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問
２

　
下

線
部
A

に
関

す
る

説
明

と
し

て
、

も
っ

と
も

適
切

な
も

の
を

下
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

17
世

紀
に

は
世

界
の

銀
の

お
よ

そ
3
分

の
1
を

日
本

が
産

出
し

て
い

た
と

い
わ

れ
、

そ
の

多
く

は
中

国
へ

輸
出

さ
れ

て
い

た
。

ｂ
　

16
世

紀
に

他
の

国
に

先
ん

じ
て

オ
ラ

ン
ダ

が
イ

ン
ド

洋
交

易
に

参
入

し
た

が
、

そ
の

後
ポ

ル
ト

ガ
ル

の
東

イ
ン

ド
会

社
に

武
力

で
駆

逐
さ

れ
た

。
ｃ

　
イ

ギ
リ

ス
は

東
イ

ン
ド

会
社

を
設

立
し

東
南

ア
ジ

ア
貿

易
に

進
出

し
よ

う
と

し
た

が
、

オ
ラ

ン
ダ

と
争

っ
て

敗
れ

た
た

め
、

進
出

先
を

中
国

に
変

更
し

た
。

ｄ
　

明
か

ら
清

の
時

代
に

は
、

陶
磁

器
な

ど
の

手
工

業
品

が
特

産
品

と
し

て
輸

出
さ

れ
、

対
価

と
し

て
金

が
支

払
わ

れ
た

た
め

清
で

は
金

を
中

心
と

し
た

経
済

が
発

達
し

た
。

問
３

　
下

線
部
B

に
関

す
る

説
明

と
し

て
、

も
っ

と
も

適
切

な
も

の
を

下
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

長
崎

で
は

オ
ラ

ン
ダ

と
中

国
に

の
み

交
易

が
許

さ
れ

、
オ

ラ
ン

ダ
に

対
し

て
は

商
館

を
出

島
に

移
し

日
本

人
と

の
接

触
を

管
理

す
る

こ
と

を
条

件
に

キ
リ

ス
ト

教
の

布
教

を
認

め
た

。
ｂ

　
対

馬
に

設
け

ら
れ

た
倭

館
に

は
幕

府
の

人
間

が
派

遣
さ

れ
、

朝
鮮

通
信

使
と

の
交

流
な

ど
朝

鮮
と

の
外

交
・

交
易

を
幕

府
が

直
接

管
理

し
た

。
ｃ

　
薩

摩
藩

に
よ

っ
て

監
督

下
に

お
か

れ
た

琉
球

王
国

は
中

国
と

の
朝

貢
貿

易
を

続
け

た
た

め
、

江
戸

幕
府

は
薩

摩
を

通
じ

て
琉

球
王

国
と

交
易

を
す

る
だ

け
で

な
く

、
中

国
や

他
国

と
の

交
易

も
間

接
的

に
行

っ
た

。
ｄ

　
江

戸
幕

府
は

松
前

藩
を

通
じ

て
蝦

夷
地

の
ア

イ
ヌ

と
の

交
易

を
行

っ
て

い
た

が
、

や
が

て
ア

イ
ヌ

の
統

一
国

家
が

出
現

す
る

と
対

等
な

外
交

関
係

を
結

ぶ
こ

と
と

な
っ

た
。

問
４

　
下

線
部
C

に
関

す
る

説
明

と
し

て
、

も
っ

と
も

適
切

な
も

の
を

下
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

中
国

で
高

級
食

材
と

し
て

消
費

さ
れ

て
い

た
ふ

か
ひ

れ
の

主
要

な
産

地
は

日
本

で
あ

り
、

干
し

て
か

ら
俵

に
詰

め
て

輸
出

さ
れ

た
た

め
「

俵
物

」
と

よ
ば

れ
た

。
ｂ

　
大

坂
は

全
国

の
商

品
作

物
の

換
金

場
所

や
、

江
戸

へ
の

供
給

源
と

し
て

の
役

割
を

果
た

し
て

お
り

、
物

資
の

受
け

入
れ

は
主

に
参

勤
交

代
に

よ
っ

て
整

備
さ

れ
た

陸
路

に
よ

っ
て

行
わ

れ
た

。
ｃ

　
蝦

夷
地

で
採

取
さ

れ
た

昆
布

は
、

西
廻

り
航

路
で

大
坂

、
そ

の
後

長
崎

へ
運

ば
れ

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
へ

輸
出

さ
れ

た
。

こ
う

し
た

海
路

は
近

年
で

は
「

昆
布

ロ
ー

ド
」

と
も

呼
ば

れ
て

い
る

。
ｄ

　
も

と
も

と
肥

料
と

し
て

活
用

さ
れ

て
い

た
い

わ
し

は
、

新
し

い
調

理
法

が
見

つ
か

っ
た

た
め

食
料

と
し

て
の

需
要

が
増

し
、

肥
料

と
し

て
使

わ
れ

る
こ

と
が

少
な

く
な

っ
た

。
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【
共
通
】

Ⅰ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

以
下

の
問

い
（
問
１

〜
問
６

）
に

答
え

な
さ

い
。

　
17

世
紀

に
な

る
と

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
の

奴
隷

商
人

は
、

西
ア

フ
リ

カ
で

綿
織

物
や

	
ア

	と
引

き
換

え
に

黒
人

奴
隷

を
買

い
、

ア
メ

リ
カ

大
陸

へ
輸

送
す

る
と

、
ア

メ
リ

カ
大

陸
か

ら
は

砂
糖

・
コ

ー
ヒ

ー
・

た
ば

こ
・

毛
皮

な
ど

と
と

も
に

	
イ

	を
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

へ
と

運
ん

だ
。

こ
う

し
て

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
へ

と
運

ば
れ

た
	

イ
	は

、
Ａ
ア

ジ
ア

に
お

け
る

日
本

や
中

国
と

の
交

易
で

用
い

ら
れ

た
。

　
17

世
紀

に
成

立
し

た
江

戸
幕

府
は

、
キ

リ
ス

ト
教

へ
の

警
戒

か
ら

徐
々

に
他

国
と

の
交

易
を

制
限

し
、
Ｂ
長

崎
・

対
馬

・
薩

摩
・

松
前

の
4
か

所
で

の
み

海
外

と
の

交
易

を
認

め
た

。
18

世
紀

に
は

農
地

の
集

約
化

や
問

屋
制

家
内

工
業

に
よ

っ
て

商
品

作
物

や
工

業
製

品
の

生
産

が
可

能
と

な
り

、
Ｃ
各

地
に

生
ま

れ
た

特
産

品
が

江
戸

や
大

坂
に

運
ば

れ
た

。
　

江
戸

幕
府

の
成

立
と

同
じ

頃
に

中
国

東
北

部
に

成
立

し
た

清
は

、
17

世
紀

後
半

に
は

明
が

滅
ん

だ
後

に
中

国
王

朝
と

し
て

の
地

位
を

確
立

し
た

。
清

は
明

か
ら
Ｄ
伝

統
的

な
冊

封
関

係
を

引
き

継
い

だ
だ

け
で

な
く

、
18

世
紀

頃
に

形
成

さ
れ

た
海

上
交

易
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

利
用

し
、

ア
ジ

ア
や

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
諸

国
と

の
交

易
を

活
発

に
行

い
、

東
・

東
南

ア
ジ

ア
で

清
を

中
心

と
す

る
国

際
秩

序
を

形
作

っ
た

。
　

江
戸

幕
府

や
清

の
成

立
と

同
じ

頃
、

地
中

海
沿

岸
で

は
イ

ス
タ

ン
ブ

ー
ル

を
首

都
と

す
る

	
ウ

	が
地

中
海

の
大

半
、

黒
海

、紅
海

、ペ
ル

シ
ャ

湾
を

支
配

下
に

置
き

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
と

ア
ジ

ア
を

結
ぶ

貿
易

ル
ー

ト
を

押
さ

え
て

い
た

。
特

に
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

か
ら

イ
ン

ド
洋

へ
か

け
て

は
、

サ
フ

ァ
ヴ

ィ
ー

朝
や

	
エ

	と
と

も
に

商
業

ル
ー

ト
を

整
備

し
、

交
易

を
通

じ
て

繁
栄

し
て

い
た

。

問
１
　

空
欄

	
ア

	と
	

イ
	に

入
る

言
葉

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
　
ア

	火
器

	　
　
イ

	金
ｂ

　
ア

	火
器

　
　

	イ
	銀

ｃ
　
ア

	陶
磁

器
	　
イ

	金
ｄ

　
ア

	陶
磁

器
　

	イ
	銀
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Ⅱ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

以
下

の
問

い
（
問
７

〜
問
12

）
に

答
え

な
さ

い
。

　
19

世
紀

末
か

ら
20

世
紀

は
じ

め
の

西
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

で
は

、
農

民
・

労
働

者
な

ど
職

業
的

な
枠

を
超

え
た

新
し

い
集

団
が

国
民

の
多

く
を

占
め

る
大

衆
社

会
が

成
立

し
た

。
Ａ
人

々
の

政
治

参
加

も
各

国
で

活
発

に
な

っ
て

い
っ

た
。	

ま
た

、
大

量
に

生
産

さ
れ

る
新

商
品

が
、

百
貨

店
な

ど
に

よ
っ

て
労

働
者

や
農

村
の

人
々

を
も

含
む

消
費

者
に

届
け

ら
れ

、
大

量
消

費
の

時
代

が
始

ま
っ

た
。
Ｂ
そ

れ
は

ま
た

、
大

衆
文

化
の

始
ま

り
で

も
あ

っ
た

。	
特

に
、
Ｃ
第

一
次

世
界

大
戦

中
の

ア
メ

リ
カ

は
、

経
済

や
文

化
の

面
で

繁
栄

の
時

代
を

迎
え

た
。	

先
進

国
で

の
大

衆
社

会
の

成
立

に
は

、
Ｄ
マ

ス
メ

デ
ィ

ア
の

発
達

も
大

き
な

役
割

を
果

た
し

た
。

　
世

界
で

広
が

っ
て

い
た

大
衆

の
政

治
参

加
の

動
き

は
、

日
本

で
も

始
ま

っ
て

い
た

。
19

25
年

に
	

X
	を

首
相

と
し

た
内

閣
は

、
満

25
歳

以
上

の
男

性
に

選
挙

権
を

与
え

る
男

子
普

通
選

挙
を

実
現

さ
せ

た
。

憲
政

会
と

立
憲

政
友

会
が

交
互

に
政

権
を

担
当

す
る

時
代

が
続

い
た

。
第

1
党

の
党

首
が

内
閣

を
組

織
す

る
慣

例
は

、
Y

	と
よ

ば
れ

、
主

要
新

聞
や

知
識

人
か

ら
支

持
さ

れ
た

。
ま

た
、

マ
ス

メ
デ

ィ
ア

の
発

達
は

欧
米

諸
国

と
同

様
に

、
Ｅ
日

本
で

も
都

市
部

の
大

衆
の

生
活

を
支

え
て

い
た

。

問
７

　
下

線
部
A

に
関

連
す

る
内

容
を

説
明

し
た

も
の

と
し

て
、

も
っ

と
も

適
切

な
も

の
を

下
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

20
世

紀
と

な
る

と
、

フ
ラ

ン
ス

で
財

産
に

よ
る

制
限

選
挙

か
ら

男
子

普
通

選
挙

へ
の

移
行

が
よ

う
や

く
始

ま
っ

た
。

ｂ
　

20
世

紀
初

頭
に

、
ア

メ
リ

カ
で

は
黒

人
を

含
む

成
人

男
子

の
選

挙
権

が
認

め
ら

れ
る

よ
う

に
な

っ
た

。
ｃ

　
経

済
不

振
が

続
い

た
イ

ギ
リ

ス
で

は
、

国
民

が
総

力
戦

を
担

っ
た

こ
と

か
ら

、
19

18
年

に
成

年
男

性
と

共
に

女
性

に
も

選
挙

権
が

拡
大

し
た

。
ｄ

　
イ

ギ
リ

ス
自

治
領

の
カ

ナ
ダ

や
イ

ン
ド

な
ど

は
、

イ
ギ

リ
ス

本
国

と
同

等
の

権
利

が
認

め
ら

れ
、

イ
ギ

リ
ス

連
邦

の
州

と
な

っ
た

。

問
８

　
下

線
部
B

に
関

連
す

る
内

容
を

説
明

し
た

も
の

と
し

て
、
誤
っ
て
い
る
も
の

を
下

の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
	

度
重

な
る

社
会

運
動

の
結

果
と

し
て

、
労

働
者

の
労

働
時

間
が

短
縮

し
、

余
暇

時
間

が
の

び
た

。
ｂ

　
海

水
浴

場
や

遊
園

地
、

旅
行

会
社

な
ど

の
レ

ジ
ャ

ー
産

業
が

発
展

し
た

。
ｃ

　
安

価
な

新
聞

・
雑

誌
や

大
衆

小
説

が
登

場
し

、
近

代
ス

ポ
ー

ツ
が

発
達

し
た

。
ｄ

　
19

20
年

代
に

テ
レ

ビ
放

送
が

始
ま

り
、

モ
ノ

ク
ロ

テ
レ

ビ
が

家
庭

に
も

普
及

し
始

め
た

。
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問
５

　
下

線
部
D

に
関

す
る

説
明

と
し

て
、

も
っ

と
も

適
切

な
も

の
を

下
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

18
世

紀
半

ば
に

は
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

船
の

来
航

を
広

州
に

限
定

し
た

が
、

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
で

東
ア

ジ
ア

製
品

が
流

行
し

て
い

た
た

め
に

貿
易

額
は

増
加

し
た

。
ｂ

　
ア

ジ
ア

諸
国

と
の

貿
易

で
は

、
清

は
綿

花
や

砂
糖

な
ど

の
特

産
品

を
輸

出
し

、
東

南
ア

ジ
ア

か
ら

は
米

を
、

イ
ン

ド
か

ら
は

生
糸

や
綿

織
物

な
ど

を
輸

入
し

た
。

ｃ
　

清
は

海
上

武
装

勢
力

で
あ

る
台

湾
の

鄭
氏

と
は

友
好

的
な

関
係

を
築

き
、

海
上

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
治

安
を

維
持

す
る

た
め

の
武

力
と

し
て

利
用

し
た

。
ｄ

　
清

の
経

済
発

展
は

働
き

手
に

対
す

る
需

要
を

生
み

出
し

た
た

め
、

海
上

交
易

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
通

じ
て

東
南

ア
ジ

ア
各

地
か

ら
清

へ
移

住
す

る
人

々
が

増
え

、
清

国
内

に
独

自
の

居
住

区
が

作
ら

れ
た

。

問
６

　
空

欄
	

ウ
	と

	
エ

	に
入

る
言

葉
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
　
ウ

	ビ
ザ

ン
ツ

帝
国

　
エ

	デ
リ

ー
＝

ス
ル

タ
ン

朝
ｂ

　
ウ

	ビ
ザ

ン
ツ

帝
国

　
エ

	ム
ガ

ル
帝

国
ｃ

　
ウ

	オ
ス

マ
ン

帝
国

　
エ

	デ
リ

ー
＝

ス
ル

タ
ン

朝
ｄ

　
ウ

	オ
ス

マ
ン

帝
国

　
エ

	ム
ガ

ル
帝

国

2
0
2
5
-
s
e
t
0
2
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
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問
12

	
下

線
部
E
に

関
連

す
る

内
容

を
説

明
し

た
も

の
と

し
て

、
誤
っ
て
い
る
も
の

を
下

の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

東
京

で
は

、
世

田
谷

な
ど

郊
外

に
も

映
画

館
が

立
ち

並
ぶ

繁
華

街
が

形
成

さ
れ

た
。

ｂ
　

低
廉

な
円

本
や

文
庫

本
が

発
刊

さ
れ

た
。

ｃ
　

ラ
ジ

オ
放

送
が

開
始

さ
れ

た
。

ｄ
　

新
聞

の
な

か
に

は
部

数
が

10
0
万

部
を

超
え

る
も

の
が

現
れ

た
。

2
0
2
5
-
s
e
t
0
2
-
ブ

ッ
ク

.
i
n
d
b
 
 
 
3
7

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

―
	3

6	
―

問
９

	
下

線
部

C
に

関
連

し
て

、
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
　

ア
メ

リ
カ

は
、

第
一

次
世

界
大

戦
中

と
そ

の
後

に
、

イ
ギ

リ
ス

や
ド

イ
ツ

な
ど

に
多

く
の

資
金

を
貸

し
た

。
こ

う
し

て
、

国
際

金
融

の
中

心
は

、
イ

ギ
リ

ス
の

ロ
ン

ド
ン

か
ら

ア
メ

リ
カ

の
ロ

サ
ン

ゼ
ル

ス
に

移
っ

た
。

イ
　

ア
メ

リ
カ

国
内

で
は

、
所

得
格

差
や

労
働

条
件

の
改

善
が

行
わ

れ
、

白
人

の
ホ

ワ
イ

ト
カ

ラ
ー

層
の

み
な

ら
ず

、
黒

人
や

ア
ジ

ア
系

な
ど

の
移

民
を

含
め

、
購

買
力

の
あ

る
人

々
が

増
大

し
た

。

ａ
　

ア
	正

　
イ

 正
ｂ

　
ア

	正
　

イ
	誤

　
　

　
　

ｃ
　

ア
	誤

　
イ

 正
ｄ

　
ア

	誤
　

イ
	誤

問
10

	下
線

部
D

に
関

連
す

る
内

容
を

説
明

し
た

も
の

と
し

て
、

も
っ

と
も

適
切

な
も

の
を

下
の

ａ
〜

ｄ
の

う
ち

か
ら

一
つ

選
び

な
さ

い
。

ａ
　

マ
ス

メ
デ

ィ
ア

の
発

達
に

よ
り

、
不

特
定

多
数

の
人

が
同

時
に

情
報

を
得

ら
れ

る
よ

う
に

な
り

、
情

報
を

握
る

少
数

の
人

々
に

よ
る

大
衆

操
作

の
危

険
が

し
だ

い
に

な
く

な
っ

て
い

っ
た

。
ｂ

　
新

聞
や

雑
誌

は
、

初
等

教
育

の
普

及
と

識
字

率
の

向
上

に
よ

り
、

少
し

ず
つ

読
ま

れ
る

よ
う

に
な

っ
た

が
、

庶
民

の
手

に
は

届
か

な
い

も
の

で
あ

っ
た

。
ｃ

　
こ

の
時

期
の

マ
ス

メ
デ

ィ
ア

は
、

大
衆

に
娯

楽
を

提
供

す
る

媒
体

と
し

て
機

能
し

た
も

の
の

、
商

品
を

宣
伝

す
る

広
告

の
場

に
は

な
ら

な
か

っ
た

。
ｄ

　
巨

大
な

情
報

に
覆

わ
れ

る
大

衆
社

会
は

、
大

都
市

の
な

か
で

生
活

し
、

従
来

の
共

同
体

的
結

び
つ

き
を

失
っ

た
人

々
が

ア
イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

を
喪

失
す

る
危

険
性

を
は

ら
ん

で
い

る
。

問
11

	空
欄

	
X

	と
	

Ｙ
	に

入
る

言
葉

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
　

X
　

原
敬

　
　

　
　

Y
　

民
本

主
義

ｂ
　

X
　

加
藤

高
明

　
　

Y
　

憲
政

の
常

道
ｃ

　
X
　

原
敬

　
　

　
　

Y
　

憲
政

の
常

道
ｄ

　
X
　

加
藤

高
明

　
　

Y
　

民
本

主
義

2
0
2
5
-
s
e
t
0
2
-
ブ
ッ

ク
.
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問
15

 
下

線
部

B
に

関
連

す
る

説
明

と
し

て
、

誤
っ

て
い

る
も

の
を

下
の

ａ
〜

ｄ
の

う
ち

か
ら

一
つ

選
び

な
さ

い
。

ａ
　

海
上

封
鎖

な
ど

の
強

制
措

置
が

宣
言

さ
れ

、
世

界
は

全
面

核
戦

争
の

緊
張

に
包

ま
れ

た
。

ｂ
　

ア
メ

リ
カ

は
キ

ュ
ー

バ
に

対
す

る
地

上
戦

を
展

開
し

、
ミ

サ
イ

ル
基

地
を

破
壊

し
た

。
ｃ

　
ソ

連
の

共
産

党
第

一
書

記
と

米
国

の
大

統
領

と
の

間
で

、
書

簡
を

通
し

て
意

思
疎

通
が

は
か

ら
れ

た
。

ｄ
　

ア
メ

リ
カ

の
政

府
高

官
に

よ
る

会
議

で
は

、
武

力
攻

撃
派

と
海

上
封

鎖
派

に
分

か
れ

て
激

し
い

議
論

が
行

わ
れ

た
。

問
16

	
下

線
部

C
に

関
す

る
説

明
と

し
て

、
誤

っ
て

い
る

も
の

を
下

の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

核
軍

縮
の

最
初

の
一

歩
で

あ
っ

た
が

、
核

兵
器

の
保

有
有

無
の

差
が

生
じ

、
不

満
も

表
れ

た
。

ｂ
　

N
PT

が
結

ば
れ

て
か

ら
も

、
核

兵
器

の
製

造
や

宇
宙

開
発

競
争

は
続

い
た

。
ｃ

　
60

年
代

末
か

ら
70

年
代

の
米

ソ
間

の
緊

張
緩

和
は

「
デ

タ
ン

ト
」

と
よ

ば
れ

た
。

ｄ
　

条
約

は
結

ば
れ

た
も

の
の

、
核

軍
縮

交
渉

は
実

現
せ

ず
、

軍
備

縮
小

は
で

き
な

か
っ

た
。

問
17

	
下

線
部

D
に

関
す

る
説

明
と

し
て

、
誤

っ
て

い
る

も
の

を
下

の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

フ
ラ

ン
ス

で
は

、
大

統
領

ド
＝

ゴ
ー

ル
が

核
武

装
や

N
A
T
O

軍
か

ら
の

離
脱

を
進

め
た

。
ｂ

　
西

ド
イ

ツ
で

は
ブ

ラ
ン

ト
政

権
が

東
側

諸
国

と
の

関
係

改
善

に
努

め
た

。
ｃ

　
西

ド
イ

ツ
は

ソ
連

と
の

間
で

武
力

不
行

使
を

定
め

た
モ

ス
ク

ワ
条

約
を

結
ん

だ
。

ｄ
　

東
西

ド
イ

ツ
の

関
係

は
改

善
さ

れ
る

こ
と

な
く

、
緊

張
関

係
の

緩
和

は
見

ら
れ

な
か

っ
た

。

問
18

	
下

線
部

E
に

関
連

し
て

、
冷

戦
下

の
日

本
の

出
来

事
を

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
　

日
ソ

共
同

宣
言

　
　

　
Ⅱ

　
国

連
加

盟
　

　
　

Ⅲ
　

日
米

新
安

全
保

障
条

約
の

締
結

ａ
　

Ⅱ
―

Ⅰ
―

Ⅲ
ｂ

　
Ⅰ

―
Ⅱ

―
Ⅲ

ｃ
　

Ⅱ
―

Ⅲ
―

Ⅰ
ｄ

　
Ⅰ

―
Ⅲ

―
Ⅱ

問
19

	
下

線
部

F
に

関
連

す
る

説
明

と
し

て
、

も
っ

と
も

適
切

な
も

の
を

下
の

ａ
〜

ｄ
の

う
ち

か
ら

一
つ

選
び

な
さ

い
。

ａ
　

産
業

構
造

の
変

化
や

農
村

か
ら

都
市

へ
の

大
規

模
な

人
口

移
動

は
見

ら
れ

な
か

っ
た

。
ｂ

　
19

68
年

に
は

国
民

総
生

産
（

GN
P）

が
ア

メ
リ

カ
を

抜
い

て
世

界
１

位
と

な
っ

た
。

ｃ
　

重
化

学
工

業
は

、
日

本
独

自
の

技
術

力
に

よ
っ

て
発

展
し

た
。

ｄ
　

個
人

の
所

得
が

向
上

し
た

こ
と

で
大

衆
消

費
社

会
が

進
み

、
国

民
の

間
に

中
流

意
識

が
定

着
し

た
。

2
0
2
5
-
s
e
t
0
2
-
ブ

ッ
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【
選
択
問
題
：
Ⅲ
～
Ⅴ
の
う
ち
大
問
を
ひ
と
つ
選
び
な
さ
い
】

Ⅲ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

以
下

の
問

い
（
問
13

〜
問
23

）
に

答
え

な
さ

い
。

　
19

53
年

ソ
連

で
は

、
独

裁
体

制
を

築
き

米
英

と
の

対
立

を
進

め
た

ス
タ

ー
リ

ン
が

死
去

し
た

。
東

西
の

緊
張

緩
和

を
求

め
る

国
際

社
会

の
声

が
高

ま
る

な
か

で
、

米
・

英
・

仏
・

ソ
の

首
脳

が
戦

後
初

め
て

集
う

ジ
ュ

ネ
ー

ヴ
４

巨
頭

会
談

が
開

か
れ

、
平

和
共

存
の

模
索

が
始

ま
っ

た
。

ソ
連

で
も

、
共

産
党

第
一

書
記

の
	

Ｘ
	が

19
56

年
の

第
20

回
ソ

連
共

産
党

大
会

で
資

本
主

義
諸

国
と

の
平

和
共

存
を

主
張

し
た

。
彼

は
ア

メ
リ

カ
を

公
式

訪
問

し
て

	
Ｙ

	大
統

領
の

歓
迎

を
受

け
、

「
雪

ど
け

」
を

印
象

づ
け

た
が

、
ソ

連
に

よ
る

ア
メ

リ
カ

空
軍

ス
パ

イ
偵

察
機

撃
墜

事
件

に
よ

っ
て

関
係

は
再

び
冷

え
込

ん
だ

。

Ａ
戦

後
、

ソ
連

に
よ

る
政

治
的

な
介

入
を

受
け

て
い

た
東

欧
諸

国
は

、
ス

タ
ー

リ
ン

批
判

に
よ

る
ソ

連
の

変
化

を
察

し
て

改
革

運
動

を
起

こ
し

た
。

　
キ

ュ
ー

バ
で

は
、

カ
ス

ト
ロ

を
首

相
と

す
る

革
命

政
権

が
樹

立
さ

れ
、

社
会

主
義

化
が

進
め

ら
れ

た
。

19
62

年
、

ソ
連

が
キ

ュ
ー

バ
に

ミ
サ

イ
ル

基
地

を
建

設
し

て
い

た
こ

と
が

分
か

る
と

、
ア

メ
リ

カ
の

ケ
ネ

デ
ィ

大
統

領
は

こ
れ

を
脅

威
と

し
、

米
ソ

間
の

緊
張

は
核

戦
争

寸
前

ま
で

高
ま

っ
た

。
Ｂ
キ

ュ
ー

バ
危

機
に

よ
っ

て
意

思
疎

通
の

重
要

性
を

学
ん

だ
ア

メ
リ

カ
と

ソ
連

は
、

首
脳

同
士

の
間

に
直

通
電

話
（

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

）
を

引
く

な
ど

平
和

共
存

の
意

志
を

確
認

し
、

そ
の

後
の

核
軍

縮
へ

の
道

を
開

い
た

。
19

63
年

に
部

分
的

核
実

験
禁

止
条

約
（

PT
BT

）、
	1

96
8
年

に
は
Ｃ
核

拡
散

防
止

条
約

（
N
PT

）	
が

結
ば

れ
た

。
米

ソ
の

間
で

緊
張

と
緩

和
が

繰
り

返
さ

れ
る

こ
と

で
、
Ｄ
西

欧
諸

国
も

独
自

外
交

を
進

め
る

よ
う

に
な

っ
た

。
　
Ｅ
冷

戦
が

激
化

す
る

な
か

で
、

日
本

国
内

で
も

保
守

勢
力

と
革

新
勢

力
の

対
立

が
高

ま
っ

た
。	

他
方

、
19

50
年

代
半

ば
か

ら
始

ま
る
Ｆ
高

度
経

済
成

長
を

推
し

進
め

た
の

は
、

大
企

業
の

積
極

的
な

設
備

投
資

で
あ

っ
た

。
Ｇ
戦

後
日

本
の

ア
ジ

ア
と

の
関

わ
り

は
経

済
面

か
ら

始
ま

り
、	
Ｈ
東

ア
ジ

ア
諸

国
と

の
関

係
も

進
展

し
た

。

問
13

	空
欄

	
Ｘ

	と
	

Ｙ
	に

入
る

名
前

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
　
X
　

ゴ
ル

バ
チ

ョ
フ

　
　

　
Y
　

ケ
ネ

デ
ィ

ｂ
　
X
　

フ
ル

シ
チ

ョ
フ

　
　

　
Y
　

ア
イ

ゼ
ン

ハ
ウ

ア
ー

ｃ
　
X
　

ゴ
ル

バ
チ

ョ
フ

　
　

　
Y
　

ワ
シ

ン
ト

ン
ｄ

　
X
　

フ
ル

シ
チ

ョ
フ

　
　

　
Y
　

ブ
ッ

シ
ュ

問
14

	下
線

部
A

に
関

連
す

る
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
　

ハ
ン

ガ
リ

ー
で

の
自

由
化

を
求

め
る

デ
モ

を
抑

え
込

む
た

め
に

、
ソ

連
は

軍
事

介
入

を
行

っ
た

。
イ

　
チ

ェ
コ

ス
ロ

ヴ
ァ

キ
ア

で
は

「
プ

ラ
ハ

の
春

」
と

よ
ば

れ
る

自
由

化
路

線
が

進
め

ら
れ

た
。

ａ
　
ア

	正
　
イ

	正
ｂ

　
ア

	正
　
イ

	誤
ｃ

　
ア

	誤
　
イ

	正
ｄ

　
ア

	誤
　
イ

	誤

2
0
2
5
-
s
e
t
0
2
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
b
 
 
 
3
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2
0
2
5
年
度

―
	4

1	
―

【
選
択
問
題
：
Ⅲ
～
Ⅴ
の
う
ち
大
問
を
ひ
と
つ
選
び
な
さ
い
】

Ⅳ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

以
下

の
問

い
（
問
13

〜
問
23

）
に

答
え

な
さ

い
。

　
明

治
新

政
府

は
18

69
年

、
各

藩
に

版
籍

奉
還

を
命

令
し

、
藩

主
と

藩
財

政
の

分
離

を
試

み
た

が
、

徴
税

権
は

依
然

各
藩

に
属

し
て

い
た

た
め

新
政

府
の

財
政

は
限

ら
れ

て
い

た
。

そ
こ

で
藩

制
度

を
全

廃
す

る
た

め
に

18
71

年
に
Ａ
廃

藩
置

県
を

行
い

、
全

て
の

藩
を

廃
止

し
て

府
県

と
し

た
。

同
時

に
、
中

央
政

府
の

組
織

の
整

備
も

進
め

、
新

政
府

内
で

は
少

数
の

公
家

と
と

も
に

、

Ｂ
薩

摩
・

長
州

・
土

佐
・

肥
前

の
出

身
者

が
各

省
の

卿
・

大
輔

な
ど

と
な

っ
て

実
権

を
握

り
、

藩
閥

政
府

と
呼

ば
れ

る
政

権
の

基
礎

が
で

き
た

。
並

行
し

て
、

封
建

的
身

分
制

度
の

撤
廃

も
進

め
ら

れ
、
Ｃ
四

民
平

等
の

原
則

に
よ

り
、

大
名

や
公

家
を

華
族

、
武

士
を

士
族

、
百

姓
・

町
人

を
平

民
と

す
る

身
分

制
の

改
革

が
行

わ
れ

た
。

　
廃

藩
置

県
を

終
え

て
国

内
を

統
一

し
た

政
府

は
、
Ｄ
多

く
の

政
府

首
脳

を
含

む
使

節
団

を
米

欧
諸

国
に

派
遣

す
る

な
ど

、
外

交
問

題
に

取
り

組
ん

だ
。	

そ
の

間
、

西
郷

隆
盛

を
中

心
と

す
る

留
守

政
府

は
、

18
73

年
ま

で
に
Ｅ
地

租
改

正
な

ど
の

内
政

改
革

を
実

施
し

た
。

そ
の

結
果

、
近

代
的

な
租

税
形

式
が

整
い

、
政

府
財

政
の

基
礎

が
固

ま
っ

た
。

富
国

強
兵

を
目

指
し

て
い

た
政

府
は

、
Ｆ
殖

産
興

業
に

力
を

注
い

だ
。	
新

し
い

貨
幣

制
度

の
た

め
に

、
18

71
年

に
は
Ｇ
新

貨
条

例
が

定
め

ら
れ

た
。

　
外

交
面

で
は

、
Ｈ
留

守
政

府
首

脳
は

鎖
国

を
続

け
る

朝
鮮

に
開

国
を

求
め

て
い

た
。	

朝
鮮

に
対

す
る

政
府

内
の

意
見

の
違

い
が

対
立

を
生

ん
だ

た
め

、
一

部
の

人
々

は
政

府
か

ら
下

野
す

る
こ

と
と

な
っ

た
。

下
野

し
た

人
々

は
政

府
の

あ
り

方
に

不
満

を
持

つ
士

族
に

支
え

ら
れ

て
お

り
、

こ
れ

を
背

景
に

政
府

批
判

の
運

動
を

開
始

し
た

。
こ

の
よ

う
な

政
府

へ
の

不
満

は
や

が
て

Ｉ
士

族
に

よ
る

反
乱

や
、

議
会

の
設

置
を

求
め

る
Ｊ
自

由
民

権
運

動
に

つ
な

が
っ

て
い

く
こ

と
と

な
る

。
自

由
民

権
運

動
の

高
ま

り
に

対
し

て
、

政
府

内
で

は
イ

ギ
リ

ス
流

の
議

院
内

閣
制

の
導

入
を

求
め

る
意

見
と

君
主

制
の

強
い

立
憲

君
主

制
の

樹
立

を
求

め
る

意
見

の
対

立
が

あ
っ

た
が

、
前

者
は

政
府

を
追

わ
れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

政
府

は
Ｋ
欽

定
憲

法
を

制
定

す
る

基
本

方
針

を
決

定
し

、
国

会
開

設
の

勅
諭

を
出

し
た

。

問
13

　
下

線
部
A

に
関

す
る

説
明

と
し

て
、

も
っ

と
も

適
切

な
も

の
を

下
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

廃
藩

置
県

を
行

う
た

め
に

、
政

府
は

薩
摩

・
土

佐
・

肥
前

の
3
藩

か
ら

御
親

兵
を

つ
の

っ
て

軍
事

力
を

固
め

た
。

ｂ
　

す
べ

て
の

藩
を

廃
止

し
て

3
府

30
2
県

と
し

た
が

、1
年

後
に

1
使（

開
拓

使
）を

追
加

し
て

1
使

3
府

30
2
県

と
な

っ
た

。
ｃ

　
旧

大
名

は
知

藩
事

と
し

て
藩

政
に

当
た

っ
て

い
た

が
、

廃
藩

後
は

政
府

か
ら

府
知

事
や

県
令

に
任

命
さ

れ
地

方
行

政
を

担
う

こ
と

と
な

っ
た

。
ｄ

　
廃

藩
置

県
後

の
官

制
改

革
で

は
、

太
政

官
を

正
院

・
左

院
・

右
院

の
三

院
制

と
し

、
正

院
の

下
に

各
省

を
お

く
制

度
へ

と
改

め
た

。

問
14

　
下

線
部
B

に
関

連
し

て
、

藩
と

そ
の

出
身

者
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

。

薩
摩

長
州

土
佐

肥
前

ａ
西

郷
隆

盛
井

上
　

馨
副

島
種

臣
大

隈
重

信
ｂ

大
久

保
利

通
江

藤
新

平
副

島
種

臣
伊

藤
博

文
ｃ

西
郷

隆
盛

江
藤

新
平

板
垣

退
助

伊
藤

博
文

ｄ
大

久
保

利
通

井
上

　
馨

板
垣

退
助

大
隈

重
信
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問
20

	下
線

部
F
に

関
連

す
る

日
本

の
出

来
事

を
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
　

公
害

対
策

基
本

法
の

制
定

　
　

　
Ⅱ

　
経

済
協

力
開

発
機

構
（

O
EC

D
）

加
盟

　
　

　
Ⅲ

　
GA

T
T

加
入

ａ
　

Ⅲ
―

Ⅱ
―

Ⅰ
ｂ

　
Ⅲ

―
Ⅰ

―
Ⅱ

ｃ
　

Ⅱ
―

Ⅲ
―

Ⅰ
ｄ

　
Ⅱ

―
Ⅰ

―
Ⅲ

問
21

	下
線

部
G

に
関

連
す

る
関

連
す

る
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
　

19
50

年
代

、
日

本
は

東
南

ア
ジ

ア
各

国
と

の
間

で
サ

ン
フ

ラ
ン

シ
ス

コ
平

和
条

約
に

定
め

ら
れ

た
賠

償
協

定
を

締
結

し
、

賠
償

は
労

務
や

物
品

の
供

与
に

よ
っ

て
行

わ
れ

た
。

イ
　

サ
ン

フ
ラ

ン
シ

ス
コ

平
和

条
約

に
よ

る
賠

償
事

業
は

、
後

に
政

府
開

発
援

助
（

O
D
A
）

に
つ

な
が

っ
た

。

ａ
　
ア

	正
　
イ

	正
ｂ

　
ア

	正
　
イ

	誤
ｃ

　
ア

	誤
　
イ

	正
ｄ

　
ア

	誤
　
イ

	誤

問
22

	下
線

部
H

に
関

す
る

説
明

と
し

て
、

も
っ

と
も

適
切

な
も

の
を

下
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

日
中

関
係

は
、

国
交

が
な

か
っ

た
た

め
民

間
貿

易
・

交
流

の
進

展
が

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

ｂ
　

韓
国

と
の

国
交

交
渉

は
、

賠
償

で
は

な
く

、
経

済
協

力
方

式
で

進
ん

だ
。

ｃ
　

日
本

と
北

朝
鮮

と
の

間
で

国
交

交
渉

が
進

み
、

国
交

は
正

常
化

し
た

。
ｄ

　
日

韓
基

本
条

約
が

締
結

さ
れ

、
韓

国
で

は
経

済
発

展
と

と
も

に
民

主
化

が
進

ん
だ

。

問
23

	第
二

次
世

界
大

戦
後

、
世

界
で

問
題

視
さ

れ
た

南
北

問
題

に
つ

い
て

、
以

下
の

キ
ー

ワ
ー

ド
を

用
い

て
、

15
0
文

字
以

内
で

説
明

し
な

さ
い

。

植
民

地
時

代
、

発
展

途
上

国
、

先
進

工
業

国
、

産
業

の
モ

ノ
カ

ル
チ

ャ
ー

化

2
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問
18

	
下

線
部
F
に

関
す

る
説

明
と

し
て

、
も

っ
と

も
適

切
な

も
の

を
下

の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

関
所

や
宿

駅
・

助
郷

制
度

、
株

仲
間

な
ど

の
封

建
的

諸
制

度
の

撤
廃

を
行

い
、

自
由

な
経

済
活

動
の

前
提

を
整

え
よ

う
と

し
た

が
、

土
地

の
所

有
権

を
最

後
ま

で
確

立
す

る
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

。
ｂ

　
18

70
年

に
設

置
さ

れ
た

工
部

省
は

、
旧

幕
府

や
旧

藩
が

経
営

し
て

い
た

鉱
山

、
造

船
所

、
炭

鉱
な

ど
を

接
収

す
る

と
、

民
営

化
を

進
め

る
た

め
に

近
代

化
を

行
っ

た
後

で
、

速
や

か
に

財
閥

に
払

い
下

げ
た

。
ｃ

　
18

71
年

に
前

島
密

の
建

議
に

よ
り

、
官

営
の

郵
便

制
度

が
発

足
し

、
全

国
均

一
料

金
制

で
運

営
し

た
。

ｄ
　

貿
易

赤
字

を
解

消
し

よ
う

と
、

当
時

輸
入

に
頼

っ
て

い
た

生
糸

の
国

内
生

産
を

進
め

る
た

め
に

、
18

72
年

に
官

営
模

範
工

場
と

し
て

富
岡

製
糸

場
を

設
け

た
。

問
19

	
下

線
部
G

に
関

連
し

て
、

以
下

の
文

章
の

空
欄

	
Ｘ

	と
	

Ｙ
	に

入
る

言
葉

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

。

新
貨

条
例

は
	

Ｘ
	を

建
前

と
し

、
円

・
銭

・
厘

の
	

Ｙ
	に

よ
る

貨
幣

制
度

を
整

え
た

。

ａ
　
X
	金

本
位

制
	　
Y
	十

進
法

ｂ
　
X
	金

本
位

制
	　
Y
	十

二
進

法
ｃ

　
X
	銀

本
位

制
	　
Y
	十

進
法

ｄ
　
X
	銀

本
位

制
	　
Y
	十

二
進

法

問
20

	
下

線
部
H

に
関

連
し

て
、

起
こ

っ
た

出
来

事
を

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
　

西
郷

隆
盛

を
朝

鮮
に

派
遣

し
て

開
国

を
迫

り
、

武
力

行
使

も
辞

さ
な

い
こ

と
を

決
定

し
た

。
Ⅱ

　
朝

鮮
の

江
華

島
付

近
で

、
日

本
の

艦
船

が
朝

鮮
側

を
挑

発
し

、
戦

闘
に

発
展

し
た

。
Ⅲ

　
岩

倉
使

節
団

に
参

加
し

て
い

た
大

久
保

利
通

ら
が

帰
国

す
る

と
、

朝
鮮

開
国

よ
り

も
内

治
の

整
備

が
優

先
で

あ
る

と
主

張
し

た
。

ａ
　

Ⅰ
→

Ⅱ
→

Ⅲ
ｂ

　
Ⅰ

→
Ⅲ

→
Ⅱ

ｃ
　

Ⅲ
→

Ⅰ
→

Ⅱ
ｄ

　
Ⅲ

→
Ⅱ

→
Ⅰ

2
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問
15

	
下

線
部
C

に
関

す
る

説
明

と
し

て
、

も
っ

と
も

適
切

な
も

の
を

下
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

平
民

は
苗

字
が

許
さ

れ
、

華
族

・
士

族
と

の
結

婚
や

職
業

選
択

の
自

由
が

認
め

ら
れ

た
。

ｂ
　

え
た

、
非

人
と

呼
ば

れ
て

き
た

人
々

は
、

四
民

平
等

に
も

か
か

わ
ら

ず
平

民
と

し
て

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

ｃ
　

18
72

年
に

は
、

華
族

・
士

族
・

平
民

と
い

う
新

た
な

区
分

に
基

づ
い

て
庚

午
年

籍
と

い
う

新
し

い
戸

籍
が

作
成

さ
れ

た
。

ｄ
　

18
76

年
に

は
廃

刀
令

が
出

さ
れ

た
が

、
士

族
の

特
権

と
し

て
の

家
禄

と
賞

典
禄

を
合

わ
せ

た
秩

禄
は

残
っ

た
。

問
16

	
下

線
部
D

に
関

す
る

説
明

と
し

て
、

も
っ

と
も

適
切

な
も

の
を

下
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

18
71

年
、

岩
倉

具
視

を
大

使
と

す
る

使
節

団
を

ア
メ

リ
カ

・
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

へ
送

っ
た

が
、

不
平

等
条

約
の

改
定

は
か

な
わ

な
か

っ
た

。
ｂ

　
18

76
年

か
ら

寺
島

宗
則

が
ア

メ
リ

カ
、

イ
ギ

リ
ス

、
ド

イ
ツ

と
の

外
交

交
渉

を
行

い
、

関
税

自
主

権
の

回
復

に
成

功
し

た
。

ｃ
　

18
71

年
に

清
に

使
節

を
派

遣
し

て
日

清
修

好
条

規
を

締
結

す
る

た
め

の
交

渉
を

行
っ

た
が

、
清

の
反

対
に

よ
っ

て
批

准
さ

れ
な

か
っ

た
。

ｄ
　

琉
球

王
国

は
江

戸
時

代
以

来
、

事
実

上
薩

摩
藩

に
支

配
さ

れ
て

い
た

が
、

清
を

宗
主

国
と

す
る

こ
と

で
薩

摩
藩

の
影

響
か

ら
逃

れ
、

独
自

外
交

を
行

う
よ

う
に

な
っ

た
。

問
17

	
下

線
部
E

に
関

連
し

て
、

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
　

18
71

年
に

田
畑

勝
手

作
り

を
許

可
し

、
翌

年
に

は
田

畑
永

代
売

買
禁

止
令

を
解

く
な

ど
、

土
地

の
私

有
化

を
認

め
る

方
向

へ
の

改
革

が
行

わ
れ

た
が

、
土

地
の

所
有

権
を

証
明

す
る

方
法

が
な

か
っ

た
た

め
混

乱
が

続
い

た
。

イ
　

18
73

年
に

地
租

改
正

条
例

を
公

布
し

、
課

税
基

準
を

収
穫

高
で

は
な

く
地

価
と

す
る

こ
と

、
物

納
を

金
納

に
す

る
こ

と
な

ど
が

定
め

ら
れ

た
。

ａ
　
ア

	正
　

	イ
	正

ｂ
　
ア

	正
	　
イ

	誤
ｃ

　
ア

	誤
	　
イ

	正
ｄ

　
ア

	誤
	　
イ

	誤

2
0
2
5
-
s
e
t
0
2
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
b
 
 
 
4
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2
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2
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1
2
/
1
3
 
 
 
1
1
:
4
7
:
2
7



地理歴史

— 25 —

2
0
2
5
年
度

―
	4

5	
―

【
選
択
問
題
：
Ⅲ
～
Ⅴ
の
う
ち
大
問
を
ひ
と
つ
選
び
な
さ
い
】

Ⅴ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

以
下

の
問

い
（
問
13

〜
問
23

）
に

答
え

な
さ

い
。

　
人

類
史

は
、

狩
猟

・
採

集
を

中
心

に
し

た
	

Ｘ
	か

ら
、

農
耕

・
牧

畜
に

よ
る

	
Ｙ

	に
移

る
と

い
う

重
大

な
変

革
を

と
げ

た
。

そ
の

結
果

、
人

口
は

飛
躍

的
に

増
え

、
文

明
誕

生
の

基
礎

が
築

か
れ

た
。

メ
ソ

ポ
タ

ミ
ア

を
は

じ
め

と
す

る
地

域
で

灌
漑

農
業

が
は

じ
ま

る
と

、
食

料
生

産
が

発
達

し
て

よ
り

多
く

の
人

口
を

養
う

こ
と

が
可

能
に

な
り

、
多

数
の

人
間

を
統

一
的

に
支

配
す

る
国

家
と

い
う

仕
組

み
が

生
ま

れ
た

。
Ａ
こ

う
し

て
ナ

イ
ル

川
、

テ
ィ

グ
リ

ス
川

・
ユ

ー
フ

ラ
テ

ス
川

、
イ

ン
ダ

ス
川

、
黄

河
・

長
江

な
ど

の
流

域
に

文
明

が
誕

生
し

、
や

や
遅

れ
て

ア
メ

リ
カ

大
陸

に
も

独
自

に
文

明
が

形
成

さ
れ

た
。

　
Ｂ
オ

リ
エ

ン
ト

と
は

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
か

ら
み

た
「

日
の

の
ぼ

る
と

こ
ろ

、
東

方
」

を
意

味
し

、
西

ア
ジ

ア
か

ら
エ

ジ
プ

ト
に

か
け

て
の

地
域

を
指

す
。
Ｃ
メ

ソ
ポ

タ
ミ

ア
に

は
、

周
辺

か
ら

セ
ム

語
系

や
イ

ン
ド

＝
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

語
系

の
遊

牧
民

が
豊

か
な

富
を

求
め

て
移

住
し

、
興

亡
を

繰
り

返
し

た
。

メ
ソ

ポ
タ

ミ
ア

南
部

で
は

、
前

35
00

年
頃

か
ら

人
口

が
急

激
に

増
え

、
神

殿
を

中
心

に
数

多
く

の
大

村
落

が
成

立
し

た
。
Ｄ
前

30
00

年
頃

に
は

大
村

落
は

都
市

へ
と

発
展

し
、前

27
00

年
頃

ま
で

に
シ

ュ
メ

ー
ル

人
の

都
市

国
家

が
数

多
く

形
成

さ
れ

た
。	

そ
の

後
、

前
19

世
紀

初
め

に
セ

ム
語

系
の

ア
ム

ル
人

が
バ

ビ
ロ

ン
第

１
王

朝
を

お
こ

し
、
Ｅ
ハ

ン
ム

ラ
ビ

王
の

と
き

に
全

メ
ソ

ポ
タ

ミ
ア

を
支

配
し

た
。

　
前

30
00

年
頃

、 Ｆ
エ

ジ
プ

ト
で

は
メ

ソ
ポ

タ
ミ

ア
よ

り
早

く
、王

（
フ

ァ
ラ

オ
）

に
よ

る
統

一
国

家
が

つ
く

ら
れ

た
。

以
後

、
一

時
的

に
周

辺
民

族
の

侵
入

や
支

配
を

受
け

な
が

ら
も

、
国

内
の

統
一

を
保

つ
時

代
が

長
く

続
い

た
。

こ
の

間
に

約
30

の
王

朝
が

交
替

し
た

が
、

そ
の

な
か

で
も
Ｇ
古

王
国

・
中

王
国

・
新

王
国

の
3
時

代
に

繁
栄

し
た

。
　

東
地

中
海

沿
岸

の
シ

リ
ア

・
パ

レ
ス

チ
ナ

地
方

は
、

エ
ジ

プ
ト

と
メ

ソ
ポ

タ
ミ

ア
を

結
ぶ

通
路

と
し

て
、

ま
た

地
中

海
へ

の
出

入
り

口
と

し
て

、
海

陸
交

通
の

要
地

で
あ

っ
た

。
Ｈ
フ

ェ
ニ

キ
ア

人
は

、
シ

ド
ン

・
テ

ィ
ル

ス
な

ど
を

拠
点

と
し

て
地

中
海

交
易

を
独

占
し

、
北

ア
フ

リ
カ

の
カ

ル
タ

ゴ
を

は
じ

め
と

す
る

多
く

の
植

民
都

市
を

建
設

し
た

。
一

方
、
ギ

リ
シ

ア
本

土
で

は
、

前
20

00
年

頃
に

北
方

か
ら

移
住

し
た

イ
ン

ド
＝

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
語

系
の

ギ
リ

シ
ア

人
が

、
ク

レ
タ

や
オ

リ
エ

ン
ト

の
影

響
を

受
け

て
前

16
世

紀
か

ら
Ｉ
ミ

ケ
ー

ネ
文

明
を

築
き

は
じ

め
た

。

問
13

　
空

欄
	

Ｘ
	と

	
Ｙ

	に
入

る
名

前
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
　
Ｘ

　
獲

得
経

済
　

　
　

　
　

　
	Ｙ

　
生

産
経

済
ｂ

　
Ｘ

　
生

産
経

済
　

　
　

　
　

　
	Ｙ

　
獲

得
経

済
ｃ

　
Ｘ

　
計

画
経

済
　

　
　

　
　

　
	Ｙ

　
モ

ノ
カ

ル
チ

ャ
ー

経
済

ｄ
　
Ｘ

　
モ

ノ
カ

ル
チ

ャ
ー

経
済

　
	Ｙ

　
計

画
経

済

問
14

　
下

線
部
A

に
関

連
す

る
文

明
と

河
川

の
組

み
合

わ
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
　

イ
ン

ダ
ス

文
明

　
　

　
―

　
ナ

イ
ル

川
ｂ

　
エ

ジ
プ

ト
文

明
　

　
　

―
　

イ
ン

ダ
ス

川
ｃ

　
メ

ソ
ポ

タ
ミ

ア
文

明
　

―
　

テ
ィ

グ
リ

ス
・

ユ
ー

フ
ラ

テ
ス

川
ｄ

　
イ

ン
カ

文
明

　
　

　
　

―
　

黄
河

・
長

江

2
0
2
5
-
s
e
t
0
2
-
ブ

ッ
ク

.
i
n
d
b
 
 
 
4
5

2
0
2
4
/
1
2
/
1
3
 
 
 
1
1
:
4
7
:
2
8

―
	4

4	
―

問
21

	
下

線
部
Iに

関
す

る
説

明
と

し
て

、
も

っ
と

も
適

切
な

も
の

を
下

の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

18
76

年
に

は
、

米
価

が
上

昇
し

た
こ

と
に

よ
っ

て
、

地
租

が
上

昇
す

る
こ

と
に

反
発

し
た

農
民

が
大

規
模

な
一

揆
を

起
こ

し
た

が
、

三
重

県
を

中
心

と
し

、
そ

れ
以

外
の

地
域

に
は

広
が

ら
な

か
っ

た
。

ｂ
　

18
74

年
、

江
藤

新
平

は
佐

賀
の

不
平

士
族

に
迎

え
ら

れ
て

政
府

に
対

し
て

反
乱

を
起

こ
し

た
。

ｃ
　

18
76

年
に

、
廃

刀
令

が
出

さ
れ

る
な

ど
士

族
の

特
権

が
失

わ
れ

る
よ

う
に

な
る

と
、

攘
夷

主
義

を
掲

げ
る

熊
本

の
神

風
連

が
西

郷
隆

盛
と

と
も

に
反

乱
を

お
こ

し
、

熊
本

鎮
台

を
襲

っ
た

。
ｄ

　
18

77
年

に
は

、
大

久
保

利
通

を
首

領
と

し
、

私
学

校
生

ら
の

鹿
児

島
士

族
を

中
心

に
し

た
士

族
反

乱
が

発
生

し
、

九
州

各
地

の
不

平
士

族
が

続
い

た
が

、
政

府
に

よ
っ

て
鎮

圧
さ

れ
た

。

問
22

	
下

線
部
J
に

関
連

し
て

、
起

こ
っ

た
出

来
事

を
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
府

が
漸

次
立

憲
政

体
樹

立
の

詔
を

出
し

、
元

老
院

、
大

審
院

、
地

方
官

会
議

な
ど

を
設

置
し

た
。

Ⅱ
　

愛
国

社
の

呼
び

か
け

に
よ

っ
て

、
国

会
期

成
同

盟
が

結
成

さ
れ

、
天

皇
宛

の
国

会
開

設
請

願
書

を
提

出
し

よ
う

と
し

た
が

、
政

府
は

こ
れ

を
受

理
し

な
か

っ
た

。
Ⅲ

　
政

府
は

、
欽

定
憲

法
を

制
定

す
る

基
本

方
針

を
決

定
し

、
国

会
開

設
の

勅
諭

を
出

し
て

18
90

年
の

国
会

開
設

を
公

約
し

た
。

ａ
　

Ⅰ
→

Ⅱ
→

Ⅲ
ｂ

　
Ⅰ

→
Ⅲ

→
Ⅱ

ｃ
　

Ⅱ
→

Ⅰ
→

Ⅲ
ｄ

　
Ⅱ

→
Ⅲ

→
Ⅰ

問
23

	
下

線
部
K

に
つ

い
て

、日
本

国
憲

法
と

比
較

し
た

際
の

大
日

本
帝

国
憲

法
の

特
徴

を
、以

下
の

キ
ー

ワ
ー

ド
を

用
い

て
、

15
0
字

以
内

で
説

明
し

な
さ

い
。

天
皇

大
権

、
統

帥
権

、
天

皇
主

権
、

欽
定

憲
法

2
0
2
5
-
s
e
t
0
2
-
ブ
ッ

ク
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問
20

　
下

線
部
G

に
関

連
す

る
説

明
の

組
み

合
わ

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

。

Ⅰ
　

中
心

は
上

エ
ジ

プ
ト

の
テ

ー
ベ

に
移

っ
た

が
、

末
期

に
シ

リ
ア

方
面

か
ら

遊
牧

民
の

ヒ
ク

ソ
ス

が
流

入
し

た
。

Ⅱ
　

中
部

エ
ジ

プ
ト

の
テ

ル
＝

エ
ル

＝
ア

マ
ル

ナ
に

都
を

定
め

、
従

来
の

神
々

の
崇

拝
を

禁
じ

て
一

つ
の

神
（

ア
テ

ン
）

だ
け

を
信

仰
す

る
改

革
を

行
っ

た
。

Ⅲ
　

メ
ン

フ
ィ

ス
を

中
心

に
栄

え
、

ク
フ

王
ら

が
巨

大
な

ピ
ラ

ミ
ッ

ド
を

築
か

せ
た

。

　
　

古
王

国
　

　
　

中
王

国
　

　
　

新
王

国
ａ

　
　

Ⅰ
　

　
―

　
　

Ⅲ
　

　
―

　
　

Ⅱ
ｂ
　

　
Ⅲ

　
　

―
　

　
Ⅰ

　
　

―
　

　
Ⅱ

ｃ
　

　
Ⅱ

　
　

―
　

　
Ⅲ

　
　

―
　

　
Ⅰ

ｄ
　

　
Ⅲ

　
　

―
　

　
Ⅱ

　
　

―
　

　
Ⅰ

問
21

　
下

線
部
H

に
関

連
す

る
文

字
の

継
承

を
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
　

フ
ェ

ニ
キ

ア
文

字
　

　
　

Ⅱ
　

ラ
テ

ン
文

字
　

　
　

Ⅲ
　

ギ
リ

シ
ア

文
字

　
　

　
　

　
　

ａ
　

Ⅰ
―

Ⅱ
―

Ⅲ
ｂ

　
Ⅲ

―
Ⅱ

―
Ⅰ

ｃ
　

Ⅰ
―

Ⅲ
―

Ⅱ
ｄ

　
Ⅲ

―
Ⅰ

―
Ⅱ

問
22

　
下

線
部
Iに

関
連

す
る

説
明

と
し

て
、

も
っ

と
も

適
切

な
も

の
を

下
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

ミ
ケ

ー
ネ
・
テ

ィ
リ

ン
ス
・
ピ

ュ
ロ

ス
な

ど
に

巨
石

で
で

き
た

城
砦

王
宮

と
そ

れ
を

中
心

に
し

た
小

王
国

を
建

て
た

。
ｂ

　
唯

一
の

神
ヤ

ハ
ウ

ェ
へ

の
信

仰
を

固
く

守
り

、
選

民
と

し
て

特
別

な
恩

恵
を

与
え

ら
れ

る
と

信
じ

て
い

た
。

ｃ
　

巨
大

な
権

力
を

持
っ

た
王

が
支

配
し

た
と

い
う

よ
り

、
官

僚
た

ち
に

よ
る

統
治

が
特

徴
的

で
あ

っ
た

。
ｄ

　
ヴ

ァ
ル

ナ
制

と
呼

ば
れ

る
身

分
的

上
下

観
念

が
生

ま
れ

た
。

問
23

	
中

華
思

想
に

つ
い

て
、

以
下

の
キ

ー
ワ

ー
ド

を
用

い
て

、
15

0
文

字
以

内
で

説
明

し
な

さ
い

。

中
華

、
夷

狄
（

い
て

き
）、

漢
字

2
0
2
5
-
s
e
t
0
2
-
ブ

ッ
ク

.
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問
15

　
下

線
部
B

に
関

す
る

説
明

と
し

て
、

も
っ

と
も

適
切

な
も

の
を

下
の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

秋
か

ら
冬

に
か

け
て

の
雨

季
以

外
に

も
降

雨
が

多
く

、
高

温
多

湿
で

あ
る

。
ｂ

　
羊

や
ラ

ク
ダ

を
飼

育
す

る
遊

牧
生

活
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

ｃ
　

小
麦

・
大

麦
・

豆
類

・
オ

リ
ー

ヴ
な

ど
を

栽
培

す
る

農
業

が
営

ま
れ

て
き

た
。

ｄ
　

黒
陶

に
代

表
さ

れ
る

竜
山

文
化

が
広

が
っ

た
。

問
16

　
下

線
部
C

に
見

ら
れ

た
文

明
に

関
連

す
る

次
の

文
ア

・
イ

に
つ

い
て

、
そ

の
正

誤
の

組
み

合
わ

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
　

シ
ュ

メ
ー

ル
人

が
考

案
し

た
楔

形
文

字
は

、
そ

の
後

も
西

ア
ジ

ア
で

広
く

用
い

ら
れ

た
。

イ
　

六
十

進
法

や
太

陰
暦

が
使

用
さ

れ
た

が
、

太
陰

太
陽

暦
が

生
み

出
さ

れ
る

こ
と

は
な

か
っ

た
。

ａ
　
ア

	正
　

	イ
	正

ｂ
　
ア

	正
　

	イ
	誤

ｃ
　
ア

	誤
　

	イ
	正

ｄ
　
ア

	誤
　

	イ
	誤

問
17

　
下

線
部
D

に
関

す
る

説
明

と
し

て
、
誤
っ
て
い
る
も
の

を
下

の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

王
を

中
心

に
、

神
官

・
役

人
・

戦
士

な
ど

が
都

市
の

神
を

ま
つ

り
、

実
権

を
握

っ
た

。
ｂ

　
優

勢
な

都
市

国
家

の
支

配
層

に
は

莫
大

な
富

が
集

ま
っ

た
。

ｃ
　

壮
大

な
神

殿
・

宮
殿

・
王

墓
が

つ
く

ら
れ

、
豪

華
な

シ
ュ

メ
ー

ル
文

化
が

栄
え

た
。

ｄ
　

前
24

世
紀

に
は

、
イ

ン
ド

＝
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

語
系

の
遊

牧
民

に
よ

っ
て

征
服

さ
れ

た
。

問
18

　
下

線
部
E

に
関

す
る

説
明

と
し

て
、
誤
っ
て
い
る
も
の

を
下

の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

王
は

首
都

バ
ビ

ロ
ン

で
神

の
代

理
と

し
て

政
治

を
と

り
お

こ
な

っ
た

。
ｂ

　
運

河
の

大
工

事
に

よ
っ

て
治

水
・

灌
漑

を
進

め
た

。
ｃ

　
ハ

ン
ム

ラ
ビ

法
典

を
発

布
し

て
、

法
に

も
と

づ
く

統
治

を
行

っ
た

。
ｄ

　
霊

魂
の

不
滅

を
信

じ
て

ミ
イ

ラ
を

つ
く

り
、「

死
者

の
書

」
を

残
し

た
。

問
19

　
下

線
部
F
に

関
す

る
説

明
と

し
て

、
誤
っ
て
い
る
も
の

を
下

の
ａ

〜
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
　

エ
ジ

プ
ト

人
の

宗
教

は
太

陽
神

ラ
ー

を
中

心
と

す
る

多
神

教
で

あ
っ

た
。

ｂ
　

象
形

文
字

の
神

聖
文

字
（

ヒ
エ

ロ
グ

リ
フ

）
が

つ
く

ら
れ

た
。

ｃ
　

河
川

の
定

期
的

な
増

水
時

期
を

知
る

た
め

に
太

陽
暦

を
用

い
た

。
ｄ

　
鉄

製
の

武
器

と
戦

車
・

騎
兵

隊
な

ど
を

用
い

て
、

全
オ

リ
エ

ン
ト

を
征

服
し

た
。
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