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史
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問
３

　
下

線
部
Ｃ

の
反

乱
目

的
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
　

橘
諸

兄
政

権
下

に
お

け
る

橘
諸

兄
の

子
の

橘
奈

良
麻

呂
の

排
除

。
ｂ

　
橘

諸
兄

政
権

下
に

お
け

る
空

海
・

橘
逸

勢
と

い
う

学
問

僧
・

留
学

生
の

排
除

。
ｃ

　
橘

諸
兄

政
権

下
に

お
け

る
藤

原
武

智
麻

呂
の

子
の

藤
原

仲
麻

呂
の

排
除

。
ｄ

　
橘

諸
兄

政
権

下
に

お
け

る
玄

昉
・

吉
備

真
備

と
い

う
学

問
僧

・
留

学
生

の
排

除
。

問
４

　
傍

線
部
Ｄ

に
関

連
し

て
、

聖
武

天
皇

が
遷

っ
た

都
と

し
て
誤
っ
て
い
る
も
の

を
次

の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
	大

津
京

	
ｂ

　
難

波
宮

	
ｃ

　
恭

仁
京

	
ｄ

　
紫

香
楽

宮

問
５

　
天

平
文

化
の

作
品

と
建

築
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
　

法
隆

寺
百

済
観

音
像

　
―

　
東

大
寺

法
華

堂
ｂ

　
興

福
寺

阿
修

羅
像

　
　

―
　

室
生

寺
金

堂
ｃ

　
神

護
寺

両
界

曼
荼

羅
　

―
　

醍
醐

寺
五

重
塔

ｄ
　

薬
師

寺
吉

祥
天

像
　

　
―

　
唐

招
提

寺
金

堂
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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
。

　
71

0
年

（
和

銅
３

年
）、

Ａ
元

明
天

皇
の

と
き

に
平

城
京

へ
と

遷
都

が
お

こ
な

わ
れ

た
。

の
ち

に
、

平
安

京
に

遷
る

ま
で

の
時

代
を

奈
良

時
代

と
い

う
。

奈
良

時
代

は
、

藤
原

鎌
足

の
子

藤
原

不
比

等
が

登
場

す
る

。
藤

原
不

比
等

は
、

娘
が

文
武

天
皇

と
婚

姻
関

係
を

結
ん

だ
こ

と
を

き
っ

か
け

に
影

響
力

を
さ

ら
に

強
め

よ
う

と
し

て
い

く
。

不
比

等
の

死
後

、
不

比
等

の
子

ど
も

ら
の

Ｂ
藤

原
武

智
麻

呂
を

長
兄

と
す

る
兄

弟
が

政
治

の
主

導
権

を
握

っ
た

。
し

か
し

、
天

然
痘

の
大

流
行

に
よ

っ
て

藤
原

四
兄

弟
が

相
次

い
で

亡
く

な
っ

た
こ

と
で

、
皇

族
出

身
の

橘
諸

兄
が

政
権

を
握

り
、

そ
れ

を
機

に
Ｃ
藤

原
広

嗣
が

反
乱

を
起

こ
す

な
ど

、
藤

原
氏

の
勢

力
は

一
時

的
に

後
退

す
る

。
　

疫
病

や
反

乱
な

ど
に

よ
る

政
府

の
動

揺
は

お
さ

ま
ら

ず
、
Ｄ
聖

武
天

皇
は

数
年

の
間

に
、

平
城

京
か

ら
都

を
転

々
と

移
す

こ
と

に
な

っ
た

。	
聖

武
天

皇
は

、
74

9
年

に
娘

の
孝

謙
天

皇
に

譲
位

を
し

た
。

孝
謙

天
皇

は
、

一
度

譲
位

し
た

の
ち

、
再

び
即

位
し

て
称

徳
天

皇
と

な
っ

て
政

治
に

た
ず

さ
わ

る
。

皇
位

継
承

者
を

明
確

に
し

て
い

な
か

っ
た

称
徳

天
皇

の
死

後
は

、
藤

原
百

川
ら

が
中

心
と

な
り

、
そ

れ
ま

で
続

い
て

い
た

天
武

系
の

皇
統

に
か

わ
っ

て
、

天
智

天
皇

の
子

施し
き

の
お

う
じ

基
皇

子
の

子
で

あ
る

光
仁

天
皇

を
即

位
さ

せ
る

こ
と

に
な

っ
た

。

問
１

　
下

線
部
Ａ

に
関

連
し

て
、

元
明

天
皇

の
時

代
の

で
き

ご
と

に
つ

い
て

説
明

し
た

も
の

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
　

唐
の

律
令

に
な

ら
い

な
が

ら
、

刑
部

親
王

と
藤

原
不

比
等

ら
が

中
心

と
な

っ
て

大
宝

律
令

を
制

定
し

、
中

央
行

政
組

織
か

ら
地

方
組

織
ま

で
を

整
え

た
。

ｂ
　

和
同

開
珎

を
鋳

造
し

、
銭

貨
の

流
通

を
目

指
し

て
蓄

銭
叙

位
令

を
発

せ
ら

れ
た

が
、

流
通

は
限

定
的

で
、

京
・

畿
内

以
外

で
は

稲
や

布
な

ど
の

物
品

に
よ

る
交

易
が

広
く

お
こ

な
わ

れ
て

い
た

。
ｃ

　
民

間
の

開
墾

に
よ

る
耕

地
拡

大
を

は
か

っ
て

百
万

町
歩

の
開

墾
計

画
を

立
て

、
次

い
で

三
世

一
身

法
を

発
し

て
、

未
開

地
を

開
墾

し
た

場
合

、
三

世
に

わ
た

っ
て

田
地

保
有

を
認

め
る

法
令

を
出

し
た

。
ｄ

　
現

存
す

る
日

本
最

古
の

漢
詩

集
『

懐
風

藻
』

が
編

纂
さ

れ
、

大
友

皇
子

や
大

津
皇

子
な

ど
、

７
世

紀
後

半
以

来
の

漢
詩

を
収

録
し

た
。

問
２

　
下

線
部
Ｂ

に
関

連
す

る
内

容
に

つ
い

て
説

明
し

た
も

の
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
　

妹
の

定
子

を
一

条
天

皇
の

中
宮

と
す

る
こ

と
に

成
功

し
た

。
	

ｂ
　

策
謀

に
よ

っ
て

左
大

臣
の

長
屋

王
を

除
い

て
政

権
を

奪
取

し
た

。
ｃ

　
鎮

護
国

家
思

想
を

背
景

に
大

仏
造

立
の

詔
を

出
し

た
。

ｄ
　

蝦
夷

征
伐

を
実

施
し

、
胆

沢
城

を
築

造
し

て
鎮

守
府

を
多

賀
城

か
ら

移
し

た
。
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問
８

　
下

線
部
Ｂ

に
つ

い
て

享
保

の
改

革
に

お
い

て
実

施
し

た
改

革
の

内
容

を
説

明
し

た
も

の
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
　

財
政

再
建

の
た

め
に

金
銀

貸
借

に
つ

い
て

の
争

い
に

つ
い

て
の

訴
え

を
当

事
者

間
で

解
決

さ
せ

る
こ

と
は

せ
ず

、
幕

府
が

訴
え

を
受

け
付

け
る

こ
と

を
定

め
た

相
対

済
し

令
を

出
し

た
。

ｂ
　

新
田

開
発

を
奨

励
す

る
と

と
も

に
、

一
定

期
間

は
同

じ
年

貢
率

の
定

免
法

か
ら

そ
の

年
の

収
穫

に
応

じ
て

年
貢

率
を

決
め

る
検

見
法

へ
と

改
め

て
年

貢
増

収
を

目
指

し
た

。
ｃ

　
幕

府
財

政
の

収
入

増
大

を
は

か
る

も
の

と
し

て
、

銅
や

真
鍮

の
精

錬
・

売
買

を
つ

か
さ

ど
る

幕
府

直
営

の
銅

座
、

真
鍮

座
を

設
置

し
た

。
ｄ

　
明

暦
の

大
火

以
降

も
た

び
た

び
大

火
に

見
舞

わ
れ

た
江

戸
に

お
い

て
、

火
除

地
な

ど
の

防
火

施
設

を
増

加
し

、
消

火
制

度
の

強
化

す
る

た
め

に
町

方
独

自
の

町
火

消
を

組
織

さ
せ

た
。

問
９

　
下

線
部
Ｃ

に
関

連
し

て
、

享
保

の
改

革
に

お
け

る
人

材
登

用
に

か
か

わ
る

内
容

を
説

明
し

た
も

の
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
　

役
職

に
よ

る
石

高
基

準
を

定
め

、
そ

れ
以

下
の

禄
高

の
も

の
が

役
職

に
就

任
し

た
際

、
在

職
期

間
中

の
み

不
足

の
石

高
を

補
填

す
る

上
げ

米
を

実
施

し
た

。
ｂ

　
旗

本
の

近
藤

重
蔵

を
抜

擢
し

て
択

捉
島

を
探

査
さ

せ
、東

蝦
夷

地
を

直
轄

地
と

し
た

ほ
か

、『
大

日
本

沿
海

輿
地

全
図

』
の

作
成

を
命

じ
た

。
ｃ

　
漢

訳
洋

書
の

輸
入

制
限

を
ゆ

る
め

蛮
書

和
解

御
用

を
設

け
る

一
方

、
青

木
昆

陽
・

野
呂

元
丈

に
オ

ラ
ン

ダ
語

を
習

わ
せ

て
、

と
り

わ
け

青
木

昆
陽

が
救

荒
用

の
甘

藷
の

普
及

を
実

現
さ

せ
た

。
ｄ

　
地

方
の

民
政

・
農

政
に

か
か

わ
る

献
策

書
『

民
間

省
要

』
を

吉
宗

に
献

上
し

た
名

主
の

田
中

丘
隅

を
代

官
に

任
じ

て
民

政
を

担
当

さ
せ

た
。

問
10

　
元

禄
文

化
に

か
か

わ
る

内
容

を
説

明
し

た
も

の
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
　

す
ぐ

れ
た

意
匠

の
蒔

絵
で

知
ら

れ
る

尾
形

光
琳

が
俵

屋
宗

達
の

画
法

を
取

り
入

れ
琳

派
を

ひ
き

い
た

。
ｂ

　
狩

野
永

徳
が

水
墨

画
と

大
和

絵
を

融
合

さ
せ

た
装

飾
画

を
大

成
し

、
多

く
の

障
壁

画
を

描
い

た
。

ｃ
　

近
松

門
左

衛
門

が
『

日
本

永
代

蔵
』

な
ど

町
人

物
と

呼
ば

れ
る

浮
世

草
子

を
著

し
た

。
ｄ

　
出

雲
阿

国
が

阿
国

歌
舞

伎
と

呼
ば

れ
る

か
ぶ

き
踊

り
を

京
都

で
始

め
女

歌
舞

伎
が

盛
ん

に
な

っ
た

。
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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
。

　
17

09
年

、
徳

川
綱

吉
が

死
去

し
た

あ
と

は
、
徳

川
家

宣
が

６
代

将
軍

と
な

っ
た

。
家

宣
は

、
Ａ
綱

吉
時

代
の

政
治

を
刷

新
し

、
側

用
人

	
X

	と
儒

学
者

で
侍

講
の

	
Y

	を
側

近
と

し
て

重
用

し
政

治
を

お
こ

な
っ

た
。

し
か

し
、

家
宣

は
17

12
年

に
病

死
し

、
子

の
家

継
は

、
３

歳
で

将
軍

職
を

継
い

だ
。

幼
少

の
将

軍
の

も
と

、
引

き
続

き
彼

ら
に

よ
る

幕
政

の
主

導
が

続
い

た
が

、
家

継
も

17
16

年
に

急
逝

し
た

。
　

家
継

死
去

に
よ

っ
て

家
康

・
秀

忠
・

家
光

か
ら

続
い

た
直

系
が

途
絶

え
、

紀
伊

藩
主

の
徳

川
吉

宗
が

８
代

将
軍

に
つ

い
た

。
将

軍
と

な
っ

た
吉

宗
は

、幕
政

改
革

を
実

施
す

る
。

こ
れ

を
Ｂ
享

保
の

改
革

と
呼

ぶ
。

吉
宗

は
、綱

吉
以

来
の

側
近

政
治

に
よ

っ
て

遠
ざ

け
ら

れ
て

い
た

譜
代

大
名

か
ら

な
る

老
中

・
若

年
寄

を
重

視
す

る
姿

勢
を

示
し

た
。

ま
た

、
Ｃ
旗

本
を

は
じ

め
と

し
た

新
た

な
人

材
登

用
も

行
っ

た
。

問
６

　
空

欄
Ｘ

と
Ｙ

に
入

る
名

前
の

組
合

せ
と

し
て

正
し

い
も

の
を

次
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　
Ｘ

　
間

部
詮

房
　

　
Ｙ

　
新

井
白

石
ｂ

　
Ｘ

　
堀

田
正

俊
　

　
Ｙ

　
林

羅
山

ｃ
　
Ｘ

　
保

科
正

之
　

　
Ｙ

　
伊

藤
仁

斎
ｄ

　
Ｘ

　
柳

沢
吉

保
　

　
Ｙ

　
熊

沢
蕃

山

問
７

　
下

線
部
Ａ

に
つ

い
て

、
綱

吉
時

代
の

で
き

ご
と

に
つ

い
て

説
明

し
た

も
の

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
　

勘
定

吟
味

役
の

荻
原

重
秀

が
流

通
す

る
小

判
の

改
鋳

を
主

導
し

、
金

の
含

有
率

を
慶

長
小

判
と

同
率

に
し

て
物

価
の

騰
貴

を
お

さ
え

よ
う

と
し

た
。

ｂ
　

明
暦

の
大

火
に

よ
る

江
戸

の
復

興
や

鉱
山

の
産

出
量

減
少

な
ど

に
よ

っ
て

、
財

政
が

収
入

減
と

な
っ

た
た

め
長

崎
貿

易
で

の
金

銀
の

流
出

を
防

ぐ
た

め
貿

易
額

を
定

め
た

海
舶

互
市

新
例

を
発

し
た

。
ｃ

　
儒

学
を

重
視

し
て

、
林

鳳
岡

を
大

学
頭

に
任

じ
て

上
野

忍
ヶ

岡
の

孔
子

廟
と

家
塾

を
新

た
に

湯
島

に
移

し
、

聖
堂

と
学

問
所

を
整

備
し

た
。

ｄ
　

武
家

諸
法

度
を

改
定

し
、

第
一

条
を

「
文

武
忠

孝
を

励
ま

し
、

礼
儀

を
正

す
べ

き
事

」
に

改
め

、
そ

の
ほ

か
に

大
船

建
造

の
禁

令
を

撤
廃

す
る

な
ど

し
た

。
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問
13

　
下

線
部
Ｂ

に
関

し
て

、
大

阪
会

議
に

お
い

て
定

ま
っ

た
方

針
と

し
て
誤
っ
て
い
る
も
の

を
次

の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

立
法

諮
問

機
関

で
あ

る
元

老
院

の
設

置
ｂ

　
殖

産
興

業
や

地
方

行
政

を
担

当
す

る
内

務
省

の
設

置
ｃ

　
最

高
裁

判
所

に
あ

た
る

大
審

院
の

設
置

ｄ
　

府
知

事
・

県
令

を
集

め
る

地
方

官
会

議
の

開
催

問
14

　
下

線
部
Ｃ

に
関

連
し

て
、

第
一

次
伊

藤
博

文
内

閣
の

と
き

の
で

き
ご

と
に

つ
い

て
説

明
し

た
も

の
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
　

大
日

本
帝

国
憲

法
が

発
布

さ
れ

、
総

選
挙

の
実

施
を

前
に

超
然

主
義

の
立

場
を

声
明

し
て

政
党

と
の

対
決

の
姿

勢
を

示
し

た
。

ｂ
　

中
央

銀
行

と
し

て
日

本
銀

行
を

設
立

し
、

銀
兌

換
の

貨
幣

制
度

を
導

入
す

る
い

っ
ぽ

う
で

、
緊

縮
財

政
と

デ
フ

レ
政

策
に

よ
っ

て
農

村
の

困
窮

を
招

い
た

。
ｃ

　
井

上
馨

外
相

に
よ

る
条

約
改

正
交

渉
の

失
敗

を
き

っ
か

け
に

三
大

事
件

建
白

運
動

が
お

こ
り

民
権

派
の

動
き

が
活

発
に

な
っ

た
た

め
、

在
京

の
民

権
派

を
東

京
か

ら
追

放
す

る
保

安
条

例
を

公
布

し
た

。
ｄ

　
ロ

シ
ア

と
の

あ
い

だ
で

樺
太

・
千

島
交

換
条

約
を

結
び

、
さ

ら
に

小
笠

原
諸

島
に

内
務

省
か

ら
の

出
張

所
を

お
い

て
統

治
を

再
開

し
て

、
日

本
の

領
土

を
国

際
的

に
画

定
し

た
。

問
15

　
下

線
部
Ｄ

に
関

連
し

て
、

第
１

回
帝

国
議

会
に

か
か

わ
る

内
容

を
説

明
し

た
も

の
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
　

第
１

次
山

縣
有

朋
内

閣
の

下
で

召
集

さ
れ

、
山

縣
は

施
政

方
針

演
説

の
な

か
で

、「
主

権
線

」
と

「
利

益
線

」
の

確
保

の
た

め
の

軍
事

費
増

強
の

必
要

を
主

張
し

た
。

ｂ
　

第
１

次
山

縣
有

朋
内

閣
の

下
で

召
集

さ
れ

、
山

縣
は

施
政

方
針

演
説

の
な

か
で

、
政

費
節

減
・

民
力

休
養

を
主

張
し

て
、

地
租

軽
減

の
必

要
を

主
張

し
た

。
ｃ

　
第

１
次

松
方

正
義

内
閣

の
下

で
召

集
さ

れ
、

松
方

は
地

方
制

度
改

革
と

し
て

府
県

会
規

則
に

か
わ

っ
て

、
府

県
制

・
郡

制
を

制
定

し
、

地
方

自
治

制
を

制
度

的
に

確
立

し
た

。
ｄ

　
第

１
次

松
方

正
義

内
閣

の
下

で
召

集
さ

れ
、

松
方

は
予

算
審

議
に

お
い

て
民

党
と

衝
突

し
て

折
り

合
わ

ず
、

初
め

て
の

衆
議

院
解

散
を

お
こ

な
っ

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
。

　
征

韓
論

に
敗

北
し

て
18

73
年

に
明

治
六

年
の

政
変

で
下

野
し

た
Ａ
板

垣
退

助
や

後
藤

象
二

郎
は

、
18

74
年

、
愛

国
公

党
を

結
成

す
る

と
と

も
に

民
撰

議
院

設
立

の
建

白
書

を
左

院
に

提
出

し
た

。
こ

れ
を

契
機

に
国

内
で

は
国

会
開

設
に

か
か

わ
る

議
論

が
盛

ん
に

な
り

、
自

由
民

権
運

動
が

お
こ

っ
た

。
　

政
府

も
18

75
年

の
Ｂ
大

阪
会

議
に

よ
っ

て
「

漸
次

立
憲

政
体

樹
立

の
詔

」
を

発
布

し
た

。
多

く
の

準
備

が
必

要
な

た
め

、
時

間
を

か
け

て
国

会
開

設
を

実
現

す
る

と
い

う
も

の
で

あ
っ

た
。

と
こ

ろ
が

、
18

81
年

夏
に

開
拓

使
官

有
物

払
下

げ
事

件
が

お
き

て
、

民
権

派
か

ら
の

批
判

に
抗

し
き

れ
な

い
と

判
断

し
た

政
府

は
、

９
年

後
の

国
会

開
設

を
約

束
す

る
国

会
開

設
の

詔
を

発
し

た
。

　
国

家
開

設
に

先
立

ち
、

政
府

機
構

の
改

革
が

行
わ

れ
た

。
18

85
年

12
月

、
太

政
官

制
が

廃
さ

れ
Ｃ
内

閣
制

度
を

制
定

し
た

。
　

ま
た

、
憲

法
制

定
の

た
め

、
立

憲
政

治
の

調
査

を
終

え
て

18
83

年
に

帰
国

し
た

伊
藤

博
文

は
、

X
	や

ド
イ

ツ
人

の
法

律
顧

問
	

Y
	ら

の
助

言
を

得
て

憲
法

及
び

付
属

諸
法

令
の

起
草

に
と

り
か

か
っ

た
。

大
日

本
帝

国
憲

法
の

発
布

後
の

18
90

年
７

月
に

日
本

最
初

の
衆

議
院

議
員

総
選

挙
が

実
施

さ
れ

た
後

、
D
第

一
議

会
が

開
か

れ
る

こ
と

に
な

る
。

問
11

　
空

欄
X

と
Y

に
入

る
名

前
の

組
合

せ
と

し
て

正
し

い
も

の
を

次
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　
Ｘ

　
井

上
馨

　
　

　
　
Ｙ

　
フ

ル
ベ

ッ
キ

ｂ
　
Ｘ

　
金

子
堅

太
郎

　
　
Ｙ

　
ボ

ア
ソ

ナ
ー

ド
ｃ

　
Ｘ

　
井

上
毅

　
　

　
　
Ｙ

　
ロ

エ
ス

レ
ル

ｄ
　
Ｘ

　
大

隈
重

信
　

　
　
Ｙ

　
ク

ラ
ー

ク

問
12

　
下

線
部
Ａ

に
関

連
し

て
、

明
治

六
年

の
政

変
で

下
野

し
た

後
の

板
垣

退
助

の
動

き
に

つ
い

て
説

明
し

た
も

の
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
　

佐
賀

で
不

平
士

族
た

ち
に

迎
え

入
れ

ら
れ

て
征

韓
党

の
首

領
と

な
り

、
政

府
に

対
し

て
反

乱
を

お
こ

し
、

佐
賀

の
乱

を
主

導
し

た
が

鎮
圧

さ
れ

た
。

ｂ
　

イ
ギ

リ
ス

流
の

議
院

内
閣

制
を

主
張

す
る

立
憲

改
進

党
を

結
成

し
、

主
に

都
市

部
の

実
業

家
や

知
識

人
を

支
持

基
盤

と
し

て
活

動
し

た
。

ｃ
　

土
佐

で
片

岡
健

吉
と

と
も

に
立

志
社

を
起

こ
し

、
さ

ら
に

民
権

派
の

全
国

組
織

を
目

指
し

て
愛

国
社

を
大

阪
に

設
立

し
た

。
ｄ

　
政

府
直

轄
軍

と
し

て
編

成
さ

れ
て

い
た

御
親

兵
を

近
衛

兵
と

し
て

再
編

す
る

と
と

も
に

、
国

民
皆

兵
を

原
則

と
す

る
徴

兵
令

を
公

布
し

た
。
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問
18

　
下

線
部
Ｃ

に
関

連
し

て
、

戦
後

に
生

ま
れ

た
政

党
に

つ
い

て
説

明
し

た
も

の
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
　

日
本

自
由

党
は

、
出

獄
し

た
徳

田
球

一
や

志
賀

義
雄

ら
に

よ
っ

て
合

法
政

党
と

し
て

結
成

さ
れ

た
。

ｂ
　

日
本

社
会

党
は

、
旧

立
憲

政
友

会
系

で
翼

賛
選

挙
時

の
非

推
薦

議
員

を
中

心
に

し
て

鳩
山

一
郎

を
総

裁
に

結
成

さ
れ

た
。

ｃ
　

日
本

進
歩

党
は

、
旧

立
憲

民
政

党
系

で
翼

賛
議

会
に

お
け

る
大

日
本

政
治

会
所

属
の

議
員

を
中

心
に

し
て

結
成

さ
れ

た
。

ｄ
　

日
本

共
産

党
は

、
旧

無
産

政
党

の
各

派
を

統
合

し
て

片
山

哲
に

よ
り

結
成

さ
れ

た
。

問
19

　
下

線
部
Ｄ

に
関

連
し

て
、

占
領

下
に

お
け

る
経

済
改

革
の

過
程

で
お

き
た

で
き

ご
と

に
つ

い
て

説
明

し
た

も
の

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
　

労
働

者
に

よ
る

生
産

管
理

闘
争

が
活

発
に

な
り

、
19

47
年

２
月

１
日

に
官

公
庁

労
働

者
を

中
心

と
し

て
基

幹
産

業
を

巻
き

込
む

ゼ
ネ

ラ
ル

＝
ス

ト
ラ

イ
キ

へ
と

突
入

し
た

。
ｂ

　
19

49
年

、
第

３
次

吉
田

茂
内

閣
で

は
、

１
ド

ル
＝

36
0
円

の
単

一
為

替
レ

ー
ト

を
設

定
し

、
日

本
経

済
を

国
際

社
会

に
復

帰
さ

せ
て

輸
出

振
興

を
は

か
ろ

う
と

し
た

。
ｃ

　
19

46
年

12
月

に
第

１
次

吉
田

茂
内

閣
は

、
繊

維
工

業
・

自
動

車
工

業
な

ど
の

重
要

産
業

部
門

に
資

材
と

資
金

を
集

中
す

る
傾

斜
生

産
方

式
を

閣
議

決
定

し
た

。
ｄ

　
19

48
年

、
第

２
次

吉
田

茂
内

閣
は

、
ド

ッ
ジ

＝
ラ

イ
ン

に
し

た
が

い
赤

字
を

許
さ

な
い

超
均

衡
予

算
を

編
成

し
た

た
め

に
イ

ン
フ

レ
が

進
行

し
不

況
が

深
刻

化
し

、
中

小
企

業
の

倒
産

が
増

大
し

た
。

問
20

　
下

線
部
E

に
関

連
し

て
、

占
領

期
に

お
け

る
文

化
に

つ
い

て
説

明
し

た
も

の
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
　

19
49

 年
に

理
論

物
理

学
者

の
朝

永
振

一
郎

が
日

本
人

で
は

じ
め

て
ノ

ー
ベ

ル
賞

を
受

賞
し

た
。

ｂ
　

19
49

 年
の

法
隆

寺
金

堂
壁

画
の

焼
損

を
き

っ
か

け
に

文
化

財
保

護
法

が
制

定
さ

れ
た

。
ｃ

　
19

46
 年

の
相

沢
忠

洋
に

よ
る

石
器

の
発

見
に

よ
っ

て
登

呂
遺

跡
の

発
掘

調
査

が
な

さ
れ

た
。

ｄ
　

白
黒

テ
レ

ビ
・

電
気

洗
濯

機
・

電
気

冷
蔵

庫
の

い
わ

ゆ
る

「
三

種
の

神
器

」
が

急
速

に
普

及
し

た
。

2
0
2
4
-
s
e
t
0
1
-
ブ

ッ
ク

.
i
n
d
b
 
 
 
3
3

2
0
2
3
/
1
2
/
1
1
 
 
 
1
7
:
4
5
:
4
6

―
	3

2	
―

Ⅳ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

以
下

の
問

い
（

問
16

〜
問

20
）

に
答

え
な

さ
い

。

　
19

45
年

８
月

14
日

、
日

本
は

、
連

合
国

側
に

Ａ
ポ

ツ
ダ

ム
宣

言
の

受
諾

を
通

告
し

た
。

日
本

は
、

マ
ッ

カ
ー

サ
ー

を
最

高
司

令
官

と
す

る
連

合
国

軍
最

高
司

令
官

総
司

令
部
（

GH
Q
/S

CA
P）

の
間

接
統

治
下

に
置

か
れ

る
こ

と
に

な
っ

た
。

マ
ッ

カ
ー

サ
ー

は
、

幣
原

喜
重

郎
内

閣
に

対
し

て
、

国
内

の
民

主
化

を
目

的
と

し
た

Ｂ
五

大
改

革
指

令
の

実
行

を
求

め
た

の
を

始
め

、
公

職
追

放
や

極
東

国
際

軍
事

裁
判

所
の

設
置

な
ど

を
実

行
し

て
い

っ
た

。
　

民
主

化
改

革
の

な
か

で
、

Ｃ
次

々
と

政
党

が
復

活
な

い
し

は
結

成
さ

れ
、

日
本

共
産

党
も

合
法

的
活

動
を

開
始

し
た

。
そ

し
て

19
46

年
４

月
、

戦
後

初
の

総
選

挙
が

お
こ

な
わ

れ
、

吉
田

茂
内

閣
が

誕
生

し
た

。
　

占
領

期
の

経
済

改
革

は
、

ま
ず

経
済

の
民

主
化

政
策

に
は

じ
ま

り
、

そ
の

後
、

占
領

後
期

に
「

経
済

安
定

九
原

則
」

を
ア

メ
リ

カ
政

府
が

発
表

し
、

さ
ら

に
ド

ッ
ジ

＝
ラ

イ
ン

に
よ

る
超

均
衡

予
算

が
組

ま
れ

た
こ

と
で

、
Ｄ
経

済
の

安
定

化
お

よ
び

市
場

経
済

化
へ

と
移

行
し

た
。

そ
の

背
後

に
は

、
日

本
へ

の
援

助
で

あ
る

ガ
リ

オ
ア

資
金

や
エ

ロ
ア

資
金

が
ア

メ
リ

カ
の

負
担

で
な

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

問
題

視
さ

れ
た

こ
と

や
、

東
西

冷
戦

と
い

う
国

際
情

勢
な

ど
を

踏
ま

え
、

日
本

を
早

く
復

興
さ

せ
る

べ
き

だ
と

い
う

方
向

へ
と

ア
メ

リ
カ

国
内

意
見

が
ま

と
ま

っ
た

こ
と

が
原

因
と

し
て

あ
げ

ら
れ

る
。

　
そ

し
て

、
イ

ン
フ

レ
が

収
ま

り
物

価
上

昇
も

安
定

化
す

る
な

か
で

安
定

恐
慌

も
発

生
す

る
。

こ
の

よ
う

な
不

況
の

最
中

に
朝

鮮
戦

争
が

勃
発

し
た

。
日

本
経

済
は

、
い

わ
ゆ

る
特

需
景

気
が

お
こ

り
、

息
を

吹
き

返
し

た
。

そ
の

後
、

19
51

年
に

サ
ン

フ
ラ

ン
シ

ス
コ

で
講

和
会

議
が

開
か

れ
、

日
本

は
48

ヶ
国

と
の

間
で

サ
ン

フ
ラ

ン
シ

ス
コ

平
和

条
約

を
調

印
し

、
翌

年
４

月
に

条
約

が
発

効
し

て
Ｅ
占

領
は

終
結

し
た

。

問
16

　
下

線
部

Ａ
に

関
連

し
て

、
ポ

ツ
ダ

ム
宣

言
受

諾
後

の
動

き
に

つ
い

て
説

明
し

た
も

の
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
　

ポ
ツ

ダ
ム

宣
言

受
諾

後
に

総
辞

職
し

た
鈴

木
貫

太
郎

内
閣

に
か

わ
っ

て
東

久
邇

宮
稔

彦
が

組
閣

し
て

旧
日

本
軍

の
武

装
解

除
な

ど
に

あ
た

っ
た

が
、

人
権

使
令

の
実

行
を

た
め

ら
い

総
辞

職
し

た
。

ｂ
　

ア
メ

リ
カ

軍
艦

ミ
ズ

ー
リ

号
上

で
の

降
伏

文
書

署
名

後
に

総
辞

職
し

た
鈴

木
貫

太
郎

内
閣

に
か

わ
っ

て
東

久
邇

宮
稔

彦
が

組
閣

し
、

旧
日

本
軍

の
武

装
解

除
な

ど
に

あ
た

っ
た

。
ｃ

　
ポ

ツ
ダ

ム
宣

言
受

諾
の

後
に

総
辞

職
し

た
幣

原
喜

重
郎

内
閣

に
か

わ
っ

て
、

東
久

邇
宮

稔
彦

が
組

閣
し

た
が

、
人

権
使

令
の

実
行

を
た

め
ら

い
総

辞
職

し
た

。
ｄ

　
連

合
国

軍
の

進
駐

受
け

入
れ

を
主

導
し

た
後

に
総

辞
職

し
た

鈴
木

貫
太

郎
内

閣
に

か
わ

っ
て

、
幣

原
喜

重
郎

が
内

閣
を

組
織

し
、

旧
日

本
軍

の
武

装
解

除
な

ど
に

あ
た

っ
た

。

問
17

　
下

線
部

Ｂ
に

関
し

て
、

五
大

改
革

指
令

に
つ

い
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
　

天
皇

の
人

間
宣

言
イ

　
国

家
と

神
道

と
の

分
離

ウ
　

労
働

組
合

の
結

成
奨

励
エ

　
経

済
機

構
の

民
主

化

ａ
　

ア
・

イ
 

ｂ
　

ア
・

ウ
 

ｃ
　

イ
・

エ
 

ｄ
　

ウ
・

エ

2
0
2
4
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
b
 
 
 
3
2

2
0
2
3
/
1
2
/
1
1
 
 
 
1
7
:
4
5
:
4
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0
2
4
年
度

―
	3

4	
―

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

　
北

条
時

頼
に

よ
る

執
権

政
治

の
強

化
に

つ
い

て
、

12
0
文

字
程

度
で

説
明

し
な

さ
い

。

問
22

　
第

一
次

護
憲

運
動

に
つ

い
て

12
0
文

字
程

度
で

説
明

し
な

さ
い

。

2
0
2
4
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
b
 
 
 
3
4

2
0
2
3
/
1
2
/
1
1
 
 
 
1
7
:
4
5
:
4
6




