経

済
活

動
を

止
め

る
と

い
う

政
策

を
採

っ
た

。
日

本
で

も
緊

急
事

態
宣

言
発

出
等

に
よ

り
国

内
の

人
の

移
動

の
抑

制
を

図
る

と
と

も
に

、
海

外
か

ら
の

入
国

者
に

対
し

て
は

、
特

定
国

・
地

域
か

ら
の

入
国

制
限

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
検

査
証

明
取

得
、

入
国

後
一

定
期

間
の

待
機

、
誓

約
書

提
出

等
の

水
際

対
策

を
実

施
し

た
。

こ
の

結
果

と
し

て
20

20
年

の
日

本
へ

の
外

国
人

旅
行

者
数

は
前

年
比

87
.1％

減
の

41
1
万

59
00

人
と

な
っ

た
。

　
　

　
　

　
　【

参
考

　
訪

日
外

国
人

数
推

移
】

（
出

典
：

日
本

政
府

観
光

局
）　

　
　

　
　

　
　

問
21

　
近

年
の

訪
日

外
国

人
数

の
推

移
を

踏
ま

え
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
よ

る
日

本
へ

の
外

国
人

旅
行

者
の

減
少

が
日

本
経

済
に

与
え

る
影

響
に

つ
い

て
20

0
字

程
度

で
説

明
し

な
さ

い
。
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２
０
２
２
年
度
入
学
試
験
問
題

数
学

数
学

―
	3

5	
―

選
択

問
題

：
数

学
選

択
者

は
、

以
下

の
２

問
に

つ
い

て
は

い
ず

れ
か

１
問

を
選

ん
で

解
答

し
な

さ
い

。

 
解

答
用

紙
の

「
選

択
問

題
番

号
欄

」
に

、
選

択
し

た
問

題
の

番
号

を
記

入
し

な
さ

い
。

問
３

点
（

5,
－
10

）
か

ら
2
次

関
数

	y
=
x
2 －

2x
の

グ
ラ

フ
に

引
い

た
2
つ

の
接

線
を

考
え

る
。

こ
の

と
き

、
以

下
の

問
い

に
答

え
な

さ
い

。

（
１

）　
2
つ

の
接

線
の

方
程

式
を

求
め

な
さ

い
。

ま
た

、
こ

の
と

き
の

接
点

の
座

標
も

求
め

な
さ

い
。

（
２

）　
2
次

関
数

と
2
つ

の
接

線
で

囲
ま

れ
た

面
積

を
求

め
な

さ
い

。

問
４

袋
の

中
に

赤
色

の
ボ

ー
ル

が
6
個

、
白

色
の

ボ
ー

ル
が

4
個

入
っ

て
い

る
。

袋
か

ら
ボ

ー
ル

を
１

個
取

り
出

し
、

そ
れ

が

赤
色

な
ら

ば
、

そ
の

ボ
ー

ル
は

袋
に

戻
さ

ず
、

白
色

の
ボ

ー
ル

な
ら

ば
袋

に
戻

す
。

こ
の

と
き

、
以

下
の

問
い

に
答

え
な

さ
い

。
な

お
、

答
え

は
分

数
の

ま
ま

で
よ

い
。

（
１

）　
１

回
目

に
取

り
出

し
た

ボ
ー

ル
が

赤
色

で
２

回
目

に
取

り
出

す
ボ

ー
ル

が
白

色
の

ボ
ー

ル
と

な
る

確
率

を
求

め
な

さ
い

。

（
２

）　
１

回
目

に
取

り
出

し
た

ボ
ー

ル
が

赤
色

で
あ

る
と

い
う

条
件

の
も

と
で

２
回

目
に

取
り

出
す

ボ
ー

ル
が

白
色

の

ボ
ー

ル
と

な
る

条
件

付
き

確
率

を
求

め
な

さ
い

。

（
３

）　
２

回
目

に
取

り
出

し
た

ボ
ー

ル
が

白
色

で
あ

っ
た

場
合

に
、

１
回

目
が

赤
色

で
あ

っ
た

条
件

付
き

確
率

を
求

め
な

さ
い

。

問
４

何
種

類
か

の
カ

ー
ド

の
う

ち
1
枚

が
当

確
率

で
封

入
さ

れ
た

大
量

の
く

じ
が

あ
り

、
す

べ
て

の
種

類
の

カ
ー

ド
が

そ
ろ

う
ま

で
く

じ
を

引
き

続
け

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
と

き
、

次
の

問
い

に
答

え
よ

。

⒜
　

カ
ー

ド
の

種
類

が
3
種

類
の

と
き

、
く

じ
を

3
回

引
い

て
す

べ
て

の
種

類
が

そ
ろ

い
、

く
じ

を
引

く
の

を
や

め
ら

れ
る

確
率

を
求

め
よ

。

⒝
　

カ
ー

ド
の

種
類

が
3
種

類
の

と
き

、
く

じ
を

引
く

回
数

が
5
回

以
下

で
や

め
ら

れ
る

確
率

を
求

め
よ

。

⒞
　

カ
ー

ド
の

種
類

が
3
種

類
の

と
き

、
2
種

類
目

の
カ

ー
ド

を
当

て
て

か
ら

、
最

後
の

種
類

の
カ

ー
ド

を
当

て

る
ま

で
に

く
じ

を
引

く
回

数
の

期
待

値
を

求
め

よ
。

⒟
　

カ
ー

ド
の

種
類

が
48

種
類

の
と

き
、

47
種

類
目

の
カ

ー
ド

を
引

い
て

か
ら

、
最

後
の

種
類

の
カ

ー
ド

を
当

て
る

ま
で

に
く

じ
を

引
く

回
数

の
期

待
値

を
求

め
よ

。
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4	
―

共
通
問
題
：
数
学
選
択
者
は
、
以
下
の
２
問
に
つ
い
て
は
両
問
と
も
解
答
し
な
さ
い
。

問
１

A
C

＝
BC

，A
B

＝
30

，∠
A
CB

＝
90

°で
あ

る
直

角
二

等
辺

三
角

形
A
BC

に
お

い
て

、図
の

よ
う

に
縦

の
長

さ
（

D
G

＝
E
H

＝
FI

＝
H
C）

が
等

し
い

2
つ

の
長

方
形

を
つ

く
る

。
2
つ

の
長

方
形

は
、長

方
形

D
E
H
G

と
FH

CI
で

あ
る

。

こ
の

2
つ

の
長

方
形

の
面

積
の

和
が

最
大

に
な

る
よ

う
に

し
た

と
き

の
長

方
形

の
縦

の
長

さ
と

そ
の

と
き

の
面

積
を

求
め

な
さ

い
。

	

　
　

　

問
２

　 三
角

形
A
BC

に
お

い
て

、外
接

円
の

半
径

を
R

と
す

る
と

き
、次

の
問

い
に

答
え

な
さ

い
。
た

だ
し

、B
C

＝
a
，C

A
＝
b
，

A
B

＝
c

と
す

る
。

（
１

）　
∠

A
CB

＝
60

°，
R

＝
8
で

あ
る

と
す

る
。

こ
の

と
き

の
c

の
値

を
求

め
な

さ
い

。

（
２

）　
∠

BA
C

＝
45

°，
a

＝
３

，
b

＝
４

で
あ

る
と

す
る

。
こ

の
と

き
の
c

と
R

の
値

を
求

め
な

さ
い

。
た

だ
し

、

∠
A
BC

は
鈍

角
で

あ
る

と
す

る
。
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２
２
年
度
解
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習
ア
ド
バ
イ
ス

解答・学習アドバイス
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英 語

【解 答】

Ⅰ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

b d a c b

Ⅱ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

b d b d a

Ⅲ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

b d c d c

Ⅳ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

d a b a a

Ⅴ

問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

a d d a a

問 6 問 7 問 8 問 9 問 10

b a c d a

Ⅵ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

a a c b a
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２
０
２
２
年
度
解
答・学
習
ア
ド
バ
イ
ス

【学習アドバイス】

　2022 年度の入試問題も前年度同様、Ⅰ．会話問題、Ⅱ．適語補充問題、Ⅲ．・Ⅳ．長文読解問題、Ⅴ．文法・
語法問題、Ⅵ．整序英作文の大問 6 題構成であった。全問マークシート形式の選択問題で、提示された科目
の中から 2 科目を選択し 100 分で解答することを考慮すると、解答時間の目安は 50 分程度となる。この想定
した試験時間に対し、無理なく解答できる難易度と問題数であると言える。
　比較的難度の高い語彙知識を要求する設問もあるが、概ね難易度は大学入試入門から標準レベルであり、
高校で学習する語彙・熟語、文法・語法などの基本事項の徹底と大学入試入門レベルの問題演習は必須であ
ると言える。それでは、各大問の特徴を踏まえて対策を考えていこう。
　Ⅰ．会話問題は、口語表現の理解を土台とした会話における文脈理解を問う形式である。日常で頻繁に使
用される会話表現もあるが、その表現で使われている語彙を基に発言を理解し、文脈に照らすことで正解を
導くことができるように作成されている。また、会話の頭から終わりまでの情報をきちんと把握しておく必
要のある設問もあるので、空所の前後の情報だけで安易に選択肢を選ばずに、会話の最初から最後まできち
んと読み解くことが大切である。
　Ⅱ．適語補充問題は、2、3 行の英文内の空所に入れるべき適切な語を選択する形式である。文脈理解だけ
でなく、選択肢に挙げられている語の知識が必要で、正解となる語の中には、入試上級レベルのものもあるが、
他の選択肢を活用すれば正解を導くことができる。レベルの高い語を覚えるよりも、入試標準レベルまでの
単語をしっかりと身につけておくことの方がより大切であると言える。
　Ⅲ．・Ⅳ．長文読解問題は、概ね入試標準レベルまでの語を用いたやや短めの英文が題材として選ばれてお
り、文章の主旨が題名から分かるので、内容は理解しやすい。設問では、適語句空所補充問題、主題にまつ
わる表現の理解を問う問題、下線部同意表現選択問題、内容一致問題などが出題されており、難度が高めの
語には語注が付されてある。空所補充問題では、語彙や表現の知識と、周辺の文脈を丁寧に理解することが
要求されている。内容一致問題は、文章中の細かい内容に関する真偽を問う部分があるので、文章を読む前
に選択肢に目を通しておくと解答しやすい。今年度の問題形式の中で最も特徴的なのは、主題にまつわる表
現に関する設問である。いわゆる慣用表現であるが、表現で使われている語が平易なものであるため、安易
に違う意味として誤解してしまうと、誤った選択肢を選んでしまう。文章の部分的な解釈だけに頼ることなく、
文章全体の主旨と内容を理解した上で解答するという、基本的な姿勢で設問にあたることが大切だと再認識
できる。
　Ⅴ．文法・語法問題では、品詞の理解や時制などの基本的な文法・語法の運用力を問う設問が主である。様々
な文法分野から出題されているが、とにかく、基礎力を土台とする問題が中心であるから、これまでに学習
した文法事項は必ず復習しておこう。文法分析を徹底し、それを補うように文脈理解を行えば、必ず正解で
きる。
　Ⅵ．整序英作文問題は、和文が与えられている形式であり、比較的英文が作りやすい。学校で演習した問
題に再び取り組むことはとても良い。そこで、一度解いた問題は、与えられている和文を隠し、英文と選択
肢だけで解きなおしてみることをお勧めする。確実に正解する力を定着させることができる。
　本学の入試問題では、確かな英語基礎力が求められる。つまり、今までの学習を怠ることなく理解してい
ること、そして、それを身につけていることが必要である。人間は忘れる動物であることを考慮すれば、す
ぐに入試問題を演習するよりも、今まで学習したことを丁寧に復習し、自分の基礎力における「ほころび」
を一つひとつ丁寧に修繕していくことがよほど大切なのである。そしてその後、徐々に入試問題演習へと一
歩一歩着実に進めていくことが、合格への近道であると断言できる。
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国 語

【解 答】

問 1 問２ 問３ 問４ 問５
a b b c b

問６ 問７ 問８ 問９ 問 10
a e e b a

問 11 問 12 問 13 問 14 問 15
b b a c d

問 16 問 17
b d

問 18
カトリック信者にとって教会は信仰の中心であり、ゴシック建築の大聖
堂はその信仰を表すものである。
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【学習アドバイス】

　本学の入試は、例年、選択科目の中から 2 科目を選択して受験する形式を採り、試験時間は 2 科目合わせ
て 100 分である。各科目にかけるバランスにもよるが、平均的には 1 科目 50 分程度が解答時間となる。2018
年度まで、現代文の大問が 2 題だったが、2019 年度以後は現代文の大問 1 題のみとなった。課題文の文字数
は、2017 年度大問Ⅰ約 3800 字＋大問Ⅱ 5500 字→ 2018 年度大問Ⅰ約 2000 字＋大問Ⅱ約 2500 字→ 2019 年度
約 6600 字→ 2020 年度約 4400 字→ 2021 年度約 6000 字→今年度約 4200 字と、年度によってばらつきがある
ものの、毎年かなりの長文である。一方、総設問数は、2017 年度 31 問→ 2018 年度 24 問→ 2019 年度以後は
18 問と減少傾向にある。設問数からみて受験生は余裕をもって解答を出すことができただろうが、長文を読
み慣れておく必要がある。また、国語は普通縦書きの文章なのだが、横書きの文章が出題されるので、この
形式に慣れておくことも必要である。
　設問形式は、5 者択一の選択肢問題が 17 問、50 字以内で解答する記述問題が 1 問。今年度の出題内容は、

「漢字の書き取り問題」が 1 問、「単語の意味を問う問題」が 6 問、「対義語を問う問題」が 1 問、「単語、語句、
文を入れる空所補充問題」が 5 問、「傍線部に関する内容を問う問題」が 4 問、「筆者の考えを 50 字以内で要
約させる記述問題」が 1 問となっている。18 問の中で、「漢字の書き取り問題」の 1 問と、「単語の意味を問
う問題」の 6 問と、「対義語を問う問題」の 1 問、計 8 問が語彙力で決まる問題である。「単語の意味を問う問題」
のうち 3 問が、「傍線部に関する内容を問う問題」のうち 1 問が、適切でないものを選ばせる問題であったの
で、解答時に注意する必要がある。以上の分析をふまえ、以下では 3 点に絞って具体的な学習アドバイスを
示しておきたい。
　第一に「語彙力の増強」である。具体的な対策は以下の 3 つ。①学校の教科書にのっている文章、問題集
にのっている文章の中の「意味がわからない語句」をチェックし、辞書で調べ、その意味を自分オリジナル
の「語彙ノート」をつくって書き貯めていくこと。「語彙ノート」に「知識」が貯まっていくのを見れば自信
もついてくる。②国語便覧や現代文用語集のようなサブテキストの中で「同義語」「対義語」「慣用句」「四字
熟語」「評論用語」などのページに繰り返し目を通すこと。さらに、上記の「語彙ノート」に例文を書き写す
ようにすれば「文脈の推理力 UP」にもつながり一石二鳥である。③漢字に関しても、本年度は 1 問しか出
題されなかったとはいえ、10 問ほど出題された年度もあったので問題集を 1 冊は仕上げておきたい。また、
ここでも「意味がわからない語句」が出てきたら、意味を調べて、「語彙ノート」に加えておくこと。
　第二に「長文読解対策」である。今年度出題された文章は、唐戸信嘉『ゴシックの解剖：暗黒の美学』（青土社）
からのものだった。本文内容は多岐にわたるが、例年、本格的な硬質の評論文ではなく、平易な表現で書か
れた評論あるいは随筆（エッセイ）であり、高校生にも読みやすい文章が出題される。とはいえ、練習は必
要である。具体的な対策は以下の 2 つ。①標準的な問題集を用いて、さまざまなテーマの、4000 字以上の長
文を読むことに慣れておくこと。②本文の内容を正確に読み取るために、一文の組み立て、段落の組み立て、
本文全体の組み立てなどを意識しながら本文を読むこと。
　第三に「文脈把握力」と「論述力」を UP させることである。本年度全 18 問中 9 問は「空欄や傍線部前後
の文脈の把握力」で決まる設問であり、毎年 1 問出題される 50 字以内の記述問題は「傍線部前後の文脈から
読み取ったヒントを正確な日本語で文章化する力」で決まる設問といえる。具体的な対策は以下の 2 つ。①
空欄や傍線部前後の「言い換え」「対比」「因果関係」を意識的に探す練習をすること。② 30 字～ 60 字程度
の解答字数の記述問題を集中的に演習すること。①，②を両方満たすためには、本学の過去の入試問題を解
くのはもちろん、記述問題中心の問題集を 1 ～ 2 冊こなすことも必要である。
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日本史Ｂ

【解 答】

問 1 問２ 問３ 問４ 問５
c a a d d

問６ 問７ 問８ 問９ 問 10
c b d a b

問 11 問 12 問 13 問 14 問 15
b d a d b

問 16 問 17 問 18 問 19 問 20
a b c c a

問 21

後鳥羽上皇は隠岐に流され、仲恭天皇は退位して後堀河天皇が即位した。
上皇方の武士の所領は全て幕府に没収された。これらの所領に功績のあっ
た幕府方の御家人が新たに地頭に任命され、さらに朝廷の監視と西国の
御家人の統制のために京都に六波羅探題が置かれることになった。

（127 文字）

問 22

満 25 歳以上の男性に衆議院議員選挙の選挙権が、満 30 歳以上の男性に
被選挙権が与えられ、納税額による選挙権の制限が撤廃された。しかし、
女性の参政権は認められず、普通選挙実施による社会主義運動の活発化
を取り締まることを目的に治安維持法を同時に成立させた。（123 文字） 
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【学習アドバイス】

　本学の入試は、4 科目の選択科目の中から 2 科目を選択して受験する形式を採り、試験時間は 2 科目合わ
せて 100 分となっている。各科目にかける時間配分は、出題の分量にもよるが、1 科目につき 50 分前後の時
間を解答時間として考えるべきであろう。
　2022 年度の問題は、「7 世紀から 9 世紀までの政治・外交」から、「明治期の外交政策」までが出題され、古代・
中世・近世・近代とバランスのとれた出題内容となっている（2021 年度は「9 世紀末から始まる地方政治の混乱」
から「満州国」まで）。分野では政治史を中心に、外交史・文化史・テーマ史で構成されている。
　2022 年度の入試は、従来は大問 3 題だったものが大問 5 題へと増加したほか、設問形式も語句・人名の空
欄補充形式（選択・記述併用）と論述問題のほかに、文章による正誤判定問題と年代配列問題が新たにみら
れるなど、選択出題形式に大きな変化がみられた。同時に総解答数も従来の「12 個・論述 2 題」から「20 個・
論述 2 題」と大幅に増加した（空欄補充形式は 12 から 4 に大幅に減少）。
　本学を目指す受験生は、全時代の学習が必要不可欠となる。政治史中心の出題になっているが、政治史に
偏ることなく、政治史と関連させて外交史・文化史・テーマ史・社会経済史の学習が大切になってくる。
　出題形式の定番である空欄補充問題は、高校の教科書・用語集の範囲内の標準的なものとなっているので、
一問一答集などを利用してスムーズに語句・人名等が選べるようにしておこう。
　新たに出題された正誤判定問題に対しては、選択肢の各文をしっかり読んで、誤った語句（人物・事項など）
が入っていないか、各時代や政策に関するキーワードが入っているかいないかを正確に判断できるかが大切
である。普段の学習から「〇〇に関わった人物は誰か」「〇〇の結果や影響はどうだったか」などを意識して
学習を進めていこう。そして最後に正誤判定問題・旧センター試験対策用の問題集に積極的にトライして、「正
しい箇所はどれか」「どこが誤っているか」に注意しながら進めていくとよい。
　従来には出題されなかった年代配列の出題形式であるが、この形式は「知っている年代（年号）を基準に
前後を特定する」「何世紀の前半・中頃・後半か」「何時代か」「為政者が誰の時か」などを特定することで正
解が導ける。また年代配列の学習は、正誤判定問題にも関連・直結しているので、問題集を利用してさらに
実力を磨いていこう。
　本学では、120 字程度の論述問題が 2 題出題されており、論述問題の成否が合否を大きく左右する。2022
年度は「承久の乱後の動向」と「普通選挙法」が出題されている（2021 年度は、「御成敗式目の内容」と「天
保の改革における上知令の内容ともたらした結果」）。本学の論述問題は、主に「事項に関する内容・結果」
についての論述であるため、吸収した知識を「誰が」「いつ」「どこで」「何をしたか（なぜそうしたか）」「ど
のような結果になったか」「どのような影響を与えたか」という形にならい述べるとよい。受験の基本となる
教科書は、そのような流れで記述されているので、太字以外にも注意して、熟読することが大切だ。そして
その内容を自分なりにまとめてみるとよいだろう。論述問題は一朝一夕での対応は難しいので、早めの着手
が望ましい。論述問題のトレーニングとして、高校（または塾・予備校）の先生に基本的なレベルの用語の
課題を出してもらい、添削指導をしてもらうのが最も効果的な論述対策である。最初は少なめの字数から始
めて、徐々に 120 字まで字数を増やしていくといいだろう。それを繰り返すことにより、論述問題に対する
不安が大きな自信へとかわり、合格へ大きく近づくことになる。
　以上のような対策を着実に積んでいけば、必ずや良い結果が出るであろう。
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政治・経済

【解 答】

問 1 問２ 問３ 問４ 問５
b c a b c

問６ 問７ 問８ 問９ 問 10
c b d b d

問 11 問 12 問 13 問 14 問 15
d b d a c

問 16 問 17 問 18 問 19 問 20
c b c d c

問 21

［解答例］
日本政府は 2014 年から観光立国を目指し観光客誘致を積極的に進め、訪
日外国人数の大幅な増加は大きな経済効果を上げていた。だが、新型コ
ロナウィルス感染症の影響で宿泊施設や飲食店の売上は落ち込み、土産
物店の休業や倒産も発生した。 このため、従業員の休職や解雇による失
業者の増加や、 非正規雇用の就労機会が奪われる事態が起こった。 この
ような状況により 2020 年の日本の GDP は前年比 4.6% 減と過去最大の
下げ幅となり、 政府は赤字国債を発行して経済対策を行った。
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【学習アドバイス】

　本学の入試は、例年選択科目の中から 2 科目を選択して受験する形式を採り、試験時間は 2 科目合わせて
100 分となるので、各科目にかけるバランスにもよるが、平均的には 50 分程度が解答時間となる。本年度の
政治・経済の問題構成は、全体で大問 5 題のうち、大問Ⅰから大問Ⅳが記号選択式問題（各 5 問ずつ）、大問
Ⅴが 200 字程度の説明論述式問題（1 問）となっている。説明論述式問題は、昨年度と同様に経済分野から
出題されているが、その他の問題は政治・経済両分野の幅広いテーマから出題されている。なお、昨年度の
問題と比較すると、本年度の問題は、①大問の数が 1 題増えて 5 題となった、②小問の数が 16 問から 20 問
へ 4 問増えた、③語句記述式の問題がなくなり、大問Ⅴ以外はすべて記号選択式の問題になった、④正誤の
組み合わせ問題が出題された、という変化が見られ、昨年度にくらべ、難度が若干上昇したが、全体として
は基本事項を問う問題で構成されており、教科書レベルの知識を問う標準的な出題である。以下、大問ごと
に内容を概観しつつ、今後の学習上必要な点をアドバイスしていきたい。
　大問Ⅰは、民主政治についての文章を題材とする記号選択式の問題である。小問の内容は、社会契約説に
ついての正誤判定問題（1 問）、市民革命の担い手についての語句選択問題（1 問）、国民主権についての正誤
組み合わせ問題（1 問）、権力分立についての正誤判定問題（1 問）、シルバー民主主義についての正誤判定問
題（1 問）となっている。
　大問Ⅱは、資本主義経済の歩みについての文章を題材とする記号選択式の問題である。小問の内容は、ア
ダム＝スミスの思想についての空欄補充問題（1 問）、社会主義経済についての正誤組み合わせ問題（1 問）、
ケインズの思想についての正誤判定問題（1 問）、オイルショック後に発生した現象についての空欄補充問題（1
問）、新自由主義についての語句選択問題（1 問）となっている。
　大問Ⅲは、労働問題と中小企業についての文章を題材とする記号選択式の問題である。小問の内容は、労
働三法についての語句選択問題（1 問）、中小企業についての正誤判定問題（1 問）、大企業と中小企業の格差
についての空欄補充問題（1 問）、日本的経営についての正誤判定問題（1 問）、中小企業基本法についての正
誤組み合わせ問題（1 問）となっている。
　大問Ⅳは、日本の人口問題についての文章を題材とする記号選択式の問題である。小問の内容は、合計特
殊出生率についての正誤判定問題（1 問）、第一次ベビーブームで生まれた世代についての空欄補充問題（1 問）、
少子高齢化社会についての正誤判定問題（1 問）、日本で働く外国人労働者についての正誤判定問題（1 問）、
政府の方針についての語句選択問題（1 問）となっている。
　大問Ⅰから大問Ⅳは、いずれも基本的な知識を問う問題であるので、取りこぼすことのないようにしても
らいたい。そのためには、まず、教科書を繰り返し熟読し、基本的な知識の習得に努めることが必要である。
その際、意味の分からない用語が出てきた場合には、用語集で必ず意味を確認するようにしてほしい。なお、
本年度の問題では、大問Ⅳの問 16 で具体的な数値を問う問題が出題されているので、最新版の資料集を手元
に置いておくとよいだろう。知識のインプットが済んだら、問題集を活用して、アウトプットを行ってもら
いたい。具体的には、通学時などの細切れの時間に一問一答形式の問題集で知識の確認をしつつ、入試問題
を収録した問題集に取り組んでもらいたい。なお、記号選択式の問題の中では、正誤判定問題や正誤組み合
わせ問題で点差が開きがちなので、苦手な受験生は、旧センター試験・共通テストの過去問や共通テスト対
策の問題集の中から同種の問題をピックアップして問題演習を行うとよいだろう。
　大問Ⅴは、新型コロナウイルス感染症による日本への外国人旅行者の減少が日本経済に与える影響につい
て 200 字程度で説明する問題である。一般に、論述式の問題は、苦手とする受験生が多く、点差が開きがち
である。本学の問題においても、大問Ⅴを攻略できるかどうかが合否の鍵を握っていると言える。本学の論
述式問題は、教科書の掲載頻度が高い重要事項を説明するタイプと、時事的な話題について論じるタイプの
2 つに大別することができる。前者については、知識のインプットを終えた後に、『政治・経済　計算＆論述
特訓問題集』（河合出版）などを使用して、過去に出題された様々な論述問題にチャレンジしてもらいたい。
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後者については、日頃の学習の中で、新聞等で頻繁に取り上げられている問題や、資料集の巻頭特集や事例
研究で扱われているテーマについて、現状や問題の背景、対策などを 200 字程度でまとめておくとよい。そ
の上で、できれば学校（または塾・予備校）の先生に添削をしてもらい、記述内容に過不足がないかどうか、
チェックしてもらうとよいだろう。
　なお、政治・経済という科目は時事的な話題に最も敏感な科目であり、本年度の問題でも大問Ⅴで新型コ
ロナウイルス感染症の影響についての問題が出題されているので、日頃から新聞に目を通す習慣をつけてお
くとよいだろう。また、説明論述式問題対策としては、時事的な話題の解説と関連用語を見開き 2 ページで
まとめている『朝日キーワード』（朝日新聞出版）の併用を勧める。
　最後に、本学の問題は難問・奇問の類は全くないので、地道に勉強を続けていけば必ず高得点をあげるこ
とが可能である。最後まであきらめずに勉強を続け、合格を勝ち取ってもらいたい。
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数 学

【解答】

問１（解答例）
　 求める長さをxとする。直角二等辺三角形なので、

AC＝BC＝15√2となる。２つの長方形の縦の長さ
の和はACよりも短いので、

 0＜2x＜15√2

　 となり、0＜x＜15─2 √2となる。求める面積をSとおくと、

 S ＝x（15√2－2x）＋x（15√2－x）
  ＝－3x2＋30√2x

  ＝－3x（x－10√2）
　 よって、最大値になるのは、x＝5√2  のときとなり、

そのときS＝150となる。

問２（解答例）
　⑴ 　正弦定理より、

 
c─sinC＝2×8＝16

 ∴　c＝16×sinC＝8√3
　⑵ 　正弦定理より、 

 
3───sin45° ＝2R

 ∴　R＝ 3───sin45° ＝ 3─2 √2
　　また、余弦定理より

　　　　　　cos A＝ b2＋c2－９─────2bc
＝ 1─√2

　　b＝4を代入すると、c＝2√2±1
　　 ただし、 ∠ABCは鈍角なので、c＝2√2－1とな

る。

問３（解答例） 
　⑴ 　２次関数 f（x）＝x 2－2 xより、f ′（x）＝2 x－2と

なるので、２次関数のグラフ上の点（a, f（a））に
おける接線の方程式は、

　　 y－（a2－2a）＝（2a －2）（x－a）となる。
　　すなわち、
 y＝2（a－1）x－a2

　　この直線が点（5 ,－10）を通るので、
　　－10＝10（a－1）－a2より、a＝0 , 10。よって、 

　　　①　y＝－2x。このときの接点は、（0 , 0）。
　　　②　y＝18x－100。このときの接点は、（10 , 80）。

　⑵　S＝∫0 

5
（x

2－2x＋2x）dx

　　　　　　　＋∫5
10
（x

2－2x－18x＋100）dx＝250─3

問４（解答例）
　⑴ 　P（1回目が赤、2回目が白）＝ 6─10× 4─9
 ＝24─90＝ 4─15

　⑵ 　P（２回目が白｜１回目が赤）＝
24─90─6─10

＝12─27＝ 4─9

　⑶　同時確率は
２回目が赤 ２回目が白

P（１回目が赤）＝ 6─10
6─10× 5─9

6─10× 4─9

P（１回目が白）＝ 4─10
4─10× 6─10

4─10× 4─10

 P（1回目が赤｜2回目が白）＝ P（1回目が赤、2回目が白）───────────
P（2回目が白）

 ＝
24─90───24─90＋ 16─100

 ＝ 24×100───────24×100＋16×90＝ 30───30＋18

 ＝ 5─8
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【学習アドバイス】

　本学の入試は、4 科目の中から 2 科目を選択して解答する形式であり、試験時間は 2 科目合計で 100 分と
なっているので、数学 1 科目での解答時間は概ね 50 分である。問題数は大問 4 題で、問 1 と問 2 は数学選択
者全員が解答する問題、問 3 と問 4 はこの 2 題のうち 1 題を選択して解答する問題である。解答形式は、途
中過程も記す記述式である（過去には選択肢から正解を選ぶ問題や空所補充形式の客観問題が出題された年
度もある）。
　2022 年度入試について分析してみよう。試験範囲は数学Ⅰ・Ⅱ・A で、問 1 は 2 次関数（数学Ⅰ）からの
出題となっている。長方形の面積和の最大値とそのときの長方形の縦の長さを求める問題。問題文に文字の
設定がされていないので自分で文字設定をする必要がある。求めたい長方形の縦の長さを x とおいて、長方
形の面積和を x の 2 次関数として表すとよいだろう。問 2 は図形と計量（数学Ⅰ）からの出題で、（1）は正
弦定理、（2）は正弦定理と余弦定理を使って値を求める問題である。問 3 は微分法と積分法（数学Ⅱ）から
の出題で、（1）で放物線の接線の方程式を求め、（2）で放物線と接線で囲まれた部分の面積を求める問題で
ある。微分法と積分法の典型問題で解きやすい問題だと思われる。問 4 は、確率（数学 A）からの出題で、
玉の取り出しに関する確率の問題である。（2）（3）は条件付き確率の問題となっている。問 3、問 4 は選択
問題であるが、どちらも入試基礎レベルの問題であり、大きな難易度の差はみられない。
　全体の難易度としては基礎レベルであるが、すべて記述式の問題であるため、解答結果だけではなく解答に
至る過程の書き方で得点差が生じる可能性があり、計算力と記述対策が合否のカギを握る試験となっている。
　対策としては、まず基本的な公式の使い方、典型問題の解法をマスターしよう。教科書に載っている例題
や練習問題を自力で解くことができるようになることが一つの目安である。それができるようになったら教
科書の節末問題や章末問題を解いて、さらに演習量を増やしてみるとよいだろう。学習の際には、学習単元
の順番を工夫するのも有効な手段である。教科書の掲載順に学習するのではなく、「2 次関数」「指数関数」「対
数関数」「三角関数」「微分法」「積分法」などの『関数』に関する単元や、「図形と計量」「図形の性質」「図
形と方程式」などの『図形』に関する単元など、単元の特性ごとのまとまりを意識して集中的に取り組むこ
とで効率的に学習できる。また、日々の勉強で意識してほしいのが『計算力』である。本学のように基本問
題の割合が多い大学は、計算ミスが合否を分ける。計算力の獲得のために、一日に数題でよいので計算問題
に取り組みたい。毎日の学習の中で、計算ミスを「ミスをしただけ」と片付けるのではなく、「何故ミスをし
たのか」を自分で考え、対策を講じていくことが肝要である。
　次に、記述問題の対策であるが、「意識して日本語の説明を入れる」ことからスタートしよう。日本語の説
明を一切入れず、式の羅列のみの答案を作る受験生も少なくない。最初のうちは多すぎると思われるぐらい
説明を入れ、学校の先生などに添削をしてもらいながら徐々に削っていくとよいだろう。演習で解けなかっ
た問題も、解答・解説を見た後に自分の言葉で答案を作成してみると学力・記述力の両方の向上に役立つ。
　最後に、本学の入学試験は難問や奇問といった特殊な問題は出題されず、日々の学習の取り組みが合否に
直結する試験である。特別な対策をするというよりは、基本に忠実に勉強を積み重ねていけば合格に近づい
ていくはずである。毎日の学習を大切に一つずつできることを増やしていってもらいたい。
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