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

一
　
般
　
選
　
抜

Ⅰ期 12月12日（金）～ 1月21日（水） 1月24日（土）・1月25日（日）
試験日自由選択制 2月1日（日） 一次：2月1日（日）～ 2月16日（月）

二次：2月1日（日）～ 2月20日（金）

Ⅱ期 12月12日（金）～ 2月3日（火） 2月6日（金） 2月12日（木） 一次：2月12日（木）～ 2月20日（金）
二次：2月12日（木）～ 2月27日（金）

Ⅲ期 2月4日（水）～ 3月3日（火） 3月8日（日） 3月13日（金） 3月13日（金）～ 3月23日（月）

総合問題Ａ型・Ｂ型 2月4日（水）～ 3月3日（火） 3月8日（日） 3月13日（金） 3月13日（金）～ 3月23日（月）

◆募集人員
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 総合問題

経営情報学部 20名 10名 10名 3名

グローバルスタディーズ学部 15名 6名 4名 2名

◆試験科目
試験問題はすべての科目がまとまった冊子（総合問題除く）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、一般選
抜総合問題Ａ型を除いて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。

選抜方式 経営情報学部 グローバルスタディーズ学部

一般選抜Ⅰ期（1/24） 外国語、国語、数学、情報、地理歴史の5科目から2科目選択 外国語必須、国語、数学、情報、地理歴史の4科目から1科目選択

一般選抜Ⅰ期（1/25） 外国語、国語、数学、情報、地理歴史の5科目から2科目選択 外国語必須、国語、数学、情報、地理歴史の4科目から1科目選択

一般選抜Ⅱ・Ⅲ期 外国語、国語、数学から2科目選択 外国語必須、国語、数学の2科目から1科目選択

総合問題Ａ型 総合問題、小論文、共通テスト高得点2科目 総合問題、小論文、共通テスト高得点2科目

総合問題Ｂ型 総合問題、小論文、英語質疑、共通テスト2科目（英語＋数学①
若しくは数学②の高得点科目）

総合問題、小論文、英語質疑、共通テスト2科目（英語＋数学①若
しくは数学②の高得点科目）

◆出題教科・科目の出題範囲
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 歴史総合、日本史探究または世界史探究から選択　※一部記述式問題あり

情報 情報Ⅰ

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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ａ
．

co
ns

tr
uc

tio
n	

ｂ
．

de
st
ru

ct
io
n	

ｃ
．

di
sc

ov
er

y	
ｄ

．
di
sa

pp
ea

ra
nc

e

問
４

	
In

	t
he

	c
ity

	o
f	K

am
ak

ur
a,	

ne
ar

	T
ok

yo
,	t

he
re

	is
	a
	p

ro
bl
em

	w
ith

	t
oo

	m
an

y	
to
ur

ist
s,	

es
pe

ci
al
ly
	d

ur
in
g	

bu
sy

	t
im

es
.	T

he
	m

an
y	

vi
si
to

rs
	w

ho
	c

om
e	

to
	s

ee
	K

am
ak

ur
a’
s	

te
m

pl
es

,	g
ar

de
ns

,	a
nd

	l
oc

al
	l
ife

	

so
m
et
im

es
	(

	
	

	
	

	
	

	
	

)	t
he

	d
ai
ly
	r
ou

tin
es

	o
f	p

eo
pl
e	
w
ho

	li
ve

	th
er

e.	
St

re
et
s	
ge

t	c
ro

w
de

d,
	a
nd

	

it	
be

co
m
es

	h
ar

de
r	
fo
r	
re

sid
en

ts
	to

	m
ov

e	
ar

ou
nd

	o
r	
sh

op
	p

ea
ce

fu
lly

.

ａ
．

im
pr

ov
e	

ｂ
．

fa
ci
lit

at
e	

ｃ
．

di
st
ur

b	
ｄ

．
re

lie
ve

問
５

	
In

	s
om

e	
be

ac
he

s	
in
	J

ap
an

,	t
he

re
	a

re
	m

an
y	

la
rg

e	
bi
rd

s	
th

at
	c

an
	b

e	
da

ng
er

ou
s	

be
ca

us
e	

th
ey

	t
ry

	

to
	t
ak

e	
fo
od

	fr
om

	p
eo

pl
e	

w
ho

	a
re

	h
av

in
g	

a	
pi
cn

ic
.	T

hi
s	
is	

ha
pp

en
in
g	

be
ca

us
e	

in
	t
he

	1
99

0s
,	p

eo
pl
e	

us
ed

	t
o	
fe
ed

	t
he

se
	b

ird
s,	

an
d	

no
w
	t
he

y	
ar

e	
no

	lo
ng

er
	s
ca

re
d	

of
	h

um
an

s.	
T
hi
s	
ha

s	
be

co
m
e	
a	
sa

fe
ty

	

(
	

	
	

	
	

	
	

	
).

ａ
．

be
ne

fit
	

ｂ
．

op
po

rt
un

ity
	

ｃ
．

at
m
os

ph
er

e	
ｄ

．
co

nc
er

n

2
0
2
5
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
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n
d
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Ⅳ
．

次
の

文
章

を
読

み
、

そ
れ

ぞ
れ

の
質

問
の

解
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
he

 S
ec

re
t L

an
gu

ag
e 

of
 A

nt
s

	
Im

ag
in
e	

a	
w
or

ld
	w

he
re

	y
ou

	c
ou

ld
	t
el
l	y

ou
r	
fr
ie
nd

s	
ab

ou
t	
a	

gr
ea

t	
ne

w
	r
es

ta
ur

an
t	
sim

pl
y	

by
	le

av
in
g	

a	
sc

en
te
d*

	t
ra

il	
be

hi
nd

	y
ou

.	S
ou

nd
s	

lik
e	

so
m
et
hi
ng

	o
ut

	o
f	
a	

sc
ie
nc

e	
fic

tio
n	

m
ov

ie
,	r

ig
ht

?	
W

el
l,	

fo
r	

an
ts
,	

th
is	

is	
ju

st
	e

ve
ry

da
y	

lif
e.	
(a
)	
A
nt

s	
ha

ve
	d

ev
el
op

ed
	a

	c
om

pl
ex

	s
ys

te
m
	o

f	
co

m
m
un

ic
at
io
n	

th
at
	h

el
ps

	t
he

m
	

su
rv

iv
e	
as

	a
	c
om

m
un

ity
,	(

	
	
	
	
A

	
	
	
	
)	t

he
y	

do
n’
t	h

av
e	
sm

ar
tp

ho
ne

s	
or

	s
oc

ia
l	m

ed
ia
.

	
A
nt

s	
pr

im
ar

ily
	c

om
m

un
ic
at

e	
th

ro
ug

h	
ch

em
ic
al
s	

ca
lle

d	
ph

er
om

on
es

*.	
W

he
n	

an
	a

nt
	f
in
ds

	f
oo

d,
	i
t	

re
le
as

es
	a
	t
ra

il	
of
	p

he
ro

m
on

es
	o
n	

its
	w

ay
	b

ac
k	

to
	(

	
	
	
	
B

	
	
	
	
).	
O
th

er
	a
nt

s	
pi
ck

	u
p	

on
	t
hi
s	
ch

em
ic
al
	

tr
ai
l	a

nd
	f
ol
lo
w
	it

	t
o	

(	
	
	
	
C

	
	
	
	
).	

It
’s	

lik
e	

a	
na

tu
ra

l	G
PS

	s
ys

te
m
,	g

ui
di
ng

	t
he

	c
ol
on

y’
s	

m
em

be
rs

	

di
re

ct
ly
	t
o	

di
nn

er
.	B

ut
	p

he
ro

m
on

es
	a

re
n’
t	
ju

st
	u

se
d	

fo
r	

fin
di
ng

	f
oo

d.
	D

iff
er

en
t	
ph

er
om

on
es

	c
an

	s
ig
na

l	

va
rio

us
	m

es
sa

ge
s,	

su
ch

	a
s	
w
ar

ni
ng

s	
ab

ou
t	d

an
ge

r	
or

	d
ire

ct
io
ns

	to
	a
	n

ew
	n

es
t.	
(b
)

	
A
sid

e	
fr
om

	c
he

m
ic
al
	s

ig
na

ls,
	a

nt
s	

al
so

	u
se

	t
ou

ch
	a

nd
	s

ou
nd

.	A
nt

s	
ha

ve
	a

nt
en

na
e*
	t
ha

t	
th

ey
	u

se
	t
o	

’ta
lk
’	t

o	
ea

ch
	o

th
er

	b
y	

to
uc

hi
ng

.	(
c)
	T

hi
s	
m
et
ho

d	
he

lp
s	
th

em
	e

xc
ha

ng
e	

in
fo
rm

at
io
n	

ab
ou

t	
w
he

re
	t
he

y’
ve

	

be
en

	a
nd

	w
ha

t	
th

ey
’v
e	

fo
un

d.
	S

om
e	

an
ts
	c

an
	e

ve
n	

m
ak

e	
so

un
ds

	b
y	

ru
bb

in
g	

pa
rt
s	

of
	t
he

ir
	b

od
ie
s	

to
ge

th
er

,	 c
re

at
in
g	

vi
br

at
io
ns

*	
th

at
	c

an
	b

e	
fe
lt	

by
	o

th
er

	a
nt

s.	
T
he

se
	s
ig
na

ls	
ar

e	
cr

uc
ia
l,	
es

pe
ci
al
ly
	in

	t
he

	

da
rk

	tu
nn

el
s	
of
	th

ei
r	
ne

st
s	
w
he

re
	v

isu
al
	c
om

m
un

ic
at
io
n	

isn
’t	

po
ss

ib
le
.

	
W

ha
t’s

	tr
ul
y	

fa
sc

in
at
in
g	

is	
ho

w
	th

es
e	
tin

y	
cr

ea
tu

re
s	
ca

n	
or

ga
ni
ze

	a
nd

	o
pe

ra
te
	s
o	
w
el
l	w

ith
ou

t	a
	le

ad
er

.	

(d
)	I

ns
te
ad

,	a
nt

s	
w
or

k	
to
ge

th
er

	li
ke

	a
	d

re
am

	th
ro

ug
h	
(1
)t
he

ir	
so

ph
ist

ic
at
ed

	c
om

m
un

ic
at
io
n	

m
et
ho

ds
.	T

he
ir	

ab
ili
ty

	to
	s
ha

re
	in

fo
rm

at
io
n	

qu
ic
kl
y	

an
d	

eff
ec

tiv
el
y	

en
su

re
s	
th

e	
su

rv
iv
al
	o
f	t

he
ir	

co
lo
ny

.

	
In

	t
he

	e
nd

,	t
he

	s
ec

re
t	
la
ng

ua
ge

	o
f	
an

ts
	s

ho
w
s	

us
	t
ha

t	
co

m
m
un

ic
at
io
n	

do
es

n’
t	
ha

ve
	t
o	

be
	a

	s
po

ke
n	

la
ng

ua
ge

	t
o	
be

	e
ffe

ct
iv
e.	

T
he

se
	li
tt
le
	in

se
ct
s	
re

m
in
d	

us
	t
ha

t	
so

m
et
im

es
,	a

	s
im

pl
e	
to
uc

h	
or

	a
	t
ra

il	
of
	s
ce

nt
*	

ca
n	

sa
y	

m
or

e	
th

an
	a
	t
ho

us
an

d	
w
or

ds
.	A

nd
	w

ho
	k

no
w
s,	

m
ay

be
	o
ne

	d
ay

	w
e’l

l	b
e	
le
av

in
g	

sc
en

te
d	

tr
ai
ls	

fo
r	

ea
ch

	o
th

er
	to

o!

（
注

）
	

sc
en

te
d：

に
お

い
の

す
る

			
		p

he
ro

m
on

es
：

フ
ェ

ロ
モ

ン
			

		a
nt

en
na

e：
ア

ン
テ

ナ
			

		v
ib
ra

tio
ns

：
振

動
			

	s
ce

nt
：

に
お

い

2
0
2
5
-
s
e
t
0
1
-
ブ

ッ
ク

.
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d
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問
１

	
第

３
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
．

Be
ca

us
e

ｂ
．

D
es

pi
te

ｃ
．

T
he

re
fo

re

ｄ
．

H
ow

ev
er

問
２

	
本

文
中

の
空

欄
	(a
)〜
(d
)	の

う
ち

、
次

の
文

が
入

る
も

っ
と

も
適

切
な

箇
所

を
選

び
な

さ
い

。

	
In

 s
pi

te
 o

f t
he

 d
iffi

cu
lt 

si
tu

at
io

n,
 C

oo
pe

r 
re

m
ai

ne
d 

po
lit

e 
an

d 
ca

lm
 th

ro
ug

ho
ut

 th
e 

w
ho

le
 ti

m
e.

ａ
．
(a
)

ｂ
．
(b
)

ｃ
．
(c
)

ｄ
．
(d
)

問
３

	
第

４
段

落
の

下
線

部
	(1
)	に

も
っ

と
も

近
い

意
味

の
語

を
下

か
ら

選
び

な
さ

い
。

ａ
．

w
al

ke
rs

ｂ
．

in
te

rn
at

io
na

l

ｃ
．

el
de

rly

ｄ
．

so
ci

al
	g

ro
up

s

問
４

	
第

4
段

落
の

下
線

部
	(2
)	の

意
味

と
近

い
文

章
を

下
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

	

ａ
．

T
he

y	
ca

nn
ot

	d
isc

ov
er

	th
e	

be
st

	th
eo

ry
.

ｂ
．

T
he

	tr
ut

h	
se

em
s	

to
	b

e	
re

ve
al

ed
.	

ｃ
．

T
he

	w
ho

le
	tr

ut
h	

is	
st

ill
	u

nk
no

w
n.

ｄ
．

T
he

y	
ar

e	
no

t	c
lo

se
	e

no
ug

h	
to

	r
ea

ch
	e

ac
h	

ot
he

r.

問
５

	
本

文
の

内
容

と
一

致
す

る
文

章
を

下
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

A
lth

ou
gh

	th
e	

m
ys

te
ry

	o
f	D

.B
.	C

oo
pe

r	
w

as
	s

ol
ve

d,
	it

	c
on

tin
ue

s	
to

	a
tt

ra
ct

	p
eo

pl
e.

ｂ
．

D
.B

.	C
oo

pe
r	

w
as

	fo
un

d	
de

ad
	in

	th
e	

w
oo

ds
.

ｃ
．

So
m

e	
of

	th
e	

m
on

ey
	D

.B
.	C

oo
pe

r	
st

ol
e	

w
as

	fo
un

d	
af

te
r	

he
	to

ok
	o

ve
r	

th
e	

ai
rp

la
ne

.

ｄ
．

D
.B

.	C
oo

pe
r	

is	
sa

id
	to

	b
e	

Fr
en

ch
.

2
0
2
5
-
s
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t
0
1
-
ブ
ッ

ク
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2
0
2
5
年
度

―
	1

0	
―

Ⅴ
．

次
の

	(	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	)	

に
入

る
べ

き
も

っ
と

も
適

切
な

語
ま

た
は

語
句

を
ａ

〜
ｄ

か
ら

選
び

、
解

答
欄

の
記

号
を

マ
ー

ク
し

な
さ

い
。

問
１

	
W

e	
st
op

pe
d	

ch
at
tin

g;
	o
th

er
w
ise

	o
ur

	p
ro

fe
ss

or
	(	

		
		

		
		

		
		

		
		

)	t
he

	c
la
ss

ro
om

.	

ａ
．

w
ou

ld
	h

av
e	
le
ft	

ｂ
．

ha
s	
le
ft	

ｃ
．

w
ou

ld
	le

av
e	

ｄ
.	h

as
	b

ee
n	

le
ft

問
２

	
Je

ffr
ey

	c
ou

ld
	n

ot
	a
tt
en

d	
th

e	
cl
as

s	
la
st
	M

on
da

y	
(	
		

		
		

		
		

		
		

		
)	a

n	
ur

ge
nt

	m
at
te
r.

ａ
．

du
e	
to
	

ｂ
．

be
ca

us
e	

ｃ
．

ev
en

	if
	

ｄ
．

th
er

ef
or

e

問
３

	
(	
		

		
		

		
		

		
		

		
)	p

ar
tic

ip
an

t	i
n	

th
is	

m
ee

tin
g	

ca
n	

co
m
m
en

t	o
n	

th
e	
iss

ue
.

ａ
．

Fe
w
	

ｂ
.	S

om
e	

ｃ
．

M
os

t	
ｄ

.	A
ny

問
４

	
M

ik
e	
st
oo

d	
in
	fr

on
t	o

f	u
s	
w
ith

	h
is	

ar
m
s	
(	
		

		
		

		
		

		
		

		
).

ａ
．

fo
ld
ed

	
ｂ

．
fo
ld
er

s	
ｃ

．
fo
ld
in
g	

ｄ
.	f
ol
ds

問
５

	
In

	s
pi
te
	o
f	t

he
	b

ad
	w

ea
th

er
,	(

		
		

		
		

		
		

		
		

	)	
w
as

	h
ig
h	

at
	th

e	
fe
st
iv
al
.

ａ
．

at
te
nd

ed
	

ｂ
．

at
te
nd

an
ce

	
ｃ

．
at
te
nd

	
ｄ

．
at
te
nd

ee

問
６

	
T
he

	r
iv
er

	(	
		

		
		

		
		

		
		

		
)	s

ev
er

al
	fe

et
	w

he
n	

th
e	
ty

ph
oo

n	
hi
t	t

he
	to

w
n	

la
st
	s
um

m
er

.

ａ
．

ra
ise

	
ｂ

．
ris

en
	

ｃ
．

ro
se

	
ｄ

．
ris

e

問
７

	
Y
ou

	d
on

’t	
w
an

t	t
o	
go

	s
ho

pp
in
g,
	(	

		
		

		
		

		
		

		
		

)	?

ａ
．

do
n’
t	y

ou
	

ｂ
．

do
	y

ou
	

ｃ
．

ar
e	
yo

u	
ｄ

．
ar

en
’t	

yo
u

問
８

	
So

m
e	
st
ud

en
ts
	p

la
y	

ba
sk

et
ba

ll,	
an

d	
(	
		

		
		

		
		

		
		

		
)	p

la
y	

vo
lle

yb
al
l.

ａ
．

an
y	

ｂ
．

ot
he

r	
on

e	
ｃ

．
an

ot
he

r	
ｄ

．
ot
he

rs

2
0
2
5
-
s
e
t
0
1
-
ブ

ッ
ク
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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
．

on
ly

	if

ｂ
．

ev
en

	th
ou

gh

ｃ
．

no
w

	th
at

	

ｄ
．

ju
st

	a
s

問
２

	
第

２
段

落
の

(
	

	
	

B
	

	
	

)お
よ

び
(

	
	

	
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
．

th
e	

co
lo

ny
	

─
	

th
e	

fo
od

	s
ou

rc
e

ｂ
．

th
e	

co
m

m
un

ity
	

─
	

an
ot

he
r	

an
t

ｃ
．

th
e	

sy
st

em
	

─
	

th
e	

ph
er

om
on

e

ｄ
．

th
e	

co
m

m
un

ic
at

io
n	
─

	
an

ot
he

r	
ch

em
ic

al
	tr

ai
l

問
３

	
本

文
中

の
空

欄
	(a
)〜
(d
)	の

う
ち

、
次

の
文

が
入

る
も

っ
と

も
適

切
な

箇
所

を
選

び
な

さ
い

。

T
he

re
’s

 n
o 

an
t k

in
g 

or
 q

ue
en

 g
iv

in
g 

or
de

rs
 o

n 
a 

da
ily

 b
as

is
.

ａ
．
(a
)

ｂ
．
(b
)

ｃ
．
(c
)

ｄ
．
(d
)

問
４

	
第

４
段

落
の

下
線

部
(1
)に
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の

は
ど

れ
か

、
下

か
ら

選
び

な
さ

い
。

ａ
．

to
	m

ak
e	

so
un

ds

ｂ
．

to
	to

uc
h	

ea
ch

	o
th

er

ｃ
．

to
	s

ur
vi

ve
	a

s	
a	

co
m

m
un

ity

ｄ
．

to
	c

om
m

un
ic

at
e	

th
ro

ug
h	

ch
em

ic
al

s

問
５

	
本

文
の

内
容

と
一

致
す

る
文

章
を

下
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

U
sin

g	
sp

ok
en

	la
ng

ua
ge

	is
	th

e	
be

st
	w

ay
	fo

r	
co

m
m

un
ic

at
io

n.

ｂ
．

It
	is

	im
po

ss
ib

le
	fo

r	
an

ts
	to

	h
av

e	
go

od
	c

om
m

un
ic

at
io

ns
	w

ith
	e

ac
h	

ot
he

r.

ｃ
．

Q
ui

ck
	a

nd
	e

ffe
ct

iv
e	

co
m

m
un

ic
at

io
ns

	a
llo

w
	c

om
m

un
iti

es
	o

f	a
nt

s	
to

	s
ur

vi
ve

.

ｄ
．

Co
m

m
un

ic
at

io
ns

	a
m

on
g	

hu
m

an
s	

ar
e	

no
t	a

s	
so

ph
ist

ic
at

ed
	a

s	
th

os
e	

am
on

g	
in

se
ct

s.

2
0
2
5
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
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n
d
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2
0
2
5
年
度

―
	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

	
青

い
屋

根
が

見
え

る
家

が
、

我
が

家
で

し
た

。

	
T
he

	(	
1.	

of
			

2.	
yo

u	
		3

.	s
ee

			
4.	

w
hi
ch

			
5.	

ca
n	

		6
.	h

ou
se

	)	
th

e	
bl
ue

	r
oo

f	w
as

	m
in
e.	

ａ
．

１
－

２
	

ｂ
．

２
－

３
	

ｃ
．

１
－

５
	

ｄ
.	４

－
５

問
２

	
ケ

ン
は

ま
も

な
く

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
を

使
う

の
を

や
め

た
。

	
(	1

.	n
ot
			

2.	
be

fo
re

			
3.	

it	
		4

.	l
on

g	
		5

.	K
en

			
6.	

w
as

	)	
st
op

pe
d	

us
in
g	

a	
sm

ar
tp

ho
ne

.

ａ
．

６
－

２
	

ｂ
．

５
－

１
	

ｃ
．

６
－

４
	

ｄ
．

５
－

２

問
３

	
彼

が
素

晴
ら

し
い

ア
ド

バ
イ

ス
を

く
れ

た
の

で
、

私
は

海
外

で
勉

強
す

る
気

に
な

っ
た

。

	
(	1

.	t
o	
		2

.	g
re

at
			

3.	
m
ot
iv
at
ed

			
4.	

ad
vi
ce

			
5.	

m
e	
		6

.	h
is	

)	s
tu

dy
	a
br

oa
d.

ａ
．

２
－

３
	

ｂ
．

２
－

５
	

ｃ
．

４
－

２
	

ｄ
．

６
－

５

問
４

	
エ

イ
ミ

ィ
の

大
阪

旅
行

は
、

期
待

し
て

い
た

も
の

と
違

っ
て

い
た

。

	
A
m
y’
s	
tr
ip
	to

	O
sa

ka
	(	

1.	
di
ffe

re
nt

			
2.	

ha
d	

		3
.	s

he
			

4.	
w
ha

t		
	5
.	f
ro

m
			

6.	
w
as

	)	
ex

pe
ct
ed

.

ａ
．

２
－

３
	

ｂ
．

１
－

４
	

ｃ
．

４
－

２
	

ｄ
．

５
－

６

問
５

	
終

電
を

逃
し

た
時

、
私

に
は

歩
い

て
帰

る
し

か
選

択
肢

が
な

か
っ

た
。

	
W

he
n	

I	m
iss

ed
	th

e	
la
st
	tr

ai
n,
	I	

(	1
.	b

ut
			

2.	
to
			

3.	
ha

d	
		4

.	c
ho

ic
e	
		5

.	w
al
k	

		6
.	n

o	
)	h

om
e.

ａ
．

６
－

１
	

ｂ
．

６
－

５
	

ｃ
．

２
－

４
	

ｄ
.　

２
－

６

2
0
2
5
-
s
e
t
0
1
-
ブ

ッ
ク

.
i
n
d
b
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問
９

	
By

	th
e	
tim

e	
w
e	
re

ac
he

d	
th

e	
ha

ll,	
th

e	
co

nc
er

t	(
		

		
		

		
		

		
		

		
	).

ａ
．

ha
d	

al
re

ad
y	

st
ar

te
d	
ｂ

．
al
re

ad
y	

st
ar

ts
	

ｃ
．

st
ar

te
d	

ｄ
．

ha
s	
al
re

ad
y	

st
ar

te
d

問
10

	
N
ei
th

er
	o
f	u

s	
(	
		

		
		

		
		

		
		

		
)	g

oi
ng

	to
	w

or
k	

be
ca

us
e	
it	

is	
Su

nd
ay

	to
da

y.

ａ
．

ar
e	

ｂ
．

w
er

e	
ｃ

．
is	

ｄ
．

am

2
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2
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-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
b
 
 
 
1
1

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



国語

— 9 —

2
0
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5
年
度

国
語

―
	1

7	
―

　
コ

ン
ク

リ
ン

に
よ

る
と

、
ハ

ヌ
ノ

オ
の

人
た

ち
は

16
25

種
類

も
の

植
物

を
名

づ
け

、
分

類
す

る
Ｅ「

優
れ

た
植

物
学

者
」	

で

あ
る

。
こ

の
16

25
と

い
う

数
字

が
い

か
に

す
ご

い
か

は
、

私
た

ち
が

チ
ュ

ー
リ

ッ
プ

、
す

み
れ

、
た

ん
ぽ

ぽ
、

な
ど

何
種

類

の
植

物
の

名
前

を
日

本
語

で
挙

げ
ら

れ
る

か
を

考
え

て
み

る
と

わ
か

る
だ

ろ
う

。
そ

し
て

ハ
ヌ

ノ
オ

の
植

物
の

名
前

は
、

詩
歌

に
お

い
て

多
様

な
意

味
を

も
た

さ
れ

る
な

ど
、

人
び

と
の

生
活

の
文

化
的

側
面

と
密

接
に

関
連

し
て

い
る

。
さ

ら
に

ハ
ヌ

ノ
オ

の
人

び
と

は
植

物
を

デ
タ

ラ
メ

に
名

づ
け

て
い

る
の

で
は

な
く

、
発

芽
の

仕
方

、
茎

の
伸

び
方

な
ど

の
生

長
上

の
特

徴
に

即
し

て
く

わ
し

く
分

類
し

て
い

る
と

い
う

。
つ

ま
り

そ
れ

は
、

生
殖

上
の

特
徴

に
即

し
て

植
物

を
分

類
す

る
科

学
で

あ
る

植
物

分
類

学
の

や
り

方
と

は
異

な
る

も
の

の
、

す
ぐ

れ
て

内
的

に
一

貫
し

た
体

系
で

あ
る

。
だ

か
ら

こ
そ

私
た

ち
は

そ
れ

を
「

知
識

」
と

呼
ぶ

こ
と

が
で

き
る

。

　
コ

ン
ク

リ
ン

は
、

植
物

分
類

に
つ

い
て

の
研

究
の

ほ
か

に
、

ハ
ヌ

ノ
オ

の
人

び
と

が
自

然
界

に
あ

る
色

を
ど

う
認

知
し

、
分

類
す

る
か

に
つ

い
て

の
研

究
を

発
表

し
て

い
る

。
コ

ン
ク

リ
ン

以
降

、
多

く
の

人
類

学
者

が
さ

ま
ざ

ま
な

社
会

の
人

び
と

の
豊

か
な

分
類

知
識

を
も

と
に

、
私

た
ち

の
社

会
で

信
頼

さ
れ

て
い

る
科

学
だ

け
が

唯
一

の
自

然
知

識
で

は
な

い
こ

と
を

示
し

て
き

た
。

こ
う

し
た

研
究

は
19

80
年

代
以

降
、

人
類

学
を

超
え

て
、

じ
っ

さ
い

の
開

発
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
や

自
然

資
源

管
理

プ
ロ

グ

ラ
ム

な
ど

に
お

い
て

評
価

さ
れ

る
よ

う
に

な
っ

て
い

る
。

　「
参

加
型

開
発

」
と

い
う

こ
と

ば
を

生
み

だ
し

た
ロ

バ
ー

ト
・

チ
ェ

ン
バ

ー
ス

に
よ

る
と

、
土

着
の

知
識

は
科

学
よ

り
も

そ

れ
ぞ

れ
の

地
域

の
生

態
系

に
適

合
的

で
あ

る
。

そ
れ

ゆ
え

に
、

そ
う

し
た

現
地

の
知

識
に

頼
る

こ
と

な
し

に
は

開
発

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
成

功
は

あ
り

え
な

い
。

ま
た

近
年

各
地

の
先

住
民

の
人

び
と

が
使

う
薬

草
が

バ
イ

オ
テ

ク
ノ

ロ
ジ

ー
を

用
い

た
最

先
端

の
製

薬
開

発
に

ヒ
ン

ト
を

与
え

て
い

る
。

生
物

多
様

性
保

全
を

め
ぐ

る
施

策
に

、
近

代
科

学
が

ま
だ

名
づ

け
て

い
な

い
動

植
物

を
分

類
し

て
き

た
現

地
の

人
び

と
の

知
恵

が
必

要
と

さ
れ

る
こ

と
も

多
い

。
19

92
年

に
採

択
さ

れ
た

生
物

多
様

性
条

約
で

は
、

生
物

資
源

に
つ

い
て

の
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

人
び

と
の

「
知

識
」

を
保

護
し

、
ま

た
そ

れ
に

対
す

る
人

び
と

の
権

利
を

保
障

す
る

た
め

の
規

定
が

盛
り

込
ま

れ
た

。
こ

の
よ

う
に

し
て

、
遠

く
の

人
び

と
の

自
然

を
め

ぐ
る

豊
か

な
「

知
識

」
に

目
を

つ
け

て
き

た
人

類
学

の
視

点
は

、「
自

然
に

つ
い

て
の

知
識

＝
自

然
科

学
の

知
識

」
と

い
う

環
境

保
護

の
前

提
を

ゆ
る

が
し

て
い

る

の
か

も
し

れ
な

い
。

　
こ

の
よ

う
に

認
識

人
類

学
の

研
究

は
、

自
然

に
つ

い
て

の
文

化
的

に
多

様
な

分
類

知
識

を
描

く
こ

と
で

、
自

然
科

学
だ

け
が

自
然

に
つ

い
て

の
唯

一
絶

対
の

知
識

で
は

な
い

こ
と

を
示

し
て

き
た

。
そ

の
一

方
で

、
そ

う
い

う
研

究
の

自
然

に
対

す
る

0
0

0
0

人
間

の
側

の
分

類
、

自
然

に
つ

い
て

の
0

0
0

0
0

文
化

的
知

識
と

い
う

前
提

を
疑

う
潮

流
も

あ
る

。
コ

ン
ク

リ
ン

の
民

族
誌

を
材

料
の

一
つ

と

し
て

『
野

生
の

思
考

』
を

書
い

た
ク

ロ
ー

ド
・

レ
ヴ

ィ
=

ス
ト

ロ
ー

ス
は

、「
自

然
／

文
化

」
を

二
分

す
る

発
想

自
体

は
普

遍

的
だ

と
し

た
。

そ
し

て
、

植
物

や
動

物
は

そ
れ

に
対

す
る

分
類

を
と

お
し

て
人

間
の

思
考

に
つ

い
て

「
考

え
る

の
に

適
し

た
」

素
材

だ
と

述
べ

た
。

し
か

し
、

ほ
ん

と
う

に
Ｆ
そ

う
な

の
か

？
	1

98
0
年

代
以

降
さ

か
ん

に
な

っ
た

の
は

、
自

然
を

ど
う

分
け

る
か

の
文

化
的

多
様

性
だ

け
で

な
く

、
自

然
と

文
化

を
ど

う
分

け
る

か
の

多
様

性
を

見
つ

め
る

研
究

で
あ

る
。

　
試

し
に

ま
ず

日
本

の
こ

と
を

考
え

て
み

よ
う

。
私

た
ち

は
「

自
然

」
と

言
う

と
き

、「
手

つ
か

ず
の

自
然

」「
自

然
の

脅
威

」

な
ど

と
表

現
す

る
。

こ
こ

に
は

た
し

か
に

、
人

間
の

文
化

の
影

響
を

受
け

て
い

な
い

自
然

環
境

、
あ

り
の

ま
ま

の
動

物
や

植
物

、

山
や

川
な

ど
の

姿
が

イ
メ

ー
ジ

さ
れ

て
い

る
よ

う
だ

。
し

か
し

翻
訳

研
究

者
の

柳
父

章
に

よ
る

と
、

日
本

語
の

「
自

然
」

と
い

う
こ

と
ば

は
、

明
治

以
降

に
英

語
の

na
tu

re
の

翻
訳

語
と

し
て

使
わ

れ
る

よ
う

に
な

っ
て

初
め

て
こ

の
よ

う
な

意
味

を
獲

得

し
た

と
い

う
。

明
治

以
前

に
は

、
自

然
と

い
う

語
は

「
お

の
ず

か
ら

そ
う

な
っ

て
い

る
さ

ま
、

天
然

の
ま

ま
で

人
為

の
加

わ

ら
ぬ

さ
ま

」
と

い
う

意
味

で
用

い
ら

れ
て

い
た

。
こ

の
古

典
的

な
自

然
の

意
味

は
、「

人
為

」
と

対
置

さ
れ

て
い

る
と

い
う

意

味
で

na
tu

re
と

共
通

し
て

い
る

。
こ

の
共

通
点

ゆ
え

に
こ

の
語

が
翻

訳
語

と
し

て
選

ば
れ

た
。

し
か

し
、

日
本

語
の

「
自

然
」

は
も

と
も

と
副

詞
や

形
容

詞
と

し
て

使
わ

れ
、

人
為

の
加

わ
ら

な
い

「
状

態
」

を
示

し
て

い
た

。
つ

ま
り

、
名

詞
と

し
て

自
然

環
境

そ
の

も
の

を
表

す
よ

う
な

こ
と

ば
で

は
な

か
っ

た
。

今
で

も
私

た
ち

が
使

う
「

自
然

」
と

い
う

こ
と

ば
に

は
、

古
い

意
味

2
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-
s
e
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1
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.
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	1

6	
―

次
の

文
章

を
読

ん
で

、
以

下
の

各
問

に
答

え
な

さ
い

。

　
タ

ー
バ

ン
を

巻
い

て
髭

を
生

や
し

た
男

性
、

白
い

肌
の

ブ
ロ

ン
ド

ヘ
ア

の
女

の
子

、
真

っ
赤

な
チ

ャ
イ

ナ
ド

レ
ス

に
身

を
包

ん
だ

女
性

、
ド

レ
ッ

ド
ヘ

ア
の

黒
人

女
性

…
…

国
籍

も
民

族
も

さ
ま

ざ
ま

な
人

た
ち

が
、
青

々
と

光
り

輝
く

丸
い

地
球

の
上

で
、

手
を

つ
な

い
で

立
っ

て
い

る
。

こ
う

し
た

絵
に
「

私
た

ち
の

地
球

環
境

を
守

ろ
う

」
と

い
う

文
字

が
添

え
ら

れ
た

ポ
ス

タ
ー

を
、

ど
こ

か
で

目
に

し
た

こ
と

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

そ
れ

は
、環

境
省

の
Ａ
啓

蒙
ポ

ス
タ

ー
で

あ
ろ

う
と

、小
学

生
の

絵
画

コ
ン

ク
ー

ル
で

あ
ろ

う
と

よ
く

使
わ

れ
る

イ
メ

ー
ジ

で
あ

る
。

そ
れ

が
伝

え
よ

う
と

し
て

い
る

メ
ッ

セ
ー

ジ
は

明
確

だ
。

自
然

環
境

と
い

う
の

は
境

界
の

な
い

「
ひ

と
つ

の
」

も
の

で
あ

る
。

だ
か

ら
こ

そ
「

私
た

ち
」

は
国

や
民

族
や

文
化

の
違

い
を

超
え

て
協

力
し

て
そ

れ
を

守
ら

な
く

て
は

な
ら

な
い

。

　
こ

の
よ

う
な

絵
に

つ
づ

い
て

、環
境

省
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
は

次
の

よ
う

な
こ

と
が

書
か

れ
て

い
る

。「
地

球
の

環
境

を
守

っ

て
い

く
た

め
に

は
、

地
球

に
住

む
み

ん
な

が
環

境
を

大
切

に
思

う
気

持
ち

を
も

つ
こ

と
が

大
事

。
小

さ
な

こ
と

で
も

力
を

合
わ

せ
て

取
り

組
ん

で
い

け
ば

、
自

然
豊

か
な

未
来

に
つ

な
げ

る
こ

と
が

で
き

る
よ

！
」。

じ
っ

さ
い

、
私

た
ち

の
身

の
回

り
に

は
、

Ｂ「
小

さ
な

取
り

組
み

」	
へ

の
呼

び
か

け
が

あ
ふ

れ
て

い
る

。
燃

え
る

ゴ
ミ

と
燃

え
な

い
ゴ

ミ
を

分
け

る
こ

と
、

電
気

を
こ

ま

め
に

消
す

こ
と

、
マ

イ
箸

・
エ

コ
バ

ッ
ク

を
持

参
す

る
こ

と
、

コ
ピ

ー
用

紙
の

裏
紙

を
使

う
こ

と
…

…
。

そ
れ

ら
は

、「
地

球

市
民

」
だ

れ
も

が
日

常
生

活
の

な
か

で
取

り
組

む
べ

き
「

地
球

に
や

さ
し

い
」

行
動

の
パ

タ
ー

ン
だ

。

　
こ

の
よ

う
に

、
自

然
環

境
に

つ
い

て
私

た
ち

が
考

え
る

と
き

、
そ

こ
に

は
い

つ
も

（
文

化
や

民
族

と
違

っ
て

）「
ひ

と
つ

の
」

「
普

遍
的

な
」「

全
人

類
が

協
力

し
て

保
護

す
べ

き
」

自
然

と
い

っ
た

イ
メ

ー
ジ

が
つ

き
ま

と
う

。
自

然
で

は
な

く
人

間
に

つ
い

て
の

学
問

で
あ

り
、

ま
た

人
間

の
普

遍
的

な
特

徴
だ

け
で

は
な

く
、

違
い

や
多

様
性

に
目

を
向

け
て

き
た

文
化

人
類

学
に

お
い

て
も

、
自

然
は

重
要

な
ト

ピ
ッ

ク
に

な
っ

て
き

た
。

自
然

に
つ

い
て

の
人

類
学

の
研

究
は

、
さ

ま
ざ

ま
な

方
法

で
Ｃ
自

然
を

め

ぐ
る

「
あ

た
り

ま
え

」	
の

イ
メ

ー
ジ

を
問

い
な

お
し

て
き

た
。「

二
酸

化
炭

素
の

排
出

が
温

暖
化

を
ま

ね
く

」
と

い
っ

た
科

学

的
知

識
は

、
自

然
に

つ
い

て
の

た
っ

た
ひ

と
つ

の
正

し
い

知
識

な
の

だ
ろ

う
か

。
そ

も
そ

も
、

自
然

は
ほ

ん
と

う
に

「
ひ

と
つ

の
も

の
」

な
の

か
。

こ
う

し
た

問
い

に
つ

い
て

考
え

て
い

く
こ

と
で

、
私

た
ち

は
こ

れ
か

ら
い

か
に

他
の

人
間

や
自

然
界

に
お

け
る

多
様

な
存

在
と

共
生

し
て

い
け

る
の

か
、

よ
り

広
い

視
野

か
ら

考
え

る
こ

と
が

で
き

る
だ

ろ
う

。

　「
地

球
市

民
」

と
し

て
環

境
の

た
め

に
何

か
し

よ
う

と
決

意
し

た
と

き
、

私
た

ち
が

頼
る

の
は

、「
二

酸
化

炭
素

の
増

加
が

温

暖
化

を
ま

ね
く

」「
こ

の
動

物
は

絶
滅

危
惧

種
で

あ
る

」
と

い
っ

た
近

代
科

学
の

知
識

だ
。

そ
れ

は
、自

然
に

つ
い

て
の

客
観

的

な
正

し
い

知
識

で
あ

り
、
全

世
界

で
同

じ
よ

う
に

共
有

さ
れ

、
地

球
環

境
保

護
の

ベ
ー

ス
と

な
る

べ
き

だ
と

信
じ

ら
れ

て
い

る
。

そ
れ

に
対

し
て

人
類

学
は

、「
未

開
社

会
」

に
お

い
て

も
近

代
科

学
に
Ｄ
勝

る
と

も
劣

ら
な

い
、

自
然

に
つ

い
て

の
経

験
的

な
	

「
知

識
」

が
存

在
す

る
と

伝
え

て
き

た
。

マ
リ

ノ
フ

ス
キ

ー
は

、
こ

の
よ

う
な

知
識

を
「

未
開

の
科

学
」

と
名

付
け

た
。

　
そ

う
し

た
「

未
開

の
科

学
」

を
具

体
的

に
描

い
た

ひ
と

り
と

し
て

、
認

識
人

類
学

と
い

う
分

野
を

切
り

拓
い

た
ハ

ロ
ル

ド
・

コ
ン

ク
リ

ン
が

い
る

。
コ

ン
ク

リ
ン

は
、

フ
ィ

リ
ピ

ン
・

ミ
ン

ド
ロ

島
に

暮
ら

す
ハ

ヌ
ノ

オ
の

人
た

ち
が

身
の

回
り

の
事

物
や

生
き

も
の

、
と

く
に

植
物

を
ど

の
よ

う
に

分
類

し
、

名
づ

け
る

の
か

と
い

う
こ

と
に

注
目

し
た

。
コ

ン
ク

リ
ン

の
前

に
も

「
民

族
植

物
学

」
と

呼
ば

れ
る

分
野

の
研

究
者

た
ち

が
、

さ
ま

ざ
ま

な
民

族
が

用
い

る
植

物
の

名
称

を
調

べ
上

げ
て

い
た

。
た

だ
し

そ
れ

は
基

本
的

に
自

然
科

学
の

側
か

ら
の

ア
プ

ロ
ー

チ
で

あ
り

、
現

地
の

人
び

と
の

用
い

る
植

物
を

植
物

学
の

学
名

に
即

し
て

整
理

し
て

い
た

。
そ

れ
に

対
し

コ
ン

ク
リ

ン
は

、
ハ

ヌ
ノ

オ
の

人
た

ち
自

身
が

用
い

る
植

物
の

名
称

を
詳

細
に

調
べ

上
げ

、
当

時
の

ア
メ

リ
カ

の
人

類
学

で
さ

か
ん

だ
っ

た
言

語
学

的
な

分
析

を
加

え
た

。
こ

こ
に

自
然

と
人

間
の

関
係

を
、

個
別

社
会

に
お

け
る

動
植

物
と

人
間

の
関

係
、

と
り

わ
け

動
植

物
に

つ
い

て
の

「
民

俗
分

類
」

を
も

と
に

考
え

て
い

こ
う

と
い

う
流

れ
が

生
ま

れ
た

。
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だ
。

そ
れ

ら
の

議
論

を
前

提
に

し
た

う
え

で
、

認
識

人
類

学
の

よ
う

に
具

体
的

な
自

然
と

人
間

の
関

係
、

と
り

わ
け

身
の

回
り

の
動

植
物

と
人

間
が

ど
う

か
か

わ
り

あ
う

の
か

を
見

て
い

こ
う

と
す

る
人

類
学

者
の

仕
事

も
あ

る
。

　
た

と
え

ば
シ

ベ
リ

ア
の

ユ
カ

ギ
ー

ル
の

狩
猟

採
集

民
の

世
界

で
は

、
人

、
動

物
、

モ
ノ

は
魂

を
備

え
、

同
じ

理
性

的
能

力
を

も
つ

。
ヴ

ィ
ヴ

ェ
イ

ロ
ス

=
デ

=
カ

ス
ト

ロ
の

描
い

た
南

米
の

神
話

世
界

と
同

じ
よ

う
に

、
そ

れ
ぞ

れ
が

異
な

っ
て

思
考

す

る
の

は
、

種
ご

と
に

固
有

の
身

体
を

も
っ

て
い

る
た

め
だ

。
狩

猟
の

場
に

お
い

て
狩

人
は

、
獲

物
で

あ
る

ト
ナ

カ
イ

の
真

似
を

し
て

移
動

し
、

匂
い

を
嗅

ぎ
、

音
を

出
す

こ
と

で
、

同
族

と
な

っ
て

彼
ら

を
惹

き
つ

け
よ

う
と

す
る

。
た

だ
し

そ
こ

で
完

全
に

ト
ナ

カ
イ

に
変

身
し

て
し

ま
う

と
、

人
間

に
戻

れ
な

く
な

っ
て

し
ま

う
（

そ
の

よ
う

な
危

険
な

事
例

も
た

く
さ

ん
あ

る
）。

人

間
と

し
て

の
ア

イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
を

維
持

し
た

ま
ま

、
一

時
的

か
つ

不
完

全
な

か
た

ち
で

動
物

の
身

体
を

身
に

ま
と

い
、

そ
の

視
点

を
獲

得
す

る
こ

と
が

重
要

な
の

で
あ

る
。

　
注

目
す

べ
き

は
、

こ
う

し
た

自
然

と
文

化
、

人
間

と
他

種
の

関
係

を
問

い
な

お
す

さ
ま

ざ
ま

な
最

近
の

研
究

は
、

遠
く

離
れ

た
「

他
者

の
現

実
」

に
つ

い
て

語
っ

て
い

る
の

み
な

ら
ず

、
私

た
ち

の
社

会
に

つ
い

て
も

異
な

る
も

の
の

見
方

を
示

し
て

い
る

こ
と

だ
。

考
え

て
み

れ
ば

、
自

然
を

人
間

の
生

活
か

ら
分

離
し

た
「

手
つ

か
ず

の
」

実
体

で
は

な
く

、
人

間
と

他
種

と
の

具
体

的
な

や
り

と
り

・
交

渉
の

場
と

と
ら

え
る

な
ら

ば
、

た
と

え
都

市
生

活
の

な
か

で
も

自
然

は
あ

る
。

　
私

た
ち

の
多

く
は

、
決

し
て

自
然

豊
か

な
環

境
の

な
か

に
住

ん
で

い
な

い
。

ま
た

、
コ

ン
ク

リ
ン

の
描

い
た

ハ
ヌ

ノ
オ

の
人

た
ち

の
よ

う
に

植
物

種
の

名
前

を
た

く
さ

ん
知

っ
て

い
て

、
自

然
に

つ
い

て
の

0
0

0
0

0

体
系

化
さ

れ
た

知
識

を
も

っ
て

い
る

わ
け

で
は

な
い

。
し

か
し

そ
ん

な
私

た
ち

で
も

、具
体

的
な

生
き

も
の

や
事

物
と

絶
え

ず
や

り
と

り
し

て
い

る
こ

と
に

は
変

わ
り

が
な

い
。

Ｎ
私

た
ち

は
ペ

ッ
ト

と
情

動
的

な
関

係
を

築
く

。	
そ

こ
で

、
ユ

カ
ギ

ー
ル

の
人

た
ち

と
変

わ
ら

ず
、

犬
に

な
り

き
っ

た
声

真
似

を
し

て
飼

い
犬

を
呼

ん
だ

り
、

飼
い

主
と

し
て

自
分

と
犬

を
差

異
化

し
た

り
す

る
。

そ
の

一
方

で
私

た
ち

の
生

活
は
Ｐ「

愛
せ

な
い

他
者

」	
と

の
関

係
の

な
か

に
も

あ
る

。
た

と
え

ば
私

た
ち

は
、

ゴ
ミ

捨
て

場
に

集
ま

る
カ

ラ
ス

に
ゴ

ミ
を

荒
ら

さ
な

い
よ

う
に

ゴ
ミ

袋
を

き
っ

ち
り

縛
っ

た
り

、
新

聞
紙

で
ゴ

ミ
袋

の
中

身
を

見
え

な
く

し
た

り
す

る
。

一
時

期
の

東
京

で
は

、
増

え
つ

づ
け

る
カ

ラ
ス

対
策

と
し

て
、

カ
ラ

ス
肉

か
ら

ミ
ー

ト
パ

イ
を

つ
く

っ
て

売
り

出
す

と
い

う
案

ま
で

あ
っ

た
と

い
う

。

　
さ

ら
に

人
間

ど
う

し
の

グ
ロ

ー
バ

ル
な

つ
な

が
り

も
、

じ
っ

さ
い

に
は

多
種

間
の

入
り

組
ん

だ
歴

史
的

な
関

係
の

な
か

に
あ

る
。

た
と

え
ば

ア
ナ

・
ツ

ィ
ン

は
、

松
茸

と
い

う
種

に
注

目
し

て
グ

ロ
ー

バ
リ

ゼ
ー

シ
ョ

ン
を

描
き

な
お

し
て

い
る

。
日

本
人

に
と

っ
て

の
秋

の
味

覚
・

高
級

食
材

と
し

て
有

名
な

松
茸

が
、

じ
っ

さ
い

に
は

そ
の

大
部

分
を

海
外

か
ら

の
輸

入
に

頼
っ

て
い

る
こ

と
は

よ
く

知
ら

れ
て

い
る

。
日

本
人

は
松

茸
を

自
国

で
栽

培
し

よ
う

と
試

行
錯

誤
を

く
り

返
し

、
こ

と
ご

と
く

失
敗

し
て

き
た

の
だ

。

　
そ

も
そ

も
松

茸
は

ど
う

育
つ

の
か

？
	松

茸
は

木
か

ら
栄

養
を

摂
取

す
る

も
の

で
あ

り
、

松
茸

菌
は

木
の

根
と

結
合

す
る

こ

と
に

よ
っ

て
、

菌
根

と
い

う
構

造
を

作
り

出
す

。
そ

の
共

生
関

係
は

決
し

て
穏

や
か

な
も

の
で

は
な

い
と

い
う

。
松

茸
は

菌
と

し
て

成
長

す
る

こ
と

で
、

根
の

一
部

を
腐

ら
せ

て
し

ま
う

。
そ

の
一

方
で

松
茸

は
、

強
い

酸
を

分
泌

し
て

、
岩

や
土

か
ら

無
機

物
を

溶
か

す
こ

と
で

、
木

に
栄

養
を

届
け

る
。

ま
た

撥は
っ

す
い 水
性

の
厚

い
菌

蓋
を

作
り

、
他

の
菌

類
や

バ
ク

テ
リ

ア
の

進
出

を
防

ぐ

役
目

も
果

た
し

て
い

る
。

　
注

目
す

べ
き

は
、

こ
う

し
た

松
茸

と
松

の
木

の
「

共
生

」
関

係
は

、
あ

る
程

度
貧

し
い

土
壌

で
こ

そ
成

り
立

つ
と

い
う

こ
と

だ
。

良
い

土
壌

で
競

合
す

る
種

が
多

い
場

合
、

松
茸

は
死

に
絶

え
て

し
ま

う
か

ら
だ

。
つ

ま
り

松
茸

は
、

人
間

に
よ

る
持

続
的

な
森

林
へ

の
介

入
の

結
果

、
生

育
す

る
。

そ
れ

で
も

松
茸

が
あ

る
と

い
う

こ
と

は
、

そ
の

森
が

完
全

に
は

壊
滅

し
て

い
な

い
こ

と
を

意
味

し
て

い
る

。
こ

の
Ｑ
微

妙
な

バ
ラ

ン
ス

は
、

今
の

と
こ

ろ
人

間
に

よ
る

意
図

的
な

デ
ザ

イ
ン

に
よ

っ
て

は
実

現
さ

れ

て
い

な
い

。
そ

ん
な

な
か

、
中

国
雲

南
省

で
は

、
人

間
に

よ
る

ナ
ラ

の
伐

採
や

松
葉

の
収

集
な

ど
に

よ
っ

て
「

偶
然

」
松

茸
の

生
産

が
も

た
ら

さ
れ

た
。

そ
こ

で
は

、
松

茸
の

採
集

が
一

大
ビ

ジ
ネ

ス
と

な
り

、
日

本
の

消
費

者
と

の
あ

ら
た

な
つ

な
が

り
を

生
ん

で
い

る
と

い
う

。
こ

こ
に

人
間

ど
う

し
の

グ
ロ

ー
バ

ル
な

つ
な

が
り

が
松

茸
と

そ
の

他
の

種
の

関
係

に
媒

介
さ

れ
て

い
る

2
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―

と
新

し
い

意
味

が
混

ざ
り

あ
っ

て
い

る
。

私
た

ち
は

、
リ

ラ
ッ

ク
ス

し
た

、
飾

ら
な

い
状

態
で

テ
レ

ビ
に

出
る

芸
能

人
を

「
あ

の
人

は
自

然
体

で
い

い
」

と
賞

賛
す

る
。

そ
の

一
方

で
、「

手
つ

か
ず

の
大

自
然

」「
自

然
の

脅
威

」
な

ど
と

い
う

意
味

で
の

新

し
い

「
自

然
」

も
、

す
っ

か
り

私
た

ち
に

な
じ

ん
で

い
る

。

　
つ

ま
り

、
日

本
の

こ
と

を
考

え
て

も
、

人
間

の
文

化
の

影
響

を
受

け
て

い
な

い
あ

り
の

ま
ま

の
自

然
環

境
、

と
い

う
意

味
で

の
「

自
然

」
は

、
西

欧
か

ら
の

輸
入

に
よ

っ
て

成
立

し
て

い
る

。
そ

れ
は

せ
い

ぜ
い

こ
こ

15
0
年

く
ら

い
の

発
明

で
あ

っ
て

、

G
	「
あ

た
り

ま
え

」
で

は
な

い
。

19
80

年
代

か
ら

90
年

代
に

か
け

て
の

人
類

学
は

、
各

地
の

「
自

然
と

文
化

」
と

い
う

カ
テ

ゴ
リ

ー
に

大
ま

か
に

対
応

す
る

概
念

を
詳

細
に

検
討

し
た

。
そ

し
て

、「
（

人
間

の
外

側
に

あ
る

）
自

然
と

（
人

間
の

つ
く

り
だ

し
た

）
文

化
」

と
い

う
分

け
方

自
体

が
、

西
洋

の
文

化
が

構
築

し
た

も
の

で
あ

っ
て

、
普

遍
的

な
も

の
で

は
な

い
と

い
う

こ
と

を
示

し
て

い
っ

た
。

　
こ

う
し

た
な

か
、
自

然
や

文
化

と
の

関
係

を
普

遍
的

な
も

の
と

と
ら

え
な

い
視

点
に

立
ち

な
が

ら
、
概

念
の

検
討

で
は

な
く

、

認
識

人
類

学
と

同
じ

よ
う

に
動

植
物

と
人

間
の

関
係

に
注

目
し

た
人

類
学

者
と

し
て

、
エ

ド
ゥ

ア
ル

ド
・

ヴ
ィ

ヴ
ェ

イ
ロ

ス
=

デ
=

カ
ス

ト
ロ

が
い

る
。

彼
は

、
南

米
の

先
住

民
の

神
話

を
分

析
し

て
、

そ
こ

で
広

く
み

ら
れ

る
コ

ス
モ

ロ
ジ

ー
を

描
こ

う

と
し

た
。

西
欧

で
は

自
然

が
ま

ず
あ

り
、そ

こ
か

ら
文

化
へ

移
行

す
る

（
動

物
が

人
間

へ
と

進
化

す
る

）
と

考
え

る
の

に
対

し
、

先
住

民
の

神
話

世
界

は
そ

の
逆

で
あ

る
（

人
間

的
な

状
態

が
ま

ず
あ

り
、

そ
こ

か
ら

動
物

が
差

異
化

さ
れ

る
）。

だ
か

ら
こ

そ

そ
こ

で
は

、
あ

ら
ゆ

る
動

物
は

人
間

同
様

の
魂

を
も

つ
と

考
え

ら
れ

て
い

る
。

そ
し

て
動

物
た

ち
は

み
ず

か
ら

を
人

間
だ

と
考

え
、
人

間
と

し
て

の
生

活
を

営
む

。
そ

し
て

み
ず

か
ら

の
生

息
地

を
村

、
巣

窟
を

家
、
飲

み
物

を
ビ

ー
ル

と
み

な
す

。
た

だ
し

、

そ
れ

ぞ
れ

身
体

が
異

な
る

た
め

、
何

を
村

、
家

、
食

べ
も

の
、

ビ
ー

ル
と

み
な

す
の

か
は

そ
れ

ぞ
れ

異
な

っ
て

い
る

。
た

と
え

ば
、

ジ
ャ

ガ
ー

は
人

間
の

血
を

ビ
ー

ル
と

見
る

、
ハ

ゲ
タ

カ
は

ウ
ジ

虫
を

焼
き

魚
と

見
る

、
バ

ク
は

泥
だ

ま
り

を
Ｈ
ギ

レ
イ

の

場
と

見
る

。
南

米
の

先
住

民
の

世
界

は
、

こ
う

し
た

単
一

の
精

神
（

魂
）

の
も

と
、

異
な

る
身

体
を

も
つ

複
数

の
存

在
に

よ
っ

て
成

り
立

っ
て

い
る

。

　
す

な
わ

ち
Ｊ
こ

の
世

界
は

、
生

物
学

的
な

身
体

を
す

べ
て

の
種

に
共

通
の

も
の

と
す

る
一

方
で

、
精

神
的

な
世

界
、

つ
ま

り

文
化

に
多

様
性

を
認

め
る

西
洋

世
界

と
は

対
照

的
で

あ
る

。
ヴ

ィ
ヴ

ェ
イ

ロ
ス

=
デ

=
カ

ス
ト

ロ
は

こ
の

南
米

先
住

民
の

コ

ス
モ

ロ
ジ

ー
（

世
界

観
）

を
、

私
た

ち
に

な
じ

ん
だ

多
文

化
主

義
と

い
う

考
え

方
（

単
一

の
自

然
と

多
元

的
な

文
化

）
に

照
ら

し
あ

わ
せ

て
、「

多
自

然
主

義
（

単
一

の
文

化
と

多
元

的
な

自
然

）」
と

名
づ

け
た

。

　
こ

の
ヴ

ィ
ヴ

ェ
イ

ロ
ス

=
デ

=
カ

ス
ト

ロ
の

仕
事

は
、

コ
ン

ク
リ

ン
の

民
族

誌
の

よ
う

な
特

定
社

会
に

つ
い

て
の

詳
細

な

記
録

で
は

な
い

し
、

現
地

の
理

解
と

い
う

観
点

か
ら

は
い

ろ
い

ろ
と

問
題

の
多

い
著

作
で

あ
る

。
一

方
で

、「
自

然
を

め
ぐ

っ

て
ど

こ
に

差
異

と
多

様
性

が
あ

る
の

か
」

に
つ

い
て

、
認

識
人

類
学

と
は

違
う

あ
ら

た
な

視
点

を
う

ま
く

提
示

し
て

い
る

こ
と

は
確

か
だ

。

　
自

然
に

対
す

る
分

類
の

多
様

性
と

い
う

と
き

、
Ｋ
自

然
を

分
類

す
る

（
唯

一
精

神
を

も
っ

た
）

人
間

と
い

う
想

定
が

あ
る

。

そ
こ

に
は

、
自

然
を

人
間

の
生

活
か

ら
分

離
し

た
「

手
つ

か
ず

の
」

実
体

と
見

る
見

方
が

潜
ん

で
い

る
の

か
も

し
れ

な
い

。
は

た
し

て
誰

に
と

っ
て

も
、
人

間
以

外
の

種
は

た
だ

人
間

に
認

識
さ

れ
、
分

類
さ

れ
る

の
を

待
っ

て
い

る
「

考
え

る
の

に
適

し
た

」

存
在

な
の

だ
ろ

う
か

。
む

し
ろ

人
間

と
動

物
の

あ
い

だ
に

魂
の

連
続

性
を

見
る

人
た

ち
の

立
場

か
ら

は
、

動
物

は
身

体
の

や
り

と
り

を
つ

う
じ

て
人

間
と

「
と

も
に

生
き

る
」

存
在

で
あ

り
行

為
主

体
な

の
で

は
な

い
か

。
こ

う
し

た
視

点
か

ら
、

他
の

種
を

認
識

し
、

分
類

す
る

人
間

の
知

識
で

は
な

く
、

種
間

の
か

か
わ

り
あ

い
に
Ｌ
シ

ョ
ウ

テ
ン

を
合

わ
せ

る
民

族
誌

が
、

あ
ら

た
め

て
今

、
注

目
を

集
め

て
い

る
。

　
近

年
の

人
類

学
は

、
自

然
を

め
ぐ

る
文

化
的

知
識

の
多

様
性

を
示

す
だ

け
で

は
な

く
、

私
た

ち
の

も
つ

自
然

の
イ

メ
ー

ジ
自

体
が

特
定

の
社

会
に

固
有

の
も

の
な

の
で

は
な

い
か

と
疑

う
よ

う
に

な
っ

て
き

た
。

そ
れ

は
、
Ｍ
ひ

と
つ

の
自

然
に

た
い

す
る

複
数

の
文

化
と

い
う

前
提

自
体

を
ひ

っ
く

り
返

す
視

点
の

転
換

だ
っ

た
。

前
節

で
紹

介
し

た
よ

う
な

議
論

は
き

わ
め

て
抽

象
的

2
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問
１

	
下

線
部
A
「

啓
蒙

」
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
　

尊
敬

ｂ
　

教
育

ｃ
　

啓
発

ｄ
　

周
知

ｅ
　

伝
達

問
２

	
下

線
部
B
「

小
さ

な
取

り
組

み
」

を
表

す
言

葉
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
　

具
体

的
な

こ
と

ｂ
　

自
分

で
で

き
る

こ
と

ｃ
　

地
球

上
に

は
国

籍
も

民
族

も
さ

ま
ざ

ま
な

人
が

い
る

と
思

う
こ

と

ｄ
　

日
常

的
に

取
り

組
む

こ
と

ｅ
　

力
を

合
わ

せ
れ

ば
豊

か
な

未
来

に
つ

な
が

る
と

思
う

こ
と

問
３

	
下

線
部
C
「

自
然

を
め

ぐ
る

『
あ

た
り

ま
え

』」
を

表
す

言
葉

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
　

科
学

的
知

識
が

た
っ

た
一

つ
の

正
し

い
知

識
で

あ
る

ｂ
　

自
然

は
一

つ
の

も
の

で
あ

る

ｃ
　

近
代

科
学

は
客

観
的

で
あ

る

ｄ
　

近
代

科
学

は
地

球
環

境
保

護
の

ベ
ー

ス
に

な
る

べ
き

で
あ

る

ｅ
　

地
球

環
境

保
護

に
は

経
験

的
な

知
識

が
重

要
で

あ
る

問
４

	
下

線
部
D
「

勝
る

と
も

劣
ら

な
い

」
の

対
義

語
を

表
す

言
葉

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
　

見
劣

り
す

る

ｂ
　

届
か

な
い

ｃ
　

身
に

余
る

ｄ
　

歯
が

立
た

な
い

ｅ
　

伯
仲

す
る

2
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の
だ

。

　
こ

の
よ

う
に

人
間

が
自

然
を

ど
う

認
識

し
、

分
類

す
る

か
で

は
な

く
、

種
間

の
か

か
わ

り
あ

い
と

い
う

観
点

か
ら

人
間

と
自

然
の

関
係

を
見

つ
め

な
お

す
最

近
の

研
究

は
、

他
者

だ
け

で
な

く
、

私
た

ち
の

社
会

に
つ

い
て

も
語

っ
て

い
る

。
私

た
ち

の
生

活
は

犬
、

カ
ラ

ス
、

キ
ノ

コ
、

な
ど

複
数

種
と

の
関

係
に

よ
っ

て
こ

そ
成

立
す

る
。

そ
の

複
雑

な
絡

み
あ

い
を

解
き

ほ
ぐ

す
こ

と
は

、
一

つ
の

自
然

を
守

る
「

地
球

市
民

」
で

は
な

く
、

多
様

な
動

植
物

や
事

物
と

の
や

り
と

り
の

な
か

で
し

か
生

き
ら

れ
な

い
具

体
的

な
存

在
と

し
て

、
み

ず
か

ら
を

と
ら

え
な

お
す

こ
と

で
も

あ
る

の
だ

。

　
自

然
に

対
し

て
は

つ
ね

に
、「

ひ
と

つ
の

」「
普

遍
的

な
」「

全
人

類
が

協
力

し
て

保
護

す
べ

き
」

と
い

っ
た

イ
メ

ー
ジ

が
つ

き
ま

と
う

。
そ

れ
に

対
し

て
人

類
学

は
、

多
様

な
人

び
と

に
と

っ
て

の
「

自
然

」
を

も
と

に
、

私
た

ち
の

自
然

に
対

す
る

「
あ

た
り

ま
え

」
の

ス
タ

ン
ス

を
問

い
な

お
し

て
き

た
。

は
た

し
て

私
た

ち
が

信
頼

し
て

い
る

科
学

的
知

識
だ

け
が

、
自

然
保

護
の

た
め

の
有

益
な

知
識

な
の

か
？

	そ
も

そ
も

自
然

に
対

す
る

人
間

の
知

識
や

行
動

、
と

い
っ

た
場

合
の

「
自

然
と

文
化

」
の

分

け
方

は
正

し
い

の
か

？
	人

類
学

的
に

「
自

然
」

を
問

い
な

お
す

こ
と

は
、「

私
た

ち
の

自
然

を
守

ろ
う

」
と

い
っ

た
抽

象
的

な

環
境

主
義

の
ス

ロ
ー

ガ
ン

を
超

え
て

、
他

の
多

様
な

生
物

、
モ

ノ
と

私
た

ち
の

日
々

の
	

Ｒ
	な

関
係

に
目

を
向

け
る

こ
と

で
あ

る
。

そ
う

し
た

視
点

は
、「

自
然

保
護

」「
多

種
共

生
」

と
い

う
美

し
い

こ
と

ば
で

は
と

て
も

表
現

で
き

な
い

、
私

た

ち
と

多
様

な
存

在
の
Ｓ
緊

迫
し

た
関

係
を

も
ク

ロ
ー

ズ
ア

ッ
プ

す
る

。

　
そ

も
そ

も
現

代
社

会
に

お
い

て
、

花
粉

症
、

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

な
ど

他
の

生
き

も
の

由
来

の
ウ

ィ
ル

ス
は

、
す

で
に

私
た

ち
の

日
常

生
活

を
脅

か
し

て
い

る
。

私
た

ち
は

冬
に

は
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

ワ
ク

チ
ン

を
接

種
し

、
う

が
い

・
手

洗
い

を
徹

底
す

る
よ

う
に

言
わ

れ
、

春
に

な
る

と
ム

ズ
ム

ズ
す

る
鼻

を
押

さ
え

て
マ

ス
ク

を
着

け
、

目
薬

を
さ

す
。

そ
の

よ
う

に
し

て
他

種
か

ら
必

死
で

身
を

守
り

つ
づ

け
る

こ
と

で
し

か
、

私
た

ち
の

生
活

は
成

り
立

た
な

い
。

だ
か

ら
こ

そ
Ｔ「

自
然

と
の

共
存

」	
は

今

や
遠

く
離

れ
た

美
し

い
「

自
然

」
を

「
地

球
市

民
」

と
い

う
特

権
的

な
地

位
か

ら
守

る
こ

と
で

は
な

く
、

私
た

ち
自

身
の

生
存

に
か

か
わ

る
他

種
と

の
緊

迫
し

た
関

係
で

あ
る

。
つ

ね
に

具
体

的
な

自
然

と
人

間
、

種
間

の
関

係
に

注
目

し
て

き
た

人
類

学
の

研
究

は
、

こ
う

し
た

よ
り

日
常

的
で

差
し

迫
っ

た
「

環
境

問
題

」
に

目
を

向
け

、
問

い
を

生
み

だ
す

た
め

の
あ

ら
た

な
視

角
を

与
え

て
く

れ
る

は
ず

だ
。

（
中

空
萌

「
自

然
と

知
識

」、
松

村
圭

一
郎

・
中

川
理

・
石

井
美

保
編

『
文

化
人

類
学

の
思

考
法

』
所

収
、

世
界

思
想

社
よ

り
。

原
文

の
一

部
を

改
変

し
て

い
る

）
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問
９

	
下

線
部
J「

こ
の

世
界

」
の

意
味

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
　

動
物

た
ち

は
み

ず
か

ら
を

人
間

と
考

え
、

人
間

と
し

て
の

生
活

を
営

む
世

界

ｂ
　

人
間

的
な

状
態

が
あ

り
、

そ
こ

か
ら

動
物

が
差

異
化

さ
れ

る
先

住
民

の
神

話
世

界

ｃ
　

あ
ら

ゆ
る

動
物

は
人

間
同

様
の

魂
を

も
つ

と
考

え
ら

れ
る

世
界

ｄ
　

自
然

が
ま

ず
あ

り
、

そ
こ

か
ら

文
化

へ
移

行
す

る
と

い
う

考
え

方
の

世
界

ｅ
　「

多
自

然
主

義
（

単
一

の
文

化
と

多
元

的
な

自
然

）」
と

名
づ

け
ら

れ
た

世
界

問
10

	
下

線
部
K
「

自
然

を
分

類
す

る
（

唯
一

精
神

を
も

っ
た

）
人

間
と

い
う

想
定

」
の

意
味

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

は
唯

一
の

精
神

を
も

っ
て

お
り

、
自

然
は

そ
の

分
類

対
象

で
あ

る

ｂ
　

自
然

は
人

間
の

生
活

か
ら

分
離

し
た

「
手

つ
か

ず
の

」
実

体
で

あ
る

ｃ
　

人
間

以
外

の
種

は
、

人
間

に
認

識
さ

れ
分

類
さ

れ
る

の
を

待
っ

て
い

る
存

在
で

あ
る

ｄ
　

動
物

は
身

体
の

や
り

と
り

を
通

じ
て

人
間

と
「

と
も

に
生

き
る

」
存

在
で

あ
り

行
為

主
体

で
あ

る

ｅ
　

動
物

は
、

人
間

に
認

識
さ

れ
る

べ
き

対
象

で
あ

る

問
11

	
下

線
部
L「

シ
ョ

ウ
テ

ン
」
の
「

シ
ョ

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
　

役
職

が
シ

ョ
ウ

シ
ン

す
る

ｂ
　

シ
ョ

ウ
バ

イ
の

狙
い

が
的

確
だ

ｃ
　

い
ら

い
ら

し
て

シ
ョ

ウ
ソ

ウ
し

て
い

る

ｄ
　

現
代

の
キ

ョ
シ

ョ
ウ

と
い

わ
れ

る
人

の
作

品

ｅ
　

す
ば

ら
し

い
と

、
シ

ョ
ウ

レ
イ

さ
れ

る

問
12

	
下

線
部
M
「

ひ
と

つ
の

自
然

に
た

い
す

る
複

数
の

文
化

と
い

う
前

提
」

を
、

文
中

の
別

の
言

葉
で

言
い

換
え

た
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
　

多
自

然
主

義

ｂ
　

多
文

化
主

義

ｃ
　

経
験

主
義

ｄ
　

科
学

主
義

ｅ
　

開
発

主
義
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問
５

	
下

線
部
E

で
、

筆
者

が
「

優
れ

た
植

物
学

者
」

と
表

現
す

る
理

由
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
　

ハ
ヌ

ノ
オ

の
人

び
と

は
植

物
の

名
前

を
16

25
種

類
挙

げ
ら

れ
る

か
ら

ｂ
　

ハ
ヌ

ノ
オ

の
人

び
と

の
中

に
は

植
物

に
詳

し
い

人
が

多
数

い
る

か
ら

ｃ
　

ハ
ヌ

ノ
オ

の
人

び
と

は
植

物
を

生
長

上
の

特
徴

で
分

類
し

、
そ

れ
が

内
的

に
一

貫
し

た
体

系
の

知
識

と
呼

べ
る

か
ら

ｄ
　

ハ
ヌ

ノ
オ

の
植

物
の

名
前

が
詩

歌
に

お
い

て
多

様
な

意
味

を
も

た
さ

れ
て

い
る

か
ら

ｅ
　

ハ
ヌ

ノ
オ

の
人

び
と

の
植

物
分

類
が

、
科

学
的

な
植

物
分

類
の

や
り

方
と

は
異

な
る

か
ら

問
６

	
下

線
部
F「

そ
う

な
の

か
？

」
の

意
味

と
し

て
最

も
適

当
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
　

自
然

科
学

だ
け

が
自

然
に

つ
い

て
の

唯
一

絶
対

の
知

識
で

は
な

い
こ

と

ｂ
　

自
然

が
人

間
の

側
か

ら
分

類
さ

れ
る

こ
と

を
疑

う
こ

と

ｃ
　

自
然

と
文

化
を

二
分

す
る

発
想

が
普

遍
的

で
あ

る
こ

と

ｄ
　

自
然

に
つ

い
て

の
文

化
的

知
識

と
人

間
側

の
分

類
が

対
応

し
て

い
る

こ
と

ｅ
　

自
然

を
分

類
す

る
こ

と
は

、
人

間
に

つ
い

て
の

考
察

に
適

し
て

い
な

い
こ

と

問
７

	
空

欄
	

G
	に

入
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
　

な
ぜ

な
ら

ば

ｂ
　

と
こ

ろ
が

ｃ
　

飾
ら

な
い

ｄ
　

西
欧

的
な

ｅ
　

ま
っ

た
く

も
っ

て

問
８

	
下

線
部
H
「

ギ
レ

イ
」

の
「

ギ
」

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
　

ギ
ゲ

イ
に

優
れ

た
人

物

ｂ
　

レ
イ

ギ
に

か
な

っ
た

行
動

ｃ
　

ジ
ギ

に
等

し
い

行
為

ｄ
　

ベ
ン

ギ
を

図
る

ｅ
　

サ
ギ

に
あ

っ
て

金
を

失
う
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問
17

	
下

線
部
S
「

緊
迫

し
た

関
係

」
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
選

び
、

記
号

で
答

え
な

さ
い

。

ａ
　

相
手

に
危

害
を

加
え

う
る

関
係

ｂ
　

相
手

を
拘

束
す

る
こ

と
が

必
要

と
な

る
関

係

ｃ
　

相
手

を
観

察
す

る
こ

と
が

必
要

と
な

る
関

係

ｄ
　

責
任

を
と

る
こ

と
が

必
要

と
な

る
関

係

ｅ
　

相
手

を
和

ま
せ

る
関

係

問
18

	
下

線
部
T「

自
然

と
の

共
存

」
は

、
ど

の
よ

う
な

関
係

を
意

味
し

て
い

る
の

か
。

二
つ

の
関

係
を

対
比

的
に

説
明

し
、

句
読

点
を

含
め

て
50

字
以

内
で

説
明

し
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

	
下

線
部
N
「

私
た

ち
は

ペ
ッ

ト
と

情
動

的
な

関
係

を
築

く
」

の
前

提
条

件
と

な
っ

て
い

る
「

自
然

」
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
選

び
、

記
号

で
答

え
な

さ
い

。

ａ
　

自
然

を
、

都
市

の
中

の
現

実
と

し
て

あ
る

と
と

ら
え

る
こ

と

ｂ
　

自
然

を
、

人
間

と
他

種
と

の
具

体
的

な
や

り
と

り
・

交
渉

の
場

と
と

ら
え

る
こ

と

ｃ
　

自
然

を
、

体
系

化
さ

れ
た

知
識

の
対

象
と

と
ら

え
る

こ
と

ｄ
　

自
然

を
、

人
間

が
住

む
た

め
の

快
適

な
環

境
と

と
ら

え
る

こ
と

ｅ
　

自
然

を
、

人
間

の
生

活
か

ら
分

離
し

た
「

手
つ

か
ず

の
」

実
体

と
捉

え
る

こ
と

問
14

	下
線

部
P
「

愛
せ

な
い

他
者

」
の

示
す

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
　

飼
い

主

ｂ
　

カ
ラ

ス

ｃ
　

犬

ｄ
　

人
間

ｅ
　

日
本

人

問
15

	
下

線
部
Q
「

微
妙

な
バ

ラ
ン

ス
」

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

選
び

、
記

号

で
答

え
な

さ
い

。

ａ
　

良
い

土
壌

で
森

が
育

ち
松

茸
が

死
に

絶
え

て
し

ま
う

バ
ラ

ン
ス

ｂ
　

貧
し

い
土

壌
で

森
も

松
茸

も
死

に
絶

え
て

し
ま

う
バ

ラ
ン

ス

ｃ
　

良
い

土
壌

で
森

も
松

茸
も

育
つ

バ
ラ

ン
ス

ｄ
　

あ
る

程
度

貧
し

い
土

壌
で

森
も

松
茸

も
育

つ
バ

ラ
ン

ス

ｅ
　

良
い

土
壌

で
森

が
壊

滅
し

松
茸

が
育

つ
バ

ラ
ン

ス

問
16

	
空

欄
	

R
	に

入
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
　

具
体

的

ｂ
　

印
象

的

ｃ
　

抽
象

的

ｄ
　

普
遍

的

ｅ
　

科
学

的
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5
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Ⅱ
　

高
校

の
学

園
祭

で
ク

ラ
ス

の
出

し
物

を
決

め
よ

う
と

し
て

い
る

。
以

下
の

ス
ト

ー
リ

ー
を

読
み

な
が

ら
問

に
答

え
な

さ
い

。

	
	

登
場

人
物

◦
佐
藤
先
生

（
顧

問
教

師
）

◦
田
中
さ
ん

（
学

級
委

員
長

）
◦
山
田
く
ん

（
学

級
副

委
員

長
）

佐
藤
先
生

：
さ

て
、

学
園

祭
の

出
し

物
に

つ
い

て
話

し
合

い
ま

し
ょ

う
。

ど
の

よ
う

に
ア

イ
デ

ア
を

出
す

か
提

案
の

あ
る

人
い

ま
す

か
。

田
中
さ
ん

：
そ

う
で

す
ね

。
ま

ず
は

み
ん

な
で

ア
イ

デ
ア

を
出

し
合

っ
て

、
そ

の
後

に
整

理
す

る
た

め
に

K
J法

を
使

う
の

が
い

い
か

も
し

れ
ま

せ
ん

。

山
田
く
ん

：
じ

ゃ
あ

、
ま

ず
①

ブ
レ

イ
ン

ス
ト

ー
ミ

ン
グ

か
ら

始
め

ま
し

ょ
う

か
？

　
　
３
人
は
ブ
レ
イ
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
を
行
い
ま
し
た
。

佐
藤
先
生

：
ブ

レ
イ

ン
ス

ト
ー

ミ
ン

グ
で

出
た

ア
イ

デ
ア

を
、

②
K
J法

を
使

っ
て

整
理

し
ま

し
ょ

う
。

　
　
３
人
は
K
J
法
を
使
っ
て
ア
イ
デ
ア
を
整
理
し
ま
し
た
。

田
中
さ
ん

：
出

し
物

の
ア

イ
デ

ア
は

、
模

擬
店

、
文

化
展

示
、

コ
ン

サ
ー

ト
、

ゲ
ー

ム
大

会
に

集
約

で
き

そ
う

で
す

。

山
田
く
ん

：
次

は
ア

ン
ケ

ー
ト

を
使

っ
て

、
ク

ラ
ス

の
生

徒
た

ち
の

意
見

を
集

め
ま

し
ょ

う
か

。

佐
藤
先
生

：
ア

ン
ケ

ー
ト

は
ど

ん
な

質
問

項
目

を
設

け
ま

す
か

？

田
中
さ
ん

：
例

え
ば

、
各

企
画

に
つ

い
て

ど
れ

を
一

番
や

り
た

い
か

、
自

由
記

述
欄

も
設

け
て

、
提

案
や

意
見

を
募

る
と

良
い

で
す

ね
。

　
　
３
人
は
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。

佐
藤
先
生

：
ク

ラ
ス

40
人

の
ア

ン
ケ

ー
ト

結
果

が
出

ま
し

た
。

ど
の

企
画

が
一

番
人

気
で

す
か

？

田
中
さ
ん

：
こ

の
デ

ー
タ

に
よ

る
と

、「
③

」
が

一
番

人
気

で
し

た
。

佐
藤
先
生

：
	で

は
、

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
内

容
に

し
た

ら
よ

い
か

④
半

構
造

化
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
を

し
て

み
ま

し
ょ

う
。

　
　
３
人
は
ク
ラ
ス
か
ら
無
作
為
に
５
人
選
ん
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
ま
し
た
。
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e
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Ⅰ
　

以
下

の
計

算
を

し
な

さ
い

。

問
１
　

10
進

数
の

18
を

２
進

数
で

表
す

と
ど

れ
か

。
次

の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

00
01

01
00

ｂ
．

00
00

11
00

ｃ
．

00
01

00
10

ｄ
．

00
00

11
11

問
２

　
２

進
数

の
00

10
00

11
は

10
進

数
で

表
す

と
ど

れ
か

。
次

の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

35
ｂ

．
12

8
ｃ

．
25

6
ｄ

．
51

2

問
３

　
２

進
数

の
00

00
10

01
と

00
00

11
00

を
足

し
合

わ
せ

た
２

進
数

は
ど

れ
か

。
次

の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

00
01

00
11

ｂ
．

00
01

01
11

ｃ
．

00
00

11
11

ｄ
．

00
01

01
01

問
４

　
２

進
数

の
00

01
11

11
か

ら
10

進
数

の
７

を
引

く
と

、
10

進
数

で
い

く
つ

に
な

る
か

。
次

の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

4
ｂ

．
14

ｃ
．

24
ｄ

．
34
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問
３

　
図

１
の

グ
ラ

フ
が

「
一

番
や

り
た

い
企

画
」

と
い

う
ア

ン
ケ

ー
ト

の
集

計
結

果
で

あ
る

。
田

中
さ

ん
の

コ
メ

ン
ト

の
③

に
入

る
の

は
何

か
。

次
の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

0246810121416

模
擬
店

文
化
展
示

コ
ン
サ
ー
ト

ゲ
ー
ム
大
会

ど
れ
が
一
番
楽
し
そ
う
か

（
人
）

図
 １

　
や

り
た

い
企

画
ア

ン
ケ

ー
ト

集
計

結
果

ａ
．

模
擬

店
ｂ

．
文

化
展

示
ｃ

．
コ

ン
サ

ー
ト

ｄ
．

ゲ
ー

ム
大

会

問
４

　
④

半
構

造
化

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

の
特

徴
と

し
て

正
し

い
も

の
を

、
次

の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

質
問

内
容

や
順

序
が

完
全

に
固

定
さ

れ
て

お
り

、
全

て
の

被
面

接
者

に
同

一
の

質
問

を
行

う
ｂ

．
質

問
内

容
は

事
前

に
準

備
さ

れ
て

い
る

が
、

質
問

の
順

序
や

内
容

は
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

の
判

断
で

柔
軟

に
変

え
ら

れ
る

ｃ
．

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

中
に

出
て

く
る

新
し

い
テ

ー
マ

に
つ

い
て

は
、

一
切

触
れ

ず
に

進
行

す
る

ｄ
．

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
は

事
前

に
準

備
さ

れ
た

質
問

を
持

た
ず

、
全

て
の

質
問

を
即

興
で

行
う

問
５

　
⑤

ペ
ル

ソ
ナ

の
正

し
い

説
明

を
次

の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

タ
ー

ゲ
ッ

ト
市

場
全

体
を

代
表

す
る

、
平

均
的

な
消

費
者

の
プ

ロ
フ

ァ
イ

ル
ｂ

．
製

品
の

ブ
ラ

ン
ド

イ
メ

ー
ジ

を
象

徴
す

る
架

空
の

キ
ャ

ラ
ク

タ
ー

ｃ
．

特
定

の
ユ

ー
ザ

ー
層

を
代

表
す

る
た

め
に

作
成

さ
れ

た
、

詳
細

な
プ

ロ
フ

ィ
ー

ル
を

持
つ

架
空

の
人

物
ｄ

．
製

品
開

発
チ

ー
ム

内
の

役
割

を
示

す
、

実
在

す
る

チ
ー

ム
メ

ン
バ

ー
の

こ
と
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e
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―

山
田
く
ん

：
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
で

は
思

っ
て

も
い

な
か

っ
た

よ
う

な
意

見
が

出
ま

し
た

。

佐
藤
先
生

：
	意

見
を

聞
い

て
み

る
と

新
た

な
発

見
が

あ
り

ま
す

ね
。

こ
の

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

を
も

と
に

、
企

画
を

詳
細

化
し

て
い

き
ま

し
ょ

う
。

ま
ず

は
、

タ
ー

ゲ
ッ

ト
と

す
る

来
場

者
像

の
意

識
合

わ
せ

を
す

る
た

め
に

⑤
ペ

ル
ソ

ナ
を

作
っ

て
み

ま
し

ょ
う

。

　
　
３
人
は
ペ
ル
ソ
ナ
を
作
り
ま
し
た
。

山
田
く
ん

：
ペ

ル
ソ

ナ
が

で
き

た
と

思
い

ま
す

。

佐
藤
先
生

：
	で

は
、今

ま
で

話
し

た
こ

と
を

基
に

具
体

的
な

企
画

書
を

作
り

ま
し

ょ
う

。
生

徒
全

員
が

楽
し

め
る

よ
う

に
、

細
部

ま
で

し
っ

か
り

と
考

え
ま

し
ょ

う
ね

。

問
１

　
①

ブ
レ

イ
ン

ス
ト

ー
ミ

ン
グ

の
ル

ー
ル

と
し

て
当

て
は

ま
ら

な
い

も
の

を
、

次
の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

批
判

を
避

け
る

ｂ
．

ア
イ

デ
ア

の
質

よ
り

量
を

重
視

す
る

ｃ
．

ア
イ

デ
ア

を
組

み
合

わ
せ

た
り

改
善

す
る

こ
と

を
奨

励
す

る
ｄ

．
各

参
加

者
は

自
分

の
意

見
を

守
る

た
め

に
議

論
す

る

問
２

　
次

の
う

ち
、

②
K
J法

の
基

本
的

な
プ

ロ
セ

ス
に

該
当

し
な

い
も

の
は

ど
れ

か
。

次
の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

各
ア

イ
デ

ア
を

カ
ー

ド
に

書
き

出
す

ｂ
．

ア
イ

デ
ア

を
ラ

ン
ダ

ム
に

並
べ

替
え

る
ｃ

．
似

た
ア

イ
デ

ア
を

グ
ル

ー
プ

化
す

る
ｄ

．
グ

ル
ー

プ
に

ラ
ベ

ル
を

付
け

る

2
0
2
5
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
b
 
 
 
3
0

2
0
2
4
/
1
2
/
1
3
 
 
 
1
5
:
3
3
:
1
8



情報

— 16 —

2
0
2
5
年
度

―
	3

3	
―

Ⅳ
　

　

　
月

面
で

作
業

す
る

こ
と

を
目

的
に

試
作

さ
れ

た
穴

を
掘

る
ロ

ボ
ッ

ト
に

命
令

を
与

え
て

動
か

し
た

い
。

月
面

で
作

業
す

る
範

囲
を

ロ
ボ

ッ
ト

の
移

動
距

離
に

合
わ

せ
て

縦
５

マ
ス

（
あ

〜
お

）、
横

６
マ

ス
（

１
〜

６
）

に
区

切
っ

て
あ

る
。

ロ
ボ

ッ
ト

は
、

縦
横

に
移

動
で

き
る

が
斜

め
に

は
移

動
で

き
な

い
。

ロ
ボ

ッ
ト

に
与

え
ら

れ
る

命
令

は
、
上

下
左

右
に

移
動

す
る

[↑
↓

←
→

]
と

穴
を

掘
る

（
＋

）
だ

け
で

あ
る

。
ロ

ボ
ッ

ト
の

電
池

が
限

ら
れ

て
い

る
の

で
、移

動
す

る
際

に
は

最
短

距
離

を
移

動
し

た
い

。
ス

タ
ー

ト
地

点
は

●
で

表
さ

れ
、

穴
を

掘
る

地
点

は
★

で
あ

る
。

移
動

で
き

な
い

場
所

は
▲

で
表

さ
れ

る
。

　
例

え
ば

、[
あ

-2
]に

ス
タ

ー
ト

地
点（

●
）が

あ
り

、[
い

-5
]に

穴
を

掘
る

地
点（

★
）が

あ
る

場
合

、移
動

の
命

令
は

[→
→

→
↓

]
が

与
え

ら
れ

、
そ

の
後

、
穴

を
掘

る
命

令
[＋

]が
与

え
ら

れ
る

。

問
１

　
下

図
の

場
合

、
ど

の
よ

う
な

命
令

を
与

え
た

ら
良

い
か

。
次

の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

→
→

→
↓

＋
ｂ

．
→

→
→

→
↓

↓
＋

ｃ
．

↓
↓

↓
→

→
→

→
＋

ｄ
．

→
↓

→
↓

→
↓

＋
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Ⅲ
　

以
下

の
文

章
を

読
ん

で
問

に
答

え
な

さ
い

。

　
田

中
さ

ん
は

大
学

入
学

と
同

時
に

一
人

暮
ら

し
を

始
め

ま
し

た
。

ア
パ

ー
ト

で
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
使

え
る

よ
う

に
、

①
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

へ
の

通
信

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
業

者
と

契
約

し
ま

し
た

。
ア

パ
ー

ト
で

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
が

使
え

る
よ

う
に

な
っ

た
田

中
さ

ん
は

、
パ

ソ
コ

ン
で

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

使
う

と
き

に
、

②
有

線
LA

N
で

接
続

し
て

い
ま

し
た

が
、

ア
パ

ー
ト

の
部

屋
の

あ
ち

ら
こ

ち
ら

で
使

い
た

い
と

思
い

、
③

無
線

LA
N

で
接

続
す

る
機

器
を

購
入

し
ま

し
た

。
田

中
さ

ん
は

④
無

線
LA

N
に

接
続

す
る

た
め

の
パ

ス
ワ

ー
ド

を
設

定
し

ま
し

た
。

問
１

　
①

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
へ

の
通

信
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

業
者

を
何

と
い

う
か

。
次

の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

A
SP

ｂ
．

IS
P

ｃ
．

PH
P

ｄ
．

T
PP

問
２

　
②

有
線

LA
N

で
接

続
す

る
と

き
に

使
う

ケ
ー

ブ
ル

は
何

か
。

次
の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
ケ

ー
ブ

ル
ｂ

．
イ

ン
タ

ー
カ

ム
ケ

ー
ブ

ル
ｃ

．
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

ケ
ー

ブ
ル

ｄ
．

イ
ー

サ
ー

ネ
ッ

ト
ケ

ー
ブ

ル

問
３

　
③

無
線

LA
N

で
接

続
す

る
と

き
に

必
要

と
な

る
機

器
は

何
か

。
次

の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

ル
ー

タ
ー

ｂ
．

ハ
ブ

ｃ
．

ア
ク

セ
ス

ポ
イ

ン
ト

ｄ
．

交
換

機

問
４

　
④

無
線

LA
N

に
接

続
す

る
た

め
の

パ
ス

ワ
ー

ド
を

設
定

し
な

い
こ

と
に

よ
っ

て
発

生
す

る
可

能
性

の
あ

る
弊

害
は

ど
れ

か
。

次
の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
接

続
速

度
の

向
上

ｂ
．

他
人

の
無

断
使

用
で

不
正

な
行

為
に

利
用

さ
れ

る
こ

と
ｃ

．
無

線
LA

N
の

接
続

で
き

る
距

離
が

延
び

る
ｄ

．
近

隣
の

無
線

LA
N

と
干

渉
す

る
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Ⅴ
　

以
下

の
佐

藤
先

生
と

田
中

さ
ん

の
会

話
を

読
ん

だ
上

で
、

問
に

答
え

な
さ

い
。

	
	

登
場

人
物

◦
佐
藤
先
生

（
顧

問
教

師
）

◦
田
中
さ
ん

（
学

級
委

員
長

）

佐
藤
先
生

：
こ

ん
に

ち
は

、
田

中
さ

ん
。

今
日

は
SN

S
の

使
用

方
法

に
つ

い
て

話
し

ま
す

。
田

中
さ

ん
、

SN
S
は

ど
の

よ
う

に
使

っ
て

い
ま

す
か

？

田
中
さ
ん

：
こ

ん
に

ち
は

、
佐

藤
先

生
。

私
は

友
達

と
連

絡
を

取
る

た
め

に
SN

S
を

使
っ

て
い

ま
す

。
そ

れ
に

、
写

真
を

投
稿

し
た

り
、

他
の

人
の

投
稿

を
見

た
り

し
て

い
ま

す
。

佐
藤
先
生

：
そ

れ
は

楽
し

そ
う

で
す

ね
。

SN
S
は

情
報

を
共

有
し

た
り

、
友

達
と

つ
な

が
る

の
に

と
て

も
便

利
な

ツ
ー

ル
で

す
。

た
だ

し
、

安
全

に
使

う
た

め
に

は
い

く
つ

か
の

ポ
イ

ン
ト

を
押

さ
え

て
お

く
必

要
が

あ
り

ま
す

。

田
中
さ
ん

：
そ

う
で

す
ね

。
安

全
に

使
う

た
め

の
ポ

イ
ン

ト
っ

て
、

具
体

的
に

は
ど

ん
な

こ
と

で
す

か
？

佐
藤
先
生

：
ま

ず
、

個
人

情
報

を
公

開
し

す
ぎ

な
い

こ
と

が
大

切
で

す
。

例
え

ば
、

フ
ル

ネ
ー

ム
や

住
所

、
電

話
番

号
な

ど
を

公
開

す
る

と
、

悪
意

の
あ

る
人

に
悪

用
さ

れ
る

可
能

性
が

あ
り

ま
す

。

田
中
さ
ん

：
な

る
ほ

ど
、プ

ラ
イ

バ
シ

ー
を

守
る

た
め

に
気

を
つ

け
る

必
要

が
あ

り
ま

す
ね

。他
に

は
何

か
あ

り
ま

す
か

？

佐
藤
先
生

：
は

い
、

次
に

気
を

つ
け

る
べ

き
は

、
投

稿
内

容
で

す
。

自
分

や
他

人
を

傷
つ

け
る

よ
う

な
内

容
を

投
稿

し
な

い
こ

と
、

ま
た

、
嘘

や
デ

マ
を

広
め

な
い

こ
と

が
重

要
で

す
。

不
適

切
な

投
稿

は
自

分
の

評
判

を
傷

つ
け

る
だ

け
で

な
く

、
法

律
に

抵
触

す
る

こ
と

も
あ

り
ま

す
。

田
中
さ
ん

：
わ

か
り

ま
し

た
。

投
稿

内
容

に
は

十
分

注
意

し
ま

す
。

他
に

気
を

付
け

る
べ

き
こ

と
は

あ
り

ま
す

か
？

佐
藤
先
生

：
	も

ち
ろ

ん
で

す
。

SN
S
で

は
友

達
の

リ
ク

エ
ス

ト
を

受
け

取
る

こ
と

も
多

い
で

す
が

、
知

ら
な

い
人

か
ら

の
リ

ク
エ

ス
ト

は
慎

重
に

扱
う

べ
き

で
す

。
怪

し
い

ア
カ

ウ
ン

ト
や

ス
パ

ム
の

可
能

性
が

あ
る

か
ら

で
す

。

田
中
さ
ん

：
そ

う
で

す
ね

、
知

ら
な

い
人

に
は

簡
単

に
信

頼
を

置
か

な
い

よ
う

に
し

ま
す

。

佐
藤
先
生

：
	最

後
に

、
SN

S
の

使
用

時
間

も
考

慮
し

ま
し

ょ
う

。
長

時
間

の
使

用
は

健
康

に
悪

影
響

を
与

え
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
の

で
、

適
度

な
時

間
に

抑
え

る
こ

と
が

大
切

で
す

。

田
中
さ
ん

：
確

か
に

、
つ

い
長

時
間

使
っ

て
し

ま
う

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

気
を

つ
け

ま
す

。

佐
藤
先
生

：
	以

上
が

基
本

的
な

SN
S
の

安
全

な
使

用
方

法
で

す
。

こ
れ

を
守

る
こ

と
で

、
楽

し
く

安
全

に
SN

S
を

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

何
か

質
問

は
あ

り
ま

す
か

？

2
0
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5
-
s
e
t
0
1
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問
２

　
下

図
の

場
合

、
ど

の
よ

う
な

命
令

を
与

え
た

ら
良

い
か

。
次

の
ａ

か
ら

ｄ
の

う
ち

か
ら

一
つ

選
び

な
さ

い
。

ａ
．

←
←

←
↓

↓
↓

↓
＋

ｂ
．

↓
↓

↓
↓

←
←

←
↓

＋
ｃ

．
←

←
←

←
↓

↓
↓

↓
→

＋
ｄ

．
←

↓
←

↓
←

↓
←

↓
←

↓
→

＋

問
３

　
●

が
[あ

-4
]で

、
[←

←
↓

↓
↓

＋
]と

い
う

命
令

が
与

え
ら

れ
て

い
る

と
き

、
穴

を
掘

る
場

所
は

ど
こ

か
。

次
の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

[う
-1
]

ｂ
．

[え
-1
]

ｃ
．

[う
-2
]

ｄ
．

[え
-2
]

問
４

　
●

が
[あ

-4
]で

[↓
→

→
↑

＋
]と

い
う

命
令

が
与

え
ら

れ
て

い
る

と
き

、
穴

を
掘

る
場

所
は

ど
こ

か
。

次
の
ａ

か
ら

ｄ
の

う
ち

か
ら

一
つ

選
び

な
さ

い
。

ａ
．

[あ
-5
]

ｂ
．

[あ
-6
]

ｃ
．

[い
-5
]

ｄ
．

[い
-6
]

問
５

　
問

４
の

状
況

を
図

に
し

た
場

合
、

図
の

ど
こ

に
▲

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
か

。
次

の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

[あ
-5
]

ｂ
．

[あ
-6
]

ｃ
．

[い
-5
]

ｄ
．

[い
-6
]
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Ⅵ
　

　

　
1,	

3,	
5,	

7,	
9
の

５
枚

の
カ

ー
ド

が
あ

る
。

初
期

の
状

態
で

は
9,	

7,	
5,	

3,	
1
と

並
ん

で
い

る
と

き
、

左
か

ら
小

さ
い

順
に

並
べ

替
え

た
い

。
バ

ブ
ル

ソ
ー

ト
を

使
っ

て
並

べ
替

え
る

場
合

、
ど

の
よ

う
な

プ
ロ

セ
ス

を
経

て
並

べ
替

え
ら

れ
る

か
。

な
お

、
バ

ブ
ル

ソ
ー

ト
は

以
下

の
ル

ー
ル

に
従

う
。

1.	
配

列
の

末
尾

か
ら

先
頭

に
向

か
っ

て
隣

接
す

る
要

素
を

順
番

に
比

較
す

る
。

2.	
比

較
し

た
要

素
が

大
小

関
係

を
満

た
さ

な
い

場
合

（
例

え
ば

、
昇

順
に

並
べ

る
と

き
に

前
の

要
素

が
後

の
要

素
よ

り
も

大
き

い
場

合
）、

そ
の

２
つ

の
要

素
を

交
換

す
る

。
3.	

配
列

の
先

頭
ま

で
比

較
と

交
換

を
繰

り
返

す
。

こ
れ

に
よ

り
、

一
回

で
最

小
の

要
素

が
先

頭
に

移
動

す
る

。
4.	

こ
の

一
連

の
手

順
を

１
回

と
す

る
。

5.	
上

記
の

手
順

を
配

列
の

要
素

数
-1

回
繰

り
返

す
。

た
だ

し
、

各
処

理
の

終
わ

り
に

は
比

較
対

象
と

な
る

要
素

の
範

囲
を

一
つ

ず
つ

減
ら

す
（

先
頭

の
要

素
は

既
に

整
列

さ
れ

て
い

る
た

め
）。

問
１

　
以

上
の

条
件

の
時

、
そ

れ
ぞ

れ
の

手
順

の
最

終
段

階
は

ど
の

よ
う

に
な

る
か

。
下

表
（
表
１

）
の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。 表
 １

　
バ

ブ
ル

ソ
ー

ト
の

結
果

表

a
b

c
d

１
回

目
17

53
9

75
31

9
19

75
3

95
73

1
２

回
目

17
35

9
53

17
9

13
97

5
93

51
7

３
回

目
13

75
9

31
57

9
13

59
7

13
59

7
４

回
目

13
57

9

上
記

の
バ

ブ
ル

ソ
ー

ト
を

以
下

の
よ

う
に

プ
ロ

グ
ラ

ム
し

た
。

な
お

、
最

適
化

は
し

て
い

な
い

。

nu
m
be

r	
=	

[9
,	7

,	5
,	3

,	1
]

ｉ
	を

	１
か

ら
　

要
素

数
(n
um

be
r)
-1

	ま
で

	１
ず

つ
増

や
し

な
が

ら
繰

り
返

す
：

｜
	ｊ

	を
	要

素
数

(n
um

be
r)
	か

ら
	ｉ

+
1
ま

で
１

ず
つ

減
ら

し
な

が
ら

繰
り

返
す

：
｜

｜
①

(n
um

be
r[

j]
)	が

　
nu

m
be

r[
j-

1]
よ

り
も

②
な

ら
ば

：
｜

｜
｜

tm
p	

=	
nu

m
be

r[
ｊ

]
｜

｜
｜

nu
m
be

r[
j]
	=

	n
um

be
r[

j-
1]

nu
m
be

r[
j-

1]
	=

	tm
p

表
示

す
る

(n
um

be
r)

問
２

　
①

に
入

る
語

は
何

か
。

次
の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

も
し

	
ｂ

．
そ

う
で

な
け

れ
ば

	
ｃ

．
こ

の
間

	
ｄ

．
繰

り
返

し

問
３

　
②

に
入

る
記

号
は

何
か

。
次

の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

<=
	

ｂ
．

>=
	

ｃ
．

<	
ｄ

．
>

2
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ッ
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―

田
中
さ
ん

：
い

い
え

、
佐

藤
先

生
。

と
て

も
分

か
り

や
す

か
っ

た
で

す
。

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
す

。

佐
藤
先
生

:	ど
う

い
た

し
ま

し
て

。
こ

れ
か

ら
も

安
全

に
SN

S
を

楽
し

ん
で

く
だ

さ
い

ね
。

問
１

　
次

の
う

ち
、

SN
S
で

個
人

情
報

を
公

開
し

す
ぎ

な
い

た
め

の
最

も
適

切
な

対
策

を
、

次
の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

自
分

の
フ

ル
ネ

ー
ム

を
プ

ロ
フ

ィ
ー

ル
に

記
載

す
る

ｂ
．

自
分

の
住

所
を

投
稿

で
公

開
す

る
ｃ

．
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
設

定
を

確
認

し
、

見
知

ら
ぬ

人
が

自
分

の
情

報
に

ア
ク

セ
ス

で
き

な
い

よ
う

に
す

る
ｄ

．
友

達
の

写
真

を
許

可
な

く
タ

グ
付

け
す

る

問
２

　
次

の
う

ち
、

SN
S
で

の
投

稿
内

容
と

し
て

最
も

適
切

な
も

の
を

、
次

の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

友
達

を
誹

謗
中

傷
す

る
内

容
ｂ

．
最

近
旅

行
先

で
撮

っ
た

風
景

写
真

ｃ
．

他
人

の
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
を

暴
露

す
る

内
容

ｄ
．

デ
マ

情
報

を
広

め
る

投
稿

問
３

　
次

の
う

ち
、

SN
S
で

知
ら

な
い

人
か

ら
の

リ
ク

エ
ス

ト
を

慎
重

に
扱

う
べ

き
理

由
と

し
て

最
も

適
切

な
も

の
を

、
次

の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

知
ら

な
い

人
か

ら
の

リ
ク

エ
ス

ト
は

、
必

ず
新

し
い

友
達

に
な

る
可

能
性

が
あ

る
か

ら
。

ｂ
．

知
ら

な
い

人
か

ら
の

リ
ク

エ
ス

ト
を

受
け

入
れ

る
と

、
フ

ォ
ロ

ワ
ー

数
が

増
え

る
か

ら
。

ｃ
．

知
ら

な
い

人
か

ら
の

リ
ク

エ
ス

ト
に

は
、

ス
パ

ム
や

詐
欺

の
可

能
性

が
あ

る
か

ら
。

ｄ
．

知
ら

な
い

人
か

ら
の

リ
ク

エ
ス

ト
を

無
視

す
る

と
、

自
分

の
評

判
が

悪
く

な
る

か
ら

。

問
４

　
次

の
う

ち
、

SN
S
の

長
時

間
利

用
に

よ
る

課
題

と
し

て
最

も
適

切
な

も
の

を
、

次
の
ａ

か
ら
ｄ

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

SN
S
の

長
時

間
利

用
は

、
学

業
成

績
の

向
上

に
役

立
つ

。
ｂ

．
SN

S
の

長
時

間
利

用
は

、
友

達
と

の
絆

を
強

く
す

る
。

ｃ
．

SN
S
の

長
時

間
利

用
は

、
睡

眠
不

足
や

ス
ト

レ
ス

の
原

因
に

な
る

。
ｄ

．
SN

S
の

長
時

間
利

用
は

、
体

力
が

向
上

す
る

。

2
0
2
5
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
b
 
 
 
3
6

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



地理歴史

— 19 —

2
0
2
5
年
度

地
理

歴
史

―
	3

3	
―

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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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
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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
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e
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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
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s
e
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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
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【
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
0
2
5
-
s
e
t
0
2
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
b
 
 
 
4
0

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



地理歴史

— 24 —

2
0
2
5
年
度

―
	4

3	
―

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
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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
2

2
0
2
4
/
1
2
/
1
3
 
 
 
1
1
:
4
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:
2
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【
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

.
i
n
d
b
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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
。

2
0
2
5
-
s
e
t
0
2
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
b
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0
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5
年
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数
学

―
	2

9	
―

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

放
物

線
	y

=
x
2
を
C

と
し

、
直

線
	y

=
a
x

-1
を
l
と

す
る

。
た

だ
し

、
a

は
定

数
で

あ
る

。
こ

の
と

き
、

次
の

問

い
に

答
え

よ
。

（
１

）
a

=
1
の

と
き

、
放

物
線
C

と
直

線
l
と

の
距

離
が

最
小

と
な

る
、

直
線
l
上

の
点

の
座

標
を

求
め

な
さ

い
。

解

答
に

あ
た

っ
て

は
、

計
算

過
程

も
記

述
す

る
こ

と
。

（
２

）
放

物
線
C

と
直

線
l
が

接
す

る
と

き
の
a

の
値

を
求

め
な

さ
い

。
ま

た
、
a

>
0
の

場
合

に
お

け
る

直
線
l
を

直

線
p
、
a
<
0
の

場
合

に
お

け
る

直
線
l
を

直
線
q
と
し

た
と

き
、

放
物

線
C

、
直

線
p
、

直
線
q

で
囲

ま
れ

た
面

積
を

求
め

な
さ

い
。

解
答

に
あ

た
っ

て
は

、
計

算
過

程
も

記
述

す
る

こ
と

。

問
４

角
θ

に
つ

い
て

、
0°

≦
θ

≦
18

0°
の

と
き

、
次

の
問

い
に

答
え

よ
。

（
１

）
方

程
式

2s
in
2 θ

-
co

sθ
-
1
=

0
に

つ
い

て
、
θ

の
値

を
求

め
な

さ
い

。
解

答
に

あ
た

っ
て

は
、

計
算

過
程

も
記

述
す

る
こ

と
。

（
２

）
不

等
式

2c
os
2 θ

+
5s

in
θ

<
4
に

つ
い

て
、θ

の
範

囲
を

求
め

な
さ

い
。

解
答

に
あ

た
っ

て
は

、
計

算
過

程
も

記

述
す

る
こ

と
。

2
0
2
5
-
s
e
t
0
2
-
ブ

ッ
ク

.
i
n
d
b
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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

次
の

問
い

に
答

え
よ

。

	 （
１

）
次

の
実

数
x

に
つ

い
て

の
不

等
式

を
解

き
な

さ
い

。
た

だ
し

、
a

は
定

数
と

す
る

。

x
2
–
(3
a

+
2)
x

+
2a
2
–
3a

+
1
>

0

	
解

答
に

あ
た

っ
て

は
、

計
算

過
程

も
記

述
す

る
こ

と
。

（
２

）
次

の
実

数
x

に
つ

い
て

の
不

等
式

を
解

き
な

さ
い

。
た

だ
し

、
計

算
過

程
も

記
述

す
る

こ
と

。

¦x
2
–
x

¦>
1–
x

（
３

）
次

の
x

に
つ

い
て

の
2
つ

の
不

等
式

	x
2
–
x

–
2

>
0
と
x
2
–
(a

+
1)
x

+
a

<
0
を

同
時

に
満

た
す

整
数

x
が

ち
ょ

う
ど

1
つ

存
在

す
る

よ
う

な
定

数
a

の
値

の
範

囲
を

求
め

な
さ

い
。

解
答

に
あ

た
っ

て
は

、
計

算
過

程

も
記

述
す

る
こ

と
。

問
２

　 20
0m

離
れ

た
2
つ

の
地

点
A

と
B

か
ら

、
多

摩
地

域
に

あ
る

と
あ

る
川

を
は

さ
ん

で
、

対
岸

の
2
つ

の
地

点
C

と
D

を
計

測
し

た
と

こ
ろ

、
下

の
図

の
よ

う
な

数
値

が
得

ら
れ

た
。

こ
の

と
き

、
次

の
問

い
に

答
え

よ
。

た
だ

し
、

計
算

過
程

も
記

述
す

る
こ

と
。

（
１

）
2
つ

の
地

点
B

と
D

の
間

の
距

離
を

求
め

な
さ

い
。

（
２

）
2
つ

の
地

点
C

と
D

の
間

の
距

離
を

求
め

な
さ

い
。

（
３

）
3
つ

の
地

点
A
、

B、
C

を
結

ん
だ

⊿
A
BC

と
、

3
つ

の
地

点
A
、

B、
D

を
結

ん
だ

⊿
A
BD

の
そ

れ
ぞ

れ
の

外

接
円

の
半

径
の

差
は

い
く

つ
に

な
る

か
を

求
め

な
さ

い
。

3
0

3
0
° 6
0
°

4
5
°

2
0
0
�

�
�
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�

2
0
2
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s
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0
2
-
ブ
ッ

ク
.
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n
d
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解答・学習アドバイス
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2
0
2
5
年
度

英 語

【解 答】

Ⅰ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

ｂ ｃ ａ ｂ ｄ

Ⅱ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

ａ ｂ ａ ｃ ｄ

Ⅲ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

ｂ ａ ｄ ｃ ｃ

Ⅳ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

ｂ ａ ｄ ｃ ｃ

Ⅴ

問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

ａ ａ ｄ ａ ｂ

問 6 問 7 問 8 問 9 問 10

ｃ ｂ ｄ ａ ｃ

Ⅵ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

ａ ｃ ａ ｂ ａ
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2
0
2
5
年
度

【学習アドバイス】

　2025 年度の入試問題は、2024 年度同様、Ⅰ．会話問題、Ⅱ．文脈判断による適語補充問題、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、受験生が無理なく解答できる難易度と問題数で構成されてい
る。
解答の際にやや高い語彙レベルや複雑な解釈を要する設問もあるが、概ね難易度は大学入試標準レベルであ
る。高校で学ぶべき単語・熟語、文法・語法は全て確実に習得しておき、学校の課題や問題集も細かく演習、
復習する土台を作っておくことが望ましい。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 ．会話問題では、教科書レベルの口語表現や文脈判断に基づき、二者間の意思疎通を完成させる問題が設

けられている。基礎的な日常表現や会話ならではのあいまいな返答の仕方などを踏まえ、二者の意志疎通
とその流れを妨げないように考えることが大切である。perhaps などのあいまいな返答のポイントや、英
語特有の省略を用いた発話の処理の仕方などを考慮に入れて演習を重ねておくとなお良い。

Ⅱ ．適語補充問題は 1 ～ 3 文で構成され、2 行以上にまたがる文章内に設けられた空所に入れるべき適切な
語を選択する形式である。この設問で用意されている表現には、多少難度の高いものあり、文法上少々複
雑な文もあるので、基礎～入試標準レベルの単語や表現の習得と、地道な英文解釈の訓練を積んでおくこ
とが望ましい。余裕があれば、単語や熟語を覚えるときに、似たような表現の違いも確認しておくとさら
に良い。

Ⅲ ．・Ⅳ．長文読解問題は、概ね入試標準レベルの表現を用いたやや短めの文章が題材として選ばれており、
題名によって文章のテーマがわかるので、文章の内容を推測する手助けになる。設問では、同意表現選択
問題、適語句補充問題、文挿入問題、内容理解問題、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いる。同意表現選択問題では、類似表現の知識だけでなく、適切な文法運用の能力を
問うものもあるので、周辺の丁寧な解釈と併せてそれらも考慮しよう。適語句補充問題は、同意表現選択
問題と同様に、表現の知識を土台とし、解釈と文法を併せて考慮することで、スムーズに正解を導くこと
ができるだろう。内容理解問題は、問題となっている表現の前後を読み解くことでも正解を導くことがで
きるが、指定表現の詳しい説明部分やまとめの部分を探しながら読解しておくとさらに良い。内容一致問
題に関して、先に文章を読む場合には、段落ごとに「内容」「説明のポイント」などを文章横にメモしてお
くと良い。選択肢を先に読んでおく場合には、選択肢の正誤判断で役に立ちそうな情報にしるしをつけつ
つ読み進めると、都度選択肢の正誤をスムーズに判断できる。

Ⅴ ．文法・語法問題は、高校までで習得すべきことで作問されており、授業内容をきちんと身につけていれ
ば正解できるものばかりである。しかしながら、非常に基礎的ではあるが、うっかり忘れていたりする事
項もあるので、中学で学習事項も含めた総復習を徹底したい。

Ⅵ ．整序英作文問題では和文が与えられているので、比較的解答しやすい。多くが教科書や問題演習の副教
材などでよく見かけるポイントを問うており、高校までに学習すべき英語の文法や特徴と表現を習得し、
地道に問題を演習しておくことが大切である。

　総じて、高校までの授業や課題を丁寧に学習し習得しておくことは必須であることがわかる。中学の学習
事項など基礎的なものから総復習を始め、基礎を徹底的に固めてから、入試基礎～標準レベルの問題集や演
習を行うよう計画し、コツコツと対策を進めていこう。
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2
0
2
5
年
度

国 語

【解 答】

問 1 問２ 問３ 問４ 問５
ａ ｃ ｅ ｅ ｃ
問６ 問７ 問８ 問９ 問 10
ｃ e b ｄ ｄ
問 11 問 12 問 13 問 14 問 15
ｃ ｂ ｂ ｂ ｄ
問 16 問 17

ａ ａ

問 18
離れた「自然」を特権的な「地球市民」が守る関係ではなく、私たちの
生存に関わる他種との緊迫した関係。
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2
0
2
5
年
度

【学習アドバイス】

　本学の入学試験は、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。
2019 年度以降は現代文 1 題のみの出題である。課題文の文字数は、2019 年度、約 6600 字 → 2020 年度、約
4400 字→ 2021 年度、約 6000 字→ 2022 年度、約 4200 字→ 2023 年度、約 5800 字→ 2024 年度、約 3200 字
→ 2025 年度、約 7600 字と、年度によってばらつきがある。一方、総設問数は、2019 年度以降は 18 問で、
2025 年度も 18 問。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、横書きの文章で出題されるので、この形式
に慣れておくことも必要である。
　2025 年度の設問形式は、例年通り 5 者択一の選択肢問題が 17 問、50 字以内で説明する記述問題が 1 問。
出題内容は、「漢字の書き取り問題」が 2 問、「同義語を問う問題」が 1 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 2 問、「下線部の内容・理由を問う問題」が 11 問、「下線部の内容を
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 2 問、「同義
語を問う問題」の 1 問、「対義語を問う問題」の 1 問、計 4 問が語彙力で決まる問題である。2024 年度は「語
句の意味を問う問題」3 問を含め、語彙力が問われた問題が 7 問出題されていた。「下線部の内容・理由を問
う問題」が 2024 年度は 6 問だったが、2025 年度は 11 問に増えた。適切でないものを選ばせる問題が 6 問あ
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。
　第一は「語彙力」の増強。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、2024 年度 1 問、2025 年度
2 問の出題ではあるものの、確実に正解しなければならないので、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。
　第二は「長文読解力」の養成。2025 年度は、中空萌「自然と知識」（松村圭一郎・中川理・石井美保編『文
化人類学の思考法』）からの出題である。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、様々なテーマの長
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。
　第三は「文脈把握力」と「論述力」の UP。多くの問題は「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 字以内で説明する記述問題は「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」で決まる設問である。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。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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【解 答】

Ⅰ
問 1 問 2 問 3 問 4

ｃ ａ ｄ ｃ

Ⅱ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

ｄ ｂ ａ ｂ ｃ

Ⅲ
問 1 問 2 問 3 問 4

ｂ ｄ ｃ ｂ

Ⅳ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

ｂ ｃ ｄ ｂ ａ

Ⅴ
問 1 問 2 問 3 問 4

ｃ ｂ ｃ ｃ

Ⅵ
問 1 問 2 問 3

ｃ ａ ｃ



情報

— 35 —

2
0
2
5
年
度

【学習アドバイス】

　本学の入試の試験時間は 2 科目合計で 100 分となっており、情報 1 科目での解答時間は概ね 50 分である。
試験範囲は「情報Ⅰ」で、大問数は 6 題、各大問には 3 ～ 5 個の設問があり、全問選択肢から解答を選んで
答えさせる客観問題形式となっている。

　2025 年度入試を詳しく見てみよう。大問Ⅰは n 進法に関する問題である。2 進法から 10 進法、10 進法か
ら 2 進法への変換や、加算・乗算結果を求める問題が出題されている。大問Ⅱは問題解決のプロセスに関す
る問題である。「半構造化インタビュー」や「ペルソナ」などやや突っ込んだ内容が出題されている。大問Ⅲ
はネットワークの仕組みに関する問題である。LAN についての知識問題が出題されている。大問Ⅳはアルゴ
リズムに関する問題である。与えられたマップでの、ロボットへの移動命令および移動結果を解答する問題
が出題されている。大問Ⅴは情報とメディアに関する問題である。SNS を利用するにあたってのリテラシー
や課題についての問題が出題されている。大問Ⅵはプログラミングに関する問題である。「バブルソート」の
実行結果やプログラムの穴埋めなどが出題されている。

　入試全体の難易度としては基礎～標準レベルであり、教科書の知識および問題をよく読んで考えることで
解答できる問題が大半である。2025 年度は前述のとおり大問Ⅱでやや突っ込んだ内容の出題がみられたが、
それ以外の問題で得点できれば十分合格ラインには達するだろう。また、試験全体としては知識問題の比重
が多く、計算問題も複雑な計算が必要なものではないため、試験時間が足りなくて解答できないということ
にはならないと思われる。

　試験は出題範囲の「情報Ⅰ」から幅広く出題されている。前述のとおり基礎～標準レベルの問題がほとん
どなので、対策として、まずは教科書を中心に勉強して知識を蓄えることから始めよう。教科書の索引に掲
載されている単語を自分の言葉で説明できるようになることが一つの目安である。また、普段からコンピュ
ータに触れていれば自然と身につく知識も多いので、その点も意識するとよいだろう。さらに、教科の特性上、
時事的な内容・用語に関する内容が出題される可能性もあるので、情報関連のニュースも意識しておくとよい。
　知識問題以外ではプログラミングやアルゴリズムに関する出題がみられる。2025 年度は「バブルソート」
に関する出題があり、有名なアルゴリズムに関しては一通り確認しておくとよいだろう。また、プログラム
に関する問題は、実際にプログラミングをして実行することで飛躍的に理解が深まる。プログラムの実行環
境を整え、有名なアルゴリズムを自分でプログラミングしてみることが有効な対策となるので是非ともチャ
レンジしてほしい。
　最後に演習を積んで、アウトプットの練習をしよう。本学の「情報」の試験は 2025 年度から開始されたの
で過去問が 1 年分しかないが、教科書の章末問題や市販されている情報系の資格試験の教材などを使って繰
り返し演習するとよいだろう。
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【解 答】

Ⅰ・Ⅱ

問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

b a c a a

問 6 問 7 問 8 問 9 問 10

d c d b d

問 11 問 12

b a

Ⅲ

問 13 問 14 問 15 問 16 問 17

b a b d d

問 18 問 19 問 20 問 21 問 22

b d a a b

問 23

アジアやアフリカなどの旧植民地の国は、独立後も国際紛争や民族
対立による内戦、飢餓といった課題が続いた。特に植民地時代に宗
主国の経済発展のために形成された産業のモノカルチャー化（モノ
カルチャー経済）は経済的自立の障害となり、南（発展途上国）と
北（先進工業国）の間の経済格差を固定化する傾向を生んでいた。

（150 字）

Ⅳ

問 13 問 14 問 15 問 16 問 17

d d a a c

問 18 問 19 問 20 問 21 問 22

c a b b a

問 23

天皇が定める欽定憲法であり、天皇大権という議会の関与できない
大きな権限を天皇が持っていた。特に、陸海軍の統帥権は内閣から
も独立していた。天皇主権の下、立法・行政・司法の三権が天皇を
補佐するとされたが、政府の権限は強く、各国務大臣は議会ではな
く、天皇に対してのみ責任を負うとされた。（140 字）

Ⅴ

問 13 問 14 問 15 問 16 問 17

a c c b d

問 18 問 19 問 20 問 21 問 22

d d b c a

問 23

黄河流域の文化的なまとまりは、中華という共通意識を形成し、し
だいに拡大していった。中華意識の拡大にともない、中心である中
華と周辺の非文化的な夷狄を明確に区別する中華思想も形成され
た。このように言語・風土の多様性をこえて中華という共通意識が
形成され、その際に重要な役割をはたしたのが漢字であった。

（147 字）
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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 1 科目につき目安として 50 分前後である。
　2025 年度は出題内容が大きく変化し、従来は「日本史 B」のみの出題であったが、「地理歴史」へと科目
名が変更され、日本史と世界史が融合した「歴史総合」に関する共通問題 2 題と、「歴史総合」・「日本史探究」・

「世界史探究」それぞれに関する選択問題 3 題という大問の構成に変化した（解答する選択問題は 1 題）。総
解答数は共通問題 12 問、選択問題 11 問（1 問が論述）の計 23 問で、2024 年度の 22 問と大差はないが、共
通問題が「歴史総合」から出題されるため、この対策をしっかり行っていないと高得点をとることができない。
世界史選択者は近代以降の日本史分野の知識が必要になるが、共通問題で出題されたのは日本の対外関係に
関する事項が中心であった。したがって、世界史選択者は日本が関係する事件や条約を学習する際に、当時
の日本の首相や社会・経済の状況を補足することで、本学の入試に対応しうる日本史分野の知識がある程度
身につくだろう。一方、日本史選択者は近代以降の世界史分野の知識が必要になる。2025 年度の入試では共
通問題で出題された 12 問のうち 10 問が世界史分野に関する設問で、日本史分野を中心に学習してきた受験
生は非常に難しく感じたであろう。ヨーロッパ・アジアを中心に政治・経済など様々な分野に関する知識が
問われており、そのほとんどが日本とは直接的な関連がない事項であった。したがって、日本史選択者は「歴
史総合」の世界史分野の学習が必要不可欠である。細かな知識や地理的な理解を求める問題はないため、「歴
史総合」の教科書を精読し、近代以降の世界史分野の基礎知識を着実に身につけておこう。「歴史総合」の対
策に時間を要することもふまえ、計画的にバランスよく学習を進めることも大切である。
　設問形式は、空欄補充問題（語句・人名の組合せ形式）・年代配列・正誤判定問題・論述問題で構成されて
いる。共通問題・選択問題共に正誤判定問題の出題が多いため、重点的な対策が必要であるといえる。過去
問や旧センター試験・大学入学共通テスト対策用の問題集で演習を行い、選択肢の各文を読み、人名・地名・
政策といったキーワードに誤りがないか、時代や因果関係は適切かなどを正確に判断できる実践的な力を養
おう。また、空欄補充問題も教科書・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。
　得点に大きな差がつくと考えられるのが論述問題である。2025 年度の入試では、各選択問題に 150 字程
度で解答する論述問題が 1 題ずつ出題された（出題テーマは「南北問題」「大日本帝国憲法」「中華思想」）。
2024 年度までは 120 字程度で解答する論述問題が 2 題出題されており、出題数は減少したものの字数は増加
しており、歴史の流れの理解と文章で表現する力を受験生に求める出題方針に変わりはない。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。最初は少なめの字数から始め、徐々に 150 字まで字
数を増やしていこう。論述の際には「誰が」「いつ」「どこで」「何をしたか」「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。また、どの大問の論述問題も 3 つのキーワード
を用いて説明するよう指示があるため、キーワードをヒントに自分なりにまとめてみよう。キーワードをど
のように結び付けて述べるべきかわからない時は、ぜひ教科書の記述を参考にしてほしい。教科書は端的な
説明がされている。キーワードとなっている用語の前後の記述を丁寧に読み、教科書の言い回しを取り入れ
ながら文章構成力を伸ばしていこう。そして、最も効果的な論述対策は添削指導である。必ず自分の解答を
先生に添削してもらい、どの部分を改善すべきか確認しよう。この繰り返しにより、論述問題に対する不安
が自信へとかわり、合格へ大きく近づくことになるだろう。
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【解答】
問１　（解答例）

　⑴ 　不等式 x 2－（3 a＋2）x＋2 a 2－3 a＋1＞0 につい
て、判別式を用いて場合分けをして考える。2次
方程式の判別式Dは次のようになる。

D＝（3a＋2）2－4（2a2－3a＋1）＝a2＋24a

　　ⅰ 　判別式 D＜0の場合、すなわち、－24＜a＜0
のとき、2次関数のグラフは上に開いた放物線
となりx軸と交わらない。この場合は、常に正
となる。

　　　 　したがって、不等式の解は、xはすべての実
数となる。

　　ⅱ 　判別式 D＝0の場合、すなわち、a＝0または
a＝－24のとき、不等式は、

（x－ 3a＋2───2 ）
2

＞0

　　　 となる。この場合、2次方程式は重解を持ち放
物線は１点でx軸と接する。この場合はグラフ
が１点だけ 0 になり、それ以外では正となる。

　　　 　したがって、下のようなグラフになること
から、不等式の解は、xは 3a＋2───2 を除くすべ
ての実数（ただし、a＝0またはa＝－24）となる。

x3a＋2───2

3a＋2───2x－（ 　　　　）2

　　ⅲ 　判別式 D＞0の場合、すなわち、a＜－24ま
たは a＞0 のとき、不等式は、

（x－ 3a＋2－√a2＋24a────────2 ）　　　　　　
� ×（x－ 3a＋2＋√a2＋24a────────2 ）＞0

　　　�となる。この場合、2次方程式は異なる２つの
実数解を持ち、放物線がx軸と２点で交わる。
このとき、不等式の解は、

x＜ 3a＋2－√a2＋24a────────2 または

x＞ 3a＋2＋√a2＋24a────────2
� （ただし、a＜－24�または�a＞0）

　　　�となる。
　　　　したがって、ⅰ～ⅲから、
　　　　　－24＜a＜0のとき、
　　　　　　　x はすべての実数
　　　　　a＝0 または a＝－24のとき、
　　　　　　　xは 3a＋2───2 を除くすべての実数
　　　　　a＜－24 または a＞0のとき、

　　　　　　　�x＜ 3a＋2－√a2＋24a────────2 または

　　　　　　　��x＞ 3a＋2＋√a2＋24a────────2
　　　�となる。

　⑵　場合分けをする。
　　ⅰ 　x 2－x≧0のとき、すなわち、x≦0 , 1≦xのと

き、与えられた不等式は、
x2－x＞1－x

　　　となる。すなわち、x2＞1、
　　　ゆえに（x－1）（x＋1）＞0
　　　これを解いて、x＜－1 ,1＜x となる。
　　　 場合分けの条件である x≦0，1≦x と不等式の

解の共通範囲を求めると、
x＜－1，1＜x　……①

　　　 となる。
　　ⅱ 　x2－x＜0のとき、すなわち、0＜x＜1のとき、

与えられた不等式は、
－（x2－x）＞1－x

　　　 すなわち、（x－1）2＜0 となるため、これを満
たす実数xは存在せず

解なし　……②
　　　となる。
　　　 　したがって、求める解は、①と②を合わせ

た範囲であるから、
x＜－1，1＜x
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　⑶ 　不等式 x 2－x－2＞0から、（x＋1）（x－2）＞0と
なる。これを解いて、

x＜－1，2＜x　……①
　　また、不等式 x2－（a＋1）x＋a＜0から、
　　（x－a）（x－1）＜0となる。よって、
　　　　　a＜1のとき、a＜x＜1
　　　　　a＝1のとき、（x－1）2＜0
　　　　　　　　であるため、解なし　　……②
　　　　　a＞1のとき、1＜x＜a

　　 ①と②を同時に満たす整数xがちょうど１つ存在
するのは、a＜1 または a＞1のときである。した
がって、場合分けをすると、

　　ⅰ 　a＜1のとき
　　　 下の図から、a＜x＜1の範囲の整数が－2であ

ればよい。
　　　したがって、－3≦a＜－2 となる。

　　ⅱ 　a＞1のとき
　　　 下の図から、1＜x＜aの範囲の整数が3であれ

ばよい。
　　　したがって、3＜a≦4となる。
　　　 以上から求める解は、－3≦a＜－2、3＜a≦4

となる。

問２　（解答例）

　⑴　⊿ABDにおいて、
　　 　∠ADB＝180°－（∠BAD＋∠ABD）＝45°となる。
　　したがって、正弦定理から、

BD───
sin60°＝ 200───

sin45°

　　よって、BD＝ 200───
sin45° ・sin60°＝100√6（ｍ）

　⑵ 　⊿ABCにおいて、
　　 　∠ACB＝180°－（∠ABC＋∠BAC）＝45°となる。

したがって、⊿ABCは直角２等辺三角形になるた
め、BC＝200√2（ｍ）となる。

　　したがって、⊿BCDにおいて余弦定理により、
　　　CD2＝BC2＋BD2－2・BC・BD・cos30°＝20000
　　となる。よって、CD＝100√2（ｍ）
　⑶ 　4つの地点のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄについて、ＡとＢ

が直線CDに関して同じ側にあって、
　　 ∠CAD＝∠CBD（＝30°）となるため、４つの地点

A、B、C、Ｄは１つの円周上にあるため、３つ
の地点A、B、Cを結んだ⊿ABCと、３つの地点A、
B、Dを結んだ⊿ABDの外接円は同一となる。し
たがって、半径の差はない。

　　 （別解）⊿ABCの外接円の半径をRとおくと、正弦
定理より、

200───
sin45°＝2R

　　 よって、R＝100√2（ｍ）となる。一方、⊿ABDに
ついても、∠ADB＝45°となるので、外接円の半
径をŔ とおくと、正弦定理より、

200───
sin45°＝2 Ŕ

　　 よって、Ŕ ＝100√2（ｍ）となる。
　　 したがって、半径の差はない。
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問３　（解答例）

　⑴ 　a＝1のとき、直線 l は、y＝x－1となる。放物
線C上の点をA（t，t 2）としたとき、直線 l との距
離が最小になるのは、放物線C上の点Aにおける
接線の傾きが１となるため、次の式が成立する。
すなわち、

2 t＝1

　　 よって、点Aの座標は、（ 1─2 ，1─4）となる。また、

　　 点Aから直線 l に引いた垂線の傾きは、－1とな
るため、点Aを通る垂線の方程式は、

y＝－（x－ 1─2）＋ 1─4
　　 すなわち、y＝－x＋ 3─4 となる。したがって、こ

　　の垂線と直線 l の交点を求めると、x＝ 7─8 となる

　　ため、求める点の座標は、（ 7─8 ，－ 1─8 ）となる。

　⑵ 　放物線Cと直線 l の方程式より、交点を求めよ
うとすると、次の式が得られる。

x2＝ax－1
　　 すなわち、x 2－ax＋1＝0。この交点が接点とな

るためには、判別式をDとおくと、D＝0となる
ため、

D＝a2－4＝0
　　 となる。したがって、a＝±2となることから、直

線 pと直線 qは、それぞれy＝2 x－1、y＝－2 x－1
となる。また、放物線Cと両直線 p と qの接点は、
それぞれ（1 , 1）、（－1 , 1）となるため、求める
面積は、次のようになる。

　　　　∫－1
0

{x2－（－2x－1）}dx＋∫0  
1

{x2－（2x－1）}dx

　　　　　＝ 
1─3 x3＋x2＋x 

0

－1
＋ 

1─3 x3－x2＋x 
1

0
＝ 2─3

　　したがって、求める面積は、 2─3 となる。

問４　（解答例）

　⑴ 　sin 2θ＋cos 2θ＝1より、sin 2θ＝1－cos 2θで
あるから、

2（1－cos2θ）－cosθ－1＝0
　　これを整理すると、2cos2θ＋cosθ－1＝0
　　cosθ＝tとおくと、0°≦θ≦180°なので、
　　－1≦t≦1となる。
　　 また、このとき、与えられた方程式は、 

2 t2＋t－1＝0となる。

　　これを解くと、t＝－1 ,
1─2 となる。したがって、

　　t＝－1のときは、θ＝180°、t＝ 1─2 のときは、

　　θ＝60°
　　したがって、求める解は、θ＝60°,180°
　⑵ 　sin 2θ＋cos 2θ＝1より、cos 2θ＝1－sin 2θで

あるから、
2（1－sin2θ ）＋5 sinθ－4＜0

　　整理すると、2 sin2θ－5 sinθ＋2＞0
　　 sinθ＝t とおくと、0°≦θ≦180°なので、
　　 0≦t≦1となる。
　　 また、このとき、与えられた方程式は、 

 2 t2－5 t＋2＞0となる。

　　 これを解くと、t＜ 1─2 , t＞2と な る。0≦t≦1と

　　の共有範囲を求めると、0≦t＜ 1─2 となる。すな

　　わち、0≦sinθ＜ 1─2 となる。

　　 よって、求める解は、
　0°≦θ＜30°,150°＜θ≦180°
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【学習アドバイス】

　本学の入試の試験時間は 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、大問 4 問のうち問 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 問から 1 問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）。
　2025 年度入試を詳しく見てみよう。問 1 は 2 次関数（数学Ⅰ）からの出題で、2 次不等式に関する問題である。

（1）は係数に文字 a を含む 2 次不等式、（2）は絶対値を含む 2 次不等式、（3）は連立不等式を満たす整数の
個数に関する問題である。問 2 は図形と計量（数学Ⅰ）からの出題で、正弦定理・余弦定理を用いて角度や
辺の長さを求める典型問題である。問 3 は微分法と積分法（数学Ⅱ）からの出題で、放物線と直線に関する
問題である。（1）は直線との距離が最小となるような放物線上の点の座標を求める問題で、直線と平行な接
線を利用することで求めることができる。（2）は放物線と 2 接線で囲まれる図形の面積を求める問題で、入
試において頻出の問題である。問 4 は図形と計量（数学Ⅰ）・三角関数（数学Ⅱ）からの出題で、sin、cos を
含む方程式・不等式に関する問題である。（1）（2）ともに三角比の相互関係を用いて、sin または cos のみの
方程式・不等式に変形し、因数分解をすることで求めることができる。
　入試全体の難易度としては基礎～標準レベルであるが、全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。また、問 3、問 4 はどちらも入試頻出のテーマからの出題であったが、2025 年度は問 3（微分
法と積分法）の方がやや解きにくい問題だったと思われる。
　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。また、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、「なぜミスをしたのか」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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2024 年度　　　

入学試験

問題 　　　　 解答・学習アドバイス

英語…………………44 英語…………………66

国語…………………49 国語…………………68

日本史Ｂ……………53 日本史Ｂ……………70

政治・経済…………58 政治・経済…………72

数学…………………64 数学…………………74
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pr
iso

n	
offi

ci
al
s	
to
	h

el
p	

hi
m
	e

sc
ap

e.	
H
is	

es
ca

pe
	m

ad
e	

hi
m
	

a	
fa
m
ou

s	
fig

ur
e	
in
	M

ex
ic
o’s

	c
rim

in
al
	w

or
ld
.	A

fte
r	
av

oi
di
ng

	b
ei
ng

	c
au

gh
t	
fo
r	
m
or

e	
th

an
	a
	d

ec
ad

e,	
he

	w
as

	

ca
ug

ht
	a
ga

in
	in

	2
01

4	
bu

t	
es

ca
pe

d	
on

ce
	a
ga

in
	in

	2
01

5,	
th

is	
tim

e	
th

ro
ug

h	
a	
tu

nn
el
	t
ha

t	
le
d	

fr
om

	h
is	

ja
il	
ce

ll	

to
	fr

ee
do

m
.

	
H
ow

ev
er

,	E
l	C

ha
po

’s	
ru

n	
fin

al
ly
	c

am
e	

to
	a

n	
en

d	
in
	J

an
ua

ry
	2

01
6	

w
he

n	
M

ex
ic
an

	p
ol
ic
e	

ca
ug

ht
	h

im
	

fo
r	
th

e	
la
st
	t
im

e.	
Fo

llo
w
in
g	

hi
s	
ar

re
st
,	h

e	
w
as

	s
en

t	
to
	t
he

	U
ni
te
d	

St
at
es

	t
o	
fa
ce

	c
ha

rg
es

.	I
n	

a	
ve

ry
	fa

m
ou

s	

tr
ia
l	t

ha
t	
to
ok

	p
la
ce

	in
	2

01
9,	

El
	C

ha
po

	w
as

	f
ou

nd
	g

ui
lty

	o
f	
se

ve
ra

l	c
rim

es
,	i
nc

lu
di
ng

	d
ru

g	
se

lli
ng

,	h
id
in
g	

m
on

ey
,	a

nd
	p

la
nn

in
g	

to
	m

ur
de

r	
so

m
eo

ne
.	H

e	
w
as

	to
	g

o	
to
	ja

il	
fo
r	
th

e	
re

st
	o
f	h

is	
lif
e	
an

d	
30

	y
ea

rs
	m

or
e,	

so
	

th
at
	h

e	
w
ou

ld
	n

ev
er

	le
av

e	
ja
il.	

T
od

ay
,	h

e	
is	

st
ill
	in

	ja
il,	

in
	a
	m

ax
im

um
-se

cu
rit

y	
pr

iso
n	

in
	th

e	
U
ni
te
d	

St
at
es

.

	
T
he

	s
to
ry

	o
f	
Jo

aq
ui
n	

“E
l	C

ha
po

”	
Gu

zm
an

	s
er

ve
s	

as
	a

	s
tr
on

g	
m
es

sa
ge

	a
bo

ut
	t
he

	c
ha

lle
ng

es
	f
or

	t
he

	

po
lic

e	
to

	f
ig
ht

	d
ru

g	
gr

ou
ps

	a
nd

	t
he

	d
iff

ic
ul
tie

s	
of
	f
ig
ht

in
g	

cr
im

e	
in
	g

en
er

al
.	H

is
	l
ife

	o
f	
cr

im
e	

an
d	

hi
s	

be
in
g	

ca
ug

ht
	h

av
e	
br

ou
gh

t	
sig

ni
fic

an
t	
in
te
rn

at
io
na

l	a
tt
en

tio
n,
	m

ak
in
g	

hi
m
	a
	fa

m
ou

s	
cr

im
in
al
	b

ot
h	

w
ith

in
	

M
ex

ic
o	
an

d	
ar

ou
nd

	th
e	
w
or

ld
.

(注
)	

co
ca

in
e：

コ
カ

イ
ン

			
		h

er
oi
n：

ヘ
ロ

イ
ン

			
		m

ar
iju

an
a：

マ
リ

フ
ァ

ナ

2
0
2
4
-
s
e
t
0
1
-
ブ

ッ
ク

.
i
n
d
b
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2
0
2
3
/
1
2
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1
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1
7
:
4
5
:
4
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―
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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

	
T
he

	c
on

ga
	d

ru
m

	h
as

	i
ts

	(
	

	
	

	
	

	
	

	
)	i

n	
W

es
t	
A
fr
ic
an

	m
us

ic
al
	t
ra

di
tio

ns
	a

nd
	is

	n
ow

	a
n	

in
st
ru

m
en

t	t
ha

t	i
s	
at
	th

e	
he

ar
t	o

f	m
us

ic
	w

or
ld
w
id
e.

ａ
．

in
su

ra
nc

e	
		

ｂ
．

or
ig
in
s	
		

ｃ
．

pe
rm

iss
io
n	

		
ｄ

．
re

fu
sa

l

問
２

	
I	
us

ed
	t
o	

di
sl
ik
e	

ex
er

ci
si
ng

,	b
ut

	I
	h

av
e	

no
w
	l
os

t	
w
ei
gh

t	
an

d	
I	
re

al
iz
e	

th
e	

(
	

	
	

	
	

	
	

	
)	o

f	

st
ay

in
g	

ac
tiv

e.

ａ
．

ca
nd

id
at
e	
		

ｂ
．

pr
ov

isi
on

s	
		

ｃ
．

be
ne

fit
s	
		

ｄ
．

ex
am

in
at
io
n

問
３

	
G
lo
ba

l	
w
ar

m
in

g	
ha

s	
m

uc
h	

in
cr

ea
se

d	
ov

er
	t

he
	p

as
t	

fif
ty

	y
ea

rs
,	r

ai
si
ng

	c
on

ce
rn

s	
ab

ou
t	

its
	

(
	

	
	

	
	

	
	

	
)	o

n	
ou

r	
pl
an

et
’s	

cl
im

at
e.

ａ
．

lic
en

se
			

ｂ
．

im
pa

ct
			

ｃ
．

fo
rw

ar
d	

		
ｄ

．
ag

re
em

en
t

問
４

	
Sa

ra
h	

is	
pl
an

ni
ng

	a
	t
rip

	t
o	
a	
fo
re

ig
n	

co
un

tr
y.
	S

he
’s	

ex
ci
te
d	

to
	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
)	n

ew
	c
ul
tu

re
s,	

tr
y	

di
ffe

re
nt

	fo
od

s,	
an

d	
ex

pl
or

e	
fa
m
ou

s	
la
nd

m
ar

ks
.

ａ
．

av
oi
d	

	
ｂ

．
ig
no

re
		

ｃ
．

sh
ar

e	
	

ｄ
．

ex
pe

rie
nc

e

問
５

	
T
he

	a
rt
	c

la
ss

	i
s	

(
	

)	f
or

	s
tu

de
nt

s	
ag

ed
	1

0	
to
	1

5.	
D
ur

in
g	

th
e	

co
ur

se
,	s

tu
de

nt
s	
w
ill
	

le
ar

n	
va

rio
us

	p
ai
nt

in
g	

te
ch

ni
qu

es
	a
nd

	c
re

at
e	
th

ei
r	
ow

n	
m
as

te
rp

ie
ce

s.

ａ
．

cl
os

ed
		

ｂ
．

bo
rin

g	
	

ｃ
．

ex
pe

ns
iv
e	
	

ｄ
．

op
en

2
0
2
4
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
b
 
 
 
5

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

 O
ga

sa
w

ar
a 

Is
la

nd
s

	
T
he

	O
ga

sa
w
ar

a	
Is
la
nd

s,	
lo
ca

te
d	

ab
ou

t	1
,00

0	
ki
lo
m
et
er

s	
so

ut
h	

of
	T

ok
yo

	in
	th

e	
Pa

ci
fic

	O
ce

an
,	c

on
st
itu

te
	

a	
gr

ou
p	

of
	b

re
at
ht

ak
in
g*

	is
la
nd

s	
off

er
in
g	

a	
pe

ac
ef
ul
	e
sc

ap
e	
fr
om

	t
he

	c
ha

os
	o
f	c

ity
	li
fe
.	T

hi
s	
re

m
ot
e	
gr

ou
p	

of
	is

la
nd

s	
co

m
pr

ise
s	
ov

er
	3

0	
isl

an
ds

,	e
ac

h	
po

ss
es

sin
g	

its
	u

ni
qu

e	
ch

ar
m
	a

nd
	a

pp
ea

l,	
m
ak

in
g	
(1
)it

	a
n	

id
ea

l	

de
st
in
at
io
n	

fo
r	
tr
av

el
er

s	
se

ek
in
g	

a	
ca

lm
	e
nv

iro
nm

en
t	
fu

ll	
of
	n

at
ur

al
	b

ea
ut

y.
	T

he
	is

la
nd

s’	
ec

ol
og

ic
al
*	v

al
ue

	

ha
s	
ea

rn
ed

	th
em

	th
e	
im

po
rt
an

t	t
itl

e	
of
	a
	U

N
ES

CO
	W

or
ld
	H

er
ita

ge
	s
ite

.

	
O
ne

	o
f	
th

e	
m
os

t	
fa
sc

in
at
in
g	

fe
at
ur

es
	o

f	
th

e	
O
ga

sa
w
ar

a	
Is
la
nd

s	
is	

th
ei
r	

di
st
in
ct
	e

co
sy

st
em

*,	
pa

ck
ed

	

w
ith

	a
	v

ar
ie
ty

	o
f	
pl
an

ts
	a

nd
	a

ni
m
al
s	
fo
un

d	
(	

	
	
	
A

	
	
	
	
)	e

lse
	o

n	
th

e	
pl
an

et
.	T

he
se

	u
ni
qu

e	
sp

ec
ie
s	

ha
ve

	l
iv
ed

	w
el
l	
an

d	
in
cr

ea
se

d	
in
	i
so

la
tio

n,
	m

ak
in
g	

th
e	

is
la
nd

s	
a	

gr
ea

t	
pl
ac

e	
fo
r	

sc
ie
nt

is
ts
	a

nd
	n

at
ur

e	

lo
ve

rs
	t
o	
st
ud

y	
a	
un

iq
ue

	e
co

sy
st
em

.	P
ro

te
ct
in
g	

th
e	
de

lic
at
e	
ba

la
nc

e	
of
	t
he

	O
ga

sa
w
ar

a	
Is
la
nd

s’	
ec

os
ys

te
m
	

is	
cr

uc
ia
l.	
T
he

	is
la
nd

s’	
iso

la
tio

n	
m
ak

es
	t
he

m
	p

ar
tic

ul
ar

ly
	a
t	
ris

k	
be

ca
us

e	
of
	t
he

	p
os

sib
le
	n

eg
at
iv
e	
im

pa
ct
s	

of
	h

um
an

	a
ct
iv
iti

es
.	I

t	
is	

im
po

rt
an

t	
to
	p

ro
te
ct
	t
he

se
	is

la
nd

s’	
ec

os
ys

te
m
	f
ro

m
	h

ar
m
	c

au
se

d	
by

	h
um

an
s,	

su
ch

	a
s	
po

llu
tio

n	
an

d	
br

in
gi
ng

	in
	n

on
-n
at
iv
e	

sp
ec

ie
s.	

It
	is

	e
ss

en
tia

l	t
o	

ke
ep

	t
hi
s	
sp

ec
ia
l	e

nv
iro

nm
en

t	
sa

fe
	

fo
r	
th

e	
fu

tu
re

.

	
Be

yo
nd

	s
ig
ni
fic

an
ce

	o
f	
( 	

	
	
	
B

	
	
	
	
),	

th
e	

O
ga

sa
w
ar

a	
Is
la
nd

s	
ha

ve
	(

	
	
	
	
C

	
	
	
	
),	

be
in

g	

an
	im

po
rt
an

t	
st
op

	a
nd

	r
es

tin
g	

pl
ac

e	
fo
r	

ex
pl
or

er
s	

an
d	

tr
ad

er
s	

th
at
	t
ra

ve
le
d	

th
e	

se
as

	in
	t
he

	p
as

t.	
T
he

	

isl
an

ds
’	c

ul
tu

re
	h

er
ita

ge
,	w

hi
ch

	d
ev

el
op

ed
	o
ve

r	
ce

nt
ur

ie
s,	

is	
a	
di
st
in
ct
	b

le
nd

	o
f	t

ra
di
tio

ns
	w

ith
	in

flu
en

ce
s	

fr
om

	d
iff
er

en
t	
ci
vi
liz

at
io
ns

.	T
ha

t	
cu

ltu
ra

l	h
ist

or
y	

is	
ju

st
	o

ne
	m

or
e	

re
as

on
	t
he

se
	is

la
nd

s	
ar

e	
un

iq
ue

	a
nd

	

sp
ec

ia
l.	
W

e	
sh

ou
ld
	p

ro
te
ct
	b

ot
h	

th
ei
r	
cu

ltu
ra

l	h
er

ita
ge

	a
nd

	n
at
ur

al
	b

ea
ut

y,
	a

s	
th

ey
	a

re
	t
he

	h
ea

rt
	o

f	
th

e	

O
ga

sa
w
ar

a	
ex

pe
rie

nc
e.

	
In

	r
ec

en
t	
tim

es
,	t

he
	O

ga
sa

w
ar

a	
Is
la
nd

s	
ha

ve
	b

ec
om

e	
a	

fa
vo

rit
e	

ec
ol
og

ic
al
	d

es
tin

at
io
n	

fo
r	

tr
av

el
er

s	

fr
om

	a
cr

os
s	

th
e	

gl
ob

e	
w
ho

	a
re

	in
te
re

st
ed

	in
	le

ar
ni
ng

	m
or

e	
ab

ou
t	
th

e	
en

vi
ro

nm
en

t.	
(2
)T

ho
se

	t
ra

ve
le
rs

	

lo
ok

in
g	

fo
r	

a	
ge

nu
in
e	

co
nn

ec
tio

n	
w
ith

	n
at

ur
e	

ar
e	

ex
ci
te

d	
to

	h
av

e	
th

e	
op

po
rt
un

ity
	t
o	

sn
or

ke
l*	

in
	t
he

	

cr
ys

ta
l-c

le
ar

	w
at

er
s	

an
d	

se
e	

th
e	

am
az

in
g	

m
ar

in
e	

lif
e,
	o

r	
hi

ke
	a

lo
ng

	g
re

en
	j
un

gl
e	

tr
ai
ls
	t
ha

t	
of
fe
r	

sp
ec

ta
cu

la
r	

vi
ew

s.	
Be

in
g	

re
sp

on
si
bl
e	

to
ur

is
ts
	a

nd
	f
ol
lo
w
in
g	

th
e	

is
la
nd

s’	
gu

id
el
in
es

	f
or

	p
ro

te
ct
in
g	

th
e	

en
vi
ro

nm
en

t	
w
ill
	e

ns
ur

e	
th

at
	t
hi
s	

un
iq
ue

	g
ro

up
	o

f	
isl

an
ds

	r
em

ai
ns

	b
ea

ut
ifu

l	f
or

	f
ut

ur
e	

ge
ne

ra
tio

ns
	t
o	

en
jo
y.

(注
)	

br
ea

th
ta
ki
ng

：
息

を
飲

む
よ

う
な

			
		e

co
lo
gi
ca

l：
生

態
学

的
な

			
		e

co
sy

st
em

：
生

態
系

	
sn

or
ke

l：
シ

ュ
ノ

ー
ケ

リ
ン

グ
を

す
る

2
0
2
4
-
s
e
t
0
1
-
ブ

ッ
ク

.
i
n
d
b
 
 
 
8

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

―
	7

	―

問
１

	
第

１
段

落
の

	下
線
(1
)に

も
っ

と
も

近
い

意
味

を
あ

ら
わ

す
語

を
下

か
ら

選
び

な
さ

い
。

ａ
．

nu
m
be

r

ｂ
．

le
ve

l

ｃ
．

ch
ar

ac
te
r

ｄ
．

pr
ic
e

問
２

	
第

２
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
．

A
lth

ou
gh

ｂ
．

A
s	
if

ｃ
．

W
hi
le

ｄ
．

T
hr

ou
gh

ou
t

問
３

	
第

３
段

落
の

	下
線
(2
)	の

内
容

を
表

す
文

を
下

か
ら

一
つ

選
び

な
さ

い
。

ａ
．

Jo
aq

ui
n	

Gu
zm

an
	w

as
	c
au

gh
t	b

y	
th

e	
po

lic
e	
in
	1
99

3	
bu

t	m
an

ag
ed

	to
	e
sc

ap
e	
fr
om

	ja
il	
in
	2
00

1.

ｂ
．

Jo
aq

ui
n	

Gu
zm

an
’s	

es
ca

pe
	m

ad
e	
hi
m
	a
	fa

m
ou

s	
fig

ur
e	
in
	M

ex
ic
o’s

	c
rim

in
al
	w

or
ld
.

ｃ
．

Jo
aq

ui
n	

Gu
zm

an
	u

se
d	

cl
ev

er
	m

et
ho

ds
	s
uc

h	
as

	b
ui
ld
in
g	

se
cr

et
	tu

nn
el
s	
an

d	
us

in
g	

su
bm

ar
in
es

.

ｄ
．

It
	is

	d
iffi

cu
lt	

fo
r	
th

e	
po

lic
e	
to
	fi

gh
t	d

ru
g	

gr
ou

ps
	a
nd

	a
rr

es
t	t

he
m
	in

	g
en

er
al
.

問
４

	
Jo

aq
ui
n	

Gu
zm

an
が

有
罪

判
決

を
受

け
た

罪
の

内
容

を
下

か
ら

一
つ

選
び

な
さ

い
。

	

ａ
．

dr
ug

	p
ro

du
ct
io
n

ｂ
．

dr
ug

	s
el
lin

g

ｃ
．

ill
eg

al
	s
hi
pp

in
g

ｄ
．

se
cr

et
ly
	p

ay
in
g	

po
lic

e	
offi

ce
rs

問
５

	
本

文
の

内
容

と
本

文
の

内
容

と
一
致
し
な
い

文
章

を
下

か
ら

一
つ

選
び

な
さ

い
。

ａ
．

Jo
aq

ui
n	

Gu
zm

an
’s	

bu
sin

es
s	
in
cl
ud

ed
	d

ru
g	

pr
od

uc
tio

n,
	il
le
ga

l	s
hi
pp

in
g,
	a
nd

	s
el
lin

g	
dr

ug
s.

ｂ
．

Jo
aq

ui
n	

Gu
zm

an
	w

as
	fi

rs
t	
ca

ug
ht

	b
y	

th
e	

po
lic

e	
in
	1

99
3	

an
d	

st
ay

ed
	in

	a
	j
ai
l	f

or
	m

or
e	

th
an

	７
	

ye
ar

s.

ｃ
．

Jo
aq

ui
n	

Gu
zm

an
	o
nc

e	
m
an

ag
ed

	to
	r
un

	a
w
ay

	th
ro

ug
h	

a	
tu

nn
el
	th

at
	le

d	
fr
om

	h
is	

ja
il	
ce

ll.

ｄ
．

Jo
aq

ui
n	

Gu
zm

an
	w

as
	fi

na
lly

	a
rr

es
te
d	

by
	A

m
er

ic
an

	p
ol
ic
e	
in
	2
01

6.	

2
0
2
4
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
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2
0
2
4
年
度

―
	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

	
I	w

ill
	s
el
l	m

y	
ca

r	
to
	(	

		
		

		
		

		
		

		
		

)	w
an

ts
	it

.

ａ
．

w
ho

ev
er

	
ｂ

．
an

yo
ne

	
ｃ

．
so

m
eb

od
y	

ｄ
．

w
ho

m

問
２

	
W

he
n	

I	w
as

	a
	c
hi
ld
,	I

	w
as

	u
se

d	
to
	(	

		
		

		
		

		
		

		
		

)	a
lo
ne

	in
	m

y	
ho

us
e.

ａ
．

le
av

in
g	

ｂ
．

be
	le

ft	
ｃ

．
le
av

e	
ｄ

．
be

in
g	

le
ft

問
３

	
If	

I	h
ad

	n
ot
	b

ee
n	

tir
ed

,	I
	(	

		
		

		
		

		
		

		
		

)	t
o	
th

e	
be

ac
h	

ye
st
er

da
y.

ａ
．

w
ill
	g

o	
ｂ

.	h
av

e	
go

ne
	

ｃ
．

w
ou

ld
	g

o	
ｄ

．
w
ou

ld
	h

av
e	
go

ne

問
４

	
W

e	
do

n’
t	c

ar
e	
(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
)	t

he
	r
oo

m
	is

	e
qu

ip
pe

d	
w
ith

	a
	d

es
k	

or
	n

ot
.

ａ
．

ei
th

er
	

ｂ
．

w
he

th
er

	
ｃ

．
w
hi
ch

	
ｄ

．
un

le
ss

問
５

	
Be

ca
us

e	
of
	th

e	
ris

in
g	

co
st
	o
f	r

aw
	m

at
er

ia
ls,

	th
e	
(

	
	

	
	

	
	

	
)	o

f	t
he

	b
rid

ge
	w

ill
	b

e	
de

la
ye

d.

ａ
．

co
m
pl
et
ed

	
ｂ

．
co

m
pl
et
el
y	

ｃ
．

co
m
pl
et
e	

ｄ
．

co
m
pl
et
io
n

問
６

	
T
he

	m
ov

ie
	w

e	
w
at
ch

ed
	la

st
	n

ig
ht

	w
as

	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
)	t

ha
n	

th
e	
on

e	
w
e	
sa

w
	la

st
	w

ee
k.

ａ
．

go
od

	
ｂ

．
be

tt
er

	
ｃ

．
be

st
	

ｄ
．

w
el
l

問
７

	
W

ou
ld
	y

ou
	m

in
d	

(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
)	t

he
	w

in
do

w
?	
It
’s	

ge
tt
in
g	

to
o	
co

ld
	in

	h
er

e.

ａ
．

cl
os

in
g	

ｂ
．

to
	c
lo
se

	
ｃ

．
cl
os

ed
	

ｄ
．

cl
os

e

問
８

	
(
	

	
	

	
	

	
	

	
)	h

ow
	h

ar
d	

yo
u	

tr
y,
	y

ou
	c
an

’t	
al
w
ay

s	
w
in
.

ａ
．

N
o	
m
at
te
r	

ｂ
．

Be
ca

us
e	

ｃ
．

A
lth

ou
gh

	
ｄ

．
Ev

en

2
0
2
4
-
s
e
t
0
1
-
ブ

ッ
ク

.
i
n
d
b
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―
	9

	―

問
１

	
第

１
段

落
の

下
線

部
(1
)が

指
す

も
の

を
下

か
ら

選
び

な
さ

い
。

ａ
．

th
e	
Pa

ci
fic

	O
ce

an

ｂ
．

th
e	
ch

ao
s	
of
	c
ity

	li
fe

ｃ
．

th
is	

re
m
ot
e	
gr

ou
p	

of
	is

la
nd

s

ｄ
．

its
	u

ni
qu

e	
ch

ar
m
	a
nd

	a
pp

ea
l

問
２

	
第

２
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
．

an
yw

he
re

ｂ
．

ev
er

yw
he

re

ｃ
．

so
m
ew

he
re

ｄ
．

no
w
he

re

問
３

	
第

３
段

落
の

(
	

	
	

B
	

	
	

)お
よ

び
(

	
	

	
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
．

un
iq
ue

	s
pe

ci
es

	
		

no
n-
na

tiv
e	
sp

ec
ie
s

ｂ
．

no
n-
na

tiv
e	
sp

ec
ie
s	

		
un

iq
ue

	s
pe

ci
es

ｃ
．

th
e	
na

tu
ra

l	e
nv

iro
nm

en
t	

a	
ric

h	
hi
st
or

y

ｄ
．

th
e	
ric

h	
hi
st
or

y	
		

a	
na

tu
ra

l	e
nv

iro
nm

en
t

問
４

	
第

４
段

落
の

下
線

部
(2
)が

現
地

に
貢

献
す

る
た

め
に

は
何

を
す

べ
き

か
、

本
文

の
内

容
に

沿
っ

て
下

か
ら

選
び

な
さ

い
。

ａ
．

to
	b

e	
re

sp
on

sib
le
	to

ur
ist

s

ｂ
．

to
	o
bs

er
ve

	th
e	
m
ar

in
e	
lif
e

ｃ
．

to
	w

al
k	

al
on

g	
ju

ng
le
	tr

ai
ls

ｄ
．

to
	c
re

at
e	
gu

id
el
in
es

問
５

	
本

文
の

内
容

と
一

致
す

る
文

章
を

下
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

ａ
．

H
um

an
s	
ha

ve
	d

am
ag

ed
	th

e	
isl

an
ds

’	e
co

sy
st
em

	o
ve

r	
ce

nt
ur

ie
s.

ｂ
．

Lo
ca

l	r
es

id
en

ts
	o
f	t

he
	is

la
nd

s	
do

	n
ot
	li
ke

	a
	m

od
er

n	
ur

ba
n	

lif
e.

ｃ
．

T
he

	ti
tle

	o
f	a

	U
N
ES

CO
	W

or
ld
	H

er
ita

ge
	s
ite

	in
cr

ea
se

d	
th

e	
nu

m
be

r	
of
	v

isi
to
rs

	to
	th

e	
isl

an
ds

.

ｄ
．

T
he

	g
ro

up
	o
f	i

sla
nd

s	
ha

s	
de

ve
lo
pe

d	
its

	h
ist

or
y	

by
	m

ix
in
g	

tr
ad

iti
on

s	
fr
om

	d
iff
er

en
t	c

iv
ili
za

tio
ns

.

2
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2
0
2
4
年
度

―
	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

	
ジ

ョ
ン

が
昨

日
大

き
な

魚
を

釣
っ

た
の

は
こ

の
川

だ
っ

た
。

(	1
.	i
n	

		2
.	t

hi
s	
		3

.	t
ha

t		
	4
.	r

iv
er

			
5.	

w
as

			
6.	

it	
)	J

oh
n	

ca
ug

ht
	a
	b

ig
	fi

sh
	y

es
te
rd

ay
.

ａ
．

２
－

３
	

ｂ
．

４
－

３
	

ｃ
．

５
－

４
	

ｄ
．

５
－

２

問
２

	
ア

ン
ナ

は
そ

の
写

真
を

見
た

ま
ま

じ
っ

と
立

っ
て

い
た

。

A
nn

a	
st
oo

d	
(	1

.	e
ye

s	
		2

.	o
n	

		3
.	fi

xe
d	

		4
.	s

til
l		

	5
.	w

ith
			

6.	
he

r	
)	t

he
	p

ho
to
.

ａ
．

５
－

１
	

ｂ
．

６
－

３
	

ｃ
．

３
－

１
	

ｄ
．

６
－

２

問
３

	
英

語
を

話
せ

る
の

で
、

彼
は

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

で
成

功
し

た
。

(	1
.	s

pe
ak

			
2.	

ab
ili
ty

			
3.	

En
gl
ish

			
4.	

hi
s	
		5

.	a
llo

w
ed

			
6.	

to
	)	

hi
m
	to

	s
uc

ce
ed

	in
	th

e	
pr

oj
ec

t.

ａ
．

１
－

５
	

ｂ
．

２
－

１
	

ｃ
．

２
－

３
	

ｄ
．

５
－

６

問
４

	
彼

は
そ

の
絵

を
描

く
の

に
三

時
間

か
か

っ
た

。

It
	(	

1.	
pa

in
t		

		2
.	h

ou
rs

			
3.	

th
re

e	
			

4.	
to
ok

			
	5
.	t

o	
			

6.	
hi
m
	)	

th
e	
pi
ct
ur

e.

ａ
．

２
－

３
	

ｂ
．

６
－

２
	

ｃ
．

４
－

１
		

ｄ
．

１
－

５

問
５

	
彼

女
は

雨
が

降
っ

て
い

る
の

に
気

づ
か

ず
、

家
を

出
て

行
っ

た
。

Sh
e	
le
ft	

th
e	
ho

us
e	
(	1

.	t
ha

t		
	2
.	n

ot
ic
in
g	

		3
.	w

as
			

4.	
ra

in
in
g	

		5
.	w

ith
ou

t		
	6
.	i
t	)

.

ａ
．

２
－

６
		

ｂ
．

１
－

２
	

ｃ
．

４
－

５
		

ｄ
．

３
－

６

2
0
2
4
-
s
e
t
0
1
-
ブ

ッ
ク

.
i
n
d
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1	
―

問
９

	
I	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
)	m

y	
ke

ys
.	C

an
	y

ou
	h

el
p	

m
e	
lo
ok

	fo
r	
th

em
?

ａ
．

w
as

	lo
st
	

ｂ
．

lo
se

	
ｃ

．
am

	lo
sin

g	
ｄ

．
ha

ve
	lo

st

問
10

	
M

y	
fa
m
ily

	is
	p

la
nn

in
g	

a	
tr
ip
	to

	E
ur

op
e	
(	

		
		

		
		

		
)	t

he
	s
um

m
er

	h
ol
id
ay

s.

ａ
．

du
rin

g	
ｂ

．
on

	
ｃ

．
sin

ce
	

ｄ
．

w
hi
le

2
0
2
4
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
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国語
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2
0
2
4
年
度

国
語

―
	1

7	
―

商
品

化
す

る
新

た
な

資
本

主
義

の
形

態
で

あ
る

と
い

う
。

そ
し

て
、

こ
の

ポ
ス

ト
産

業
資

本
主

義
と

い
わ

れ
る

事
態

の
喧

噪
の

な
か

に
、

わ
れ

わ
れ

は
、

ふ
た

た
び
Ｇ
ヴ

ェ
ニ

ス
の

商
人

の
影

を
見

い
だ

す
の

で
あ

る
。

　
な

ぜ
な

ら
ば

、
商

品
と

し
て

の
情

報
の

価
値

と
は

、
ま

さ
に

差
異

そ
の

も
の

が
生

み
出

す
価

値
の

こ
と

だ
か

ら
で

あ
る

。
事

実
、

す
べ

て
の

人
間

が
共

有
し

て
い

る
情

報
と

は
、

そ
の

獲
得

の
た

め
に

ど
れ

だ
け

労
力

が
か

か
っ

た
と

し
て

も
、

商
品

と
し

て
は

無
価

値
で

あ
る

。
逆

に
、

あ
る

情
報

が
商

品
と

し
て

高
値

に
売

れ
る

の
は

、
そ

れ
を

利
用

す
る

ひ
と

が
他

の
ひ

と
と

は
異

な
っ

た
こ

と
が

出
来

る
よ

う
に

な
る

か
ら

で
あ

り
、

そ
れ

は
そ

の
情

報
の

開
発

の
た

め
に

ど
れ

ほ
ど

多
く

の
労

働
が

投
入

さ
れ

た
か

に
は

無
関

係
な

の
で

あ
る

。

　
ま

さ
に

、
こ

こ
で

も
差

異
が

価
格

を
創

り
出

し
、

し
た

が
っ

て
、

差
異

が
利

潤
を

生
み

出
す

。
そ

れ
は

、
あ

の
ヴ

ェ
ニ

ス
の

商
人

の
資

本
主

義
と

ま
っ

た
く

同
じ

原
理

に
ほ

か
な

ら
な

い
。

す
な

わ
ち

、
こ

の
ポ

ス
ト

産
業

資
本

主
義

の
な

か
で

も
、

労
働

す
る

主
体

と
し

て
の

人
間

は
、商

品
の

価
値

の
創

造
者

と
し

て
も

、一
国

の
富

の
創

造
者

と
し

て
も

、も
は

や
そ

の
場

所
を

も
っ

て
い

な
い

の
で

あ
る

。

　
い

や
、
さ

ら
に

言
う

な
ら

ば
、
伝

統
的

な
経

済
学

の
Ｈ
独

壇
場

で
あ

る
べ

き
あ

の
産

業
資

本
主

義
社

会
の

な
か

に
お

い
て

も
、

わ
れ

わ
れ

は
、

抹
殺

さ
れ

て
い

た
は

ず
の
Ｊ
ヴ

ェ
ニ

ス
の

商
人

の
巨

大
な

亡
霊

を
発

見
し

う
る

の
で

あ
る

。

　
産

業
資

本
主

義
―

そ
れ

も
、

実
は

、
ひ

と
つ

の
遠

隔
地

貿
易

に
よ

っ
て

成
立

し
て

い
る

経
済

機
構

で
あ

っ
た

の
で

あ
る

。
た

だ
し

、
産

業
資

本
主

義
に

と
っ

て
の

遠
隔

地
と

は
、

海
の

か
な

た
の

異
国

で
は

な
く

、
一

国
の

内
側

に
あ

る
農

村
の

こ
と

な
の

で
あ

る
。

　
産

業
資

本
主

義
の

時
代

、
国

内
の

農
村

に
は

い
ま

だ
に

共
同

体
的

な
Ｋ
ソ

ウ
ゴ

フ
ジ

ョ
の

原
理

に
よ

っ
て

維
持

さ
れ

て
い

る

多
数

の
人

口
が

	
L

	し
て

い
た

。
そ

し
て

、
こ

の
Ｍ
農

村
に

お
け

る
過

剰
人

口
の

存
在

が
、

工
場

労
働

者
の

生
産

性

の
飛

躍
的

な
上

昇
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
彼

ら
が

受
け

取
る

実
質

的
賃

金
の

水
準

を
低

く
抑

え
る

こ
と

に
な

っ
た

の
で

あ
る

。
た

と
え

工
場

労
働

者
の

不
足

に
よ

っ
て

そ
の

実
質

的
賃

金
率

が
上

昇
し

は
じ

め
て

も
、

農
村

か
ら

た
だ

ち
に

人
口

が
都

市
に

流
れ

だ
し

、
そ

こ
で

の
賃

金
率

を
引

き
下

げ
て

し
ま

う
の

で
あ

る
。

　
	

N
	、

都
市

の
産

業
資

本
家

は
、

都
市

に
い

な
が

ら
に

し
て

、
あ

た
か

も
遠

隔
地

貿
易

に
従

事
し

て
い

る
商

業
資

本
家

の
よ

う
に

、
労

働
生

産
性

と
実

質
賃

金
率

と
い

う
二

つ
の

異
な

っ
た

価
値

体
系

の
差

異
を

媒
介

で
き

る
こ

と
に

な
る

。
も

ち
ろ

ん
、

そ
の

あ
い

だ
の

差
異

が
、

利
潤

と
し

て
彼

ら
の

手
元

に
残

る
こ

と
に

な
る

。
こ

れ
が

産
業

資
本

主
義

の
利

潤
創

出
の

秘
密

で
あ

り
、

そ
れ

は
い

か
に

異
質

に
見

え
よ

う
と

も
、

利
潤

は
差

異
か

ら
生

ま
れ

て
く

る
と

い
う

あ
の

ヴ
ェ

ニ
ス

の
商

人
の

資
本

主
義

と
ま

っ
た

く
同

じ
原

理
に

も
と

づ
く

も
の

な
の

で
あ

る
。

　
こ

の
産

業
資

本
主

義
の

利
潤

創
出

機
構

を
支

え
て

き
た

労
働

生
産

性
と

実
質

賃
金

率
と

の
あ

い
だ

の
差

異
は

、
歴

史
的

に
長

ら
く

安
定

し
て

い
た

。
農

村
が

膨
大

な
過

剰
人

口
を

抱
え

て
い

た
か

ら
で

あ
る

。
そ

し
て

、こ
の

差
異

の
歴

史
的

な
安

定
性

が
、

そ
の

背
後

に
「

人
間

」
と

い
う

主
体

の
存

在
を

措
定

し
て

し
ま

う
、
Ｐ
伝

統
的

な
経

済
学

の
「

錯
覚

」	
を

許
し

て
し

ま
っ

た
の

で
あ

る
。

　
か

つ
て

マ
ル

ク
ス

は
、

人
間

と
人

間
と

の
社

会
的

な
関

係
に

よ
っ

て
つ

く
り

だ
さ

れ
る

商
品

の
価

値
が

、
商

品
そ

の
も

の
の

価
値

と
し

て
実

体
化

さ
れ

て
し

ま
う

認
識

論
的

錯
覚

を
、

商
品

の
物

神
化

と
名

付
け

た
。

そ
の

意
味

で
、

差
異

性
と

い
う

抽
象

的
な

関
係

の
背

後
に

リ
カ

ー
ド

や
マ

ル
ク

ス
自

身
が

措
定

し
て

き
た

主
体

と
し

て
の

「
人

間
」

と
は

、
ま

さ
に

物
神

化
、

い
や

人
神

化
の

産
物

に
ほ

か
な

ら
な

い
の

で
あ

る
。

　
差

異
は

差
異

に
す

ぎ
な

い
。

産
業

革
命

か
ら

二
百

五
十

年
、

多
く

の
先

進
資

本
主

義
国

に
お

い
て

、
Ｑ
無

尽
蔵

に
見

え
た

農

村
に

お
け

る
過

剰
人

口
も

と
う

と
う
Ｒ
枯

渇
し

て
し

ま
っ

た
。

実
質

賃
金

率
が

上
昇

し
は

じ
め

、
も

は
や

	
S

	と
の

あ
い

だ
の

差
異

を
媒

介
す

る
産

業
資

本
主

義
の

原
理

に
よ

っ
て

は
、利

潤
を

生
み

だ
す

こ
と

が
困

難
に

な
っ

て
き

た
の

で
あ

る
。

あ
た

え
ら

れ
た

差
異

を
媒

介
す

る
の

で
は

な
く

、
み

ず
か

ら
媒

介
す

べ
き

差
異

を
意

識
的

に
創

り
だ

し
て

い
か

な
け

れ
ば

、
利
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次
の

文
章

を
読

ん
で

、
以

下
の

各
問

に
答

え
な

さ
い

。

　
フ

ロ
イ

ト
(1
) 	に

よ
れ

ば
、

人
間

の
自

己
愛

は
過

去
に

三
度

ほ
ど

大
き

な
痛

手
を

こ
う

む
っ

た
こ

と
が

あ
る

と
い

う
。

一
度

目
は

、
コ

ペ
ル

ニ
ク

ス
の

地
動

説
に

よ
っ

て
地

球
が

天
体

宇
宙

の
中

心
か

ら
追

放
さ

れ
た

と
き

に
、

二
度

目
は

、
ダ

ー
ウ

ィ
ン

の
進

化
論

に
よ

っ
て

人
類

が
動

物
世

界
の

中
心

か
ら

追
放

さ
れ

た
と

き
に

、
そ

し
て

三
度

目
は

、
フ

ロ
イ

ト
自

身
の

無
意

識
の

発
見

に
よ

っ
て

自
己

意
識

が
人

間
の

心
的

世
界

の
中

心
か

ら
追

放
さ

れ
た

と
き

に
。

　
A

	実
は

、
人

間
の

自
己

愛
に

は
、

す
く

な
く

と
も

も
う

ひ
と

つ
、

フ
ロ

イ
ト

が
語

ら
な

か
っ

た
傷

が
秘

め
ら

れ

て
い

る
。

だ
が

、そ
れ

が
ど

の
よ

う
な

傷
で

あ
る

か
を

語
る

た
め

に
は

、こ
こ

で
Ｂ
い

さ
さ

か
回

り
道

を
し

て
、ま

ず
は

「
ヴ

ェ

ニ
ス

の
商

人
」

に
つ

い
て

語
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
ヴ

ェ
ニ

ス
の

商
人
(2
) 	―

―
そ

れ
は

、
人

類
の

歴
史

の
中

で
「

ノ
ア

の
洪

水
(3
)
以

前
」

か
ら

存
在

し
て

い
た

商
業

資
本

主
義

の
Ｃ
体

現
者

の
こ

と
で

あ
る

。
海

を
は

る
か

へ
だ

て
た

中
国

や
イ

ン
ド

や
ペ

ル
シ

ャ
ま

で
航

海
を

し
て

絹
や

コ
シ

ョ
ウ

や
絨じ
ゅ

う
た

ん

毯
を

安
く

買
い

、
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

に
持

ち
か

え
っ

て
高

く
売

り
さ

ば
く

。
遠

隔
地

と
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

と
の

あ
い

だ
に

存
在

す
る

価
格

の
差

異
が

、
莫

大
な

利
潤

と
し

て
か

れ
の

手
元

に
残

る
こ

と
に

な
る

。
す

な
わ

ち
、

ヴ
ェ

ニ
ス

の
商

人
が

体
現

し
て

い
る

商
業

資
本

主
義

と
は

、
地

理
的

に
離

れ
た

ふ
た

つ
の

国
の

あ
い

だ
の

価
格

の
差

異
を

媒
介

し
て

利
潤

を
生

み
出

す
方

法
で

あ
る

。
そ

こ
で

は
、

利
潤

は
差

異
か

ら
生

ま
れ

て
い

る
。

　
だ

が
、

経
済

学
と

い
う

学
問

は
、

ま
さ

に
、

こ
の
Ｄ
ヴ

ェ
ニ

ス
の

商
人

を
抹

殺
す

る
こ

と
か

ら
出

発
し

た
。

　
年

々
の

労
働

こ
そ

、
い

ず
れ

の
国

に
お

い
て

も
、

年
々

の
生

活
の

た
め

に
消

費
さ

れ
る

あ
ら

ゆ
る

必
需

品
と

有
用

な

物
資

を
本

源
的

に
供

給
す

る
基

金
で

あ
り

、
こ

の
必

需
品

と
有

用
な

物
資

は
、

つ
ね

に
国

民
の

労
働

の
直

接
の

生
産

物

で
あ

る
か

、
ま

た
は

そ
れ

と
交

換
に

他
の

国
か

ら
輸

入
し

た
も

の
で

あ
る

。

　『
国

富
論

』
の

冒
頭

に
あ

る
こ

の
ア

ダ
ム

・
ス

ミ
ス

の
言

葉
は

、
一

国
の

富
の

増
大

の
た

め
に

は
外

国
貿

易
か

ら
の

利
潤

を

貨
幣

の
か

た
ち

で
蓄

積
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
す

る
、

重
商

主
義

者
に

対
す

る
挑

戦
状

に
ほ

か
な

ら
な

い
。

ス
ミ

ス
は

、
一

国
の

富
の

真
の

創
造

者
を

、
遠

隔
地

と
の

価
格

の
差

異
を

媒
介

し
て

利
潤

を
か

せ
ぐ

商
業

資
本

的
活

動
に

で
は

な
く

、
Ｅ
勃

興

し
つ

つ
あ

る
産

業
資

本
主

義
の

も
と

で
汗

水
た

ら
し

て
労

働
す

る
人

間
に

見
い

だ
し

た
の

で
あ

る
。

そ
れ

は
、

経
済

学
に

お
け

る
「

人
間

主
義

宣
言

」
で

あ
り

、
こ

れ
以

後
、

経
済

学
は

「
人

間
」

を
中

心
と

し
て

展
開

さ
れ

る
こ

と
に

な
っ

た
。

　
た

と
え

ば
、

リ
カ

ー
ド
（
4
）
や

マ
ル

ク
ス

は
、

ス
ミ

ス
の

こ
の

人
間

主
義

宣
言

を
、

あ
ら

ゆ
る

商
品

の
交

換
価

値
は

そ
の

生

産
に

必
要

な
労

働
量

に
よ

っ
て

規
定

さ
れ

る
と

い
う

労
働

価
値

説
と

し
て

定
式

化
し

た
。

　
実

際
、

リ
カ

ー
ド

や
マ

ル
ク

ス
の

眼
前

で
進

行
し

つ
つ

あ
っ

た
産

業
革

命
は

、
工

場
生

産
に

よ
る

大
量

生
産

を
可

能
に

し
、

一
人

の
労

働
者

が
生

産
し

う
る

商
品

の
価

値
（

労
働

生
産

性
）

は
そ

の
労

働
者

が
み

ず
か

ら
の

生
活

を
維

持
し

て
い

く
の

に
必

要
な

消
費

財
の

価
値

（
実

質
賃

金
率

）
を

大
き

く
上

回
る

よ
う

に
な

っ
た

の
で

あ
る

。
労

働
者

が
生

産
す

る
こ

の
剰

余
価

値
―

そ
れ

が
、

か
れ

ら
が

見
い

だ
し

た
産

業
資

本
主

義
に

お
け

る
利

潤
の

源
泉

な
の

で
あ

っ
た

。
も

ち
ろ

ん
、

こ
の
Ｆ
利

潤
は

産
業

資
本

家
に

よ
っ

て
搾

取
さ

れ
て

し
ま

う
も

の
で

は
あ

る
が

、
リ

カ
ー

ド
や

マ
ル

ク
ス

は
そ

の
源

泉
を

あ
く

ま
で

労
働

す
る

主
体

と
し

て
の

人
間

に
も

と
め

て
い

た
の

で
あ

る
。

　
だ

が
、

産
業

革
命

か
ら

二
百

五
十

年
を

経
た

今
日

、
ポ

ス
ト

産
業

資
本

主
義

の
名

の
も

と
に

、
旧

来
の

産
業

資
本

主
義

の
急

速
な

変
貌

が
伝

え
ら

れ
て

い
る

。
ポ

ス
ト

産
業

資
本

主
義

―
そ

れ
は

、
加

工
食

品
や

繊
維

製
品

や
機

械
製

品
や

化
学

製
品

の
よ

う
な

実
体

的
な

工
業

生
産

物
に

か
わ

っ
て

、
技

術
、

通
信

、
文

化
、

広
告

、
教

育
、

娯
楽

と
い

っ
た

い
わ

ば
情

報
そ

の
も

の
を

2
0
2
4
-
s
e
t
0
1
-
ブ
ッ

ク
.
i
n
d
b
 
 
 
1
6

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



国語

— 50 —

2
0
2
4
年
度

―
	1

9	
―

問
１

	
文

中
の

空
欄

	
A

	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
　

つ
ま

り
は

ｂ
　

し
か

し
な

が
ら

ｃ
　

そ
れ

ゆ
え

ｄ
　

あ
ら

か
た

ｅ
　

だ
か

ら

問
２

	
文

中
の

下
線

部
B
「

い
さ

さ
か

」
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
　

少
し

だ
け

ｂ
　

こ
こ

ろ
も

ち

ｃ
　

わ
ず

か
に

ｄ
　

あ
い

に
く

ｅ
　

い
く

ら
か

問
３

	
文

中
の

下
線

部
C
「

体
現

者
」

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
選

び
、

記
号

で

答
え

な
さ

い
。

ａ
　

あ
る

計
画

を
中

心
と

な
っ

て
推

し
進

め
、

期
待

通
り

に
実

現
す

る
人

ｂ
　

あ
る

社
会

で
の

影
響

力
や

支
配

力
を

実
際

に
も

っ
て

い
る

人

ｃ
　

あ
る

概
念

や
理

念
を

、
自

ら
の

身
を

も
っ

て
現

実
的

・
具

体
的

に
表

現
し

た
人

ｄ
　

あ
る

団
体

の
中

に
お

け
る

権
力

を
独

占
し

、
恣

意
的

に
物

事
を

進
め

る
人

ｅ
　

あ
る

世
界

を
非

日
常

の
世

界
と

つ
な

ぐ
宗

教
的

な
資

質
を

持
っ

た
人

問
４

	
文

中
の

下
線

部
D
「

ヴ
ェ

ニ
ス

の
商

人
を

抹
殺

す
る

こ
と

」
が

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
　

ヴ
ェ

ニ
ス

で
働

く
商

人
を

市
場

か
ら

追
い

出
し

て
し

ま
う

こ
と

ｂ
　

一
国

の
富

の
真

の
創

造
者

を
、

労
働

す
る

人
間

に
見

い
だ

す
こ

と

ｃ
　

遠
隔

地
貿

易
を

す
る

商
人

を
差

別
す

る
こ

と

ｄ
　

ふ
た

つ
の

国
の

あ
い

だ
の

価
格

の
差

異
を

小
さ

く
す

る
こ

と

ｅ
　

経
済

学
と

い
う

学
問

か
ら

商
業

資
本

主
義

を
排

除
す

る
こ

と
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潤
が

生
み

だ
せ

な
く

な
っ

て
き

た
の

で
あ

る
。

そ
の

結
果

が
、

差
異

そ
の

も
の

で
あ

る
情

報
を

商
品

化
し

て
い

く
、

現
在

進
行

中
の

ポ
ス

ト
産

業
資

本
主

義
と

い
う

喧
噪

に
満

ち
た

事
態

に
ほ

か
な

ら
な

い
。

　
差

異
を

媒
介

し
て

利
潤

を
生

み
出

し
て

い
た

ヴ
ェ

ニ
ス

の
商

人
―

あ
の

ヴ
ェ

ニ
ス

の
商

人
の

資
本

主
義

こ
そ

、
ま

さ
に

普
遍

的
な

資
本

主
義

で
あ

っ
た

の
で

あ
る

。そ
し

て
、「

人
間

」は
、こ

の
資

本
主

義
の

歴
史

の
な

か
で

、一
度

と
し

て
そ

の
中

心
に

あ
っ

た
こ

と
は

な
か

っ
た

。

（
注

）

(1
)	

フ
ロ

イ
ト

―
―

オ
ー

ス
ト

リ
ア

の
精

神
医

学
者

（
18

56
〜

19
39

）。
精

神
分

析
学

の
創

始
者

と
し

て
知

ら
れ

る
。

(2
)	
「

ヴ
ェ

ニ
ス

の
商

人
」

―
―

シ
ェ

ー
ク

ス
ピ

ア
の

戯
曲

『
ヴ

ェ
ニ

ス
の

商
人

』
を

ふ
ま

え
て

い
る

。

(3
)	

ノ
ア

の
洪

水
―

―
ノ

ア
と

そ
の

家
族

が
箱

舟
に

乗
り

大
洪

水
の

難
か

ら
の

逃
れ

る
、『

旧
約

聖
書

』
に

記
さ

れ
た

エ
ピ

ソ
ー

ド
。

(4
)	

リ
カ

ー
ド

―
―

ア
ダ

ム
・

ス
ミ

ス
と

並
ぶ

イ
ギ

リ
ス

の
経

済
学

者
（

17
72

〜
18

23
）。

（
岩

井
克

人
「

二
十

一
世

紀
の

資
本

主
義

論
」

筑
摩

書
房

よ
り

。
原

文
の

一
部

を
改

変
し

て
い

る
）
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4
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	2
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―

問
９

	
文

中
の

下
線

部
J「

ヴ
ェ

ニ
ス

の
商

人
の

巨
大

な
亡

霊
」

が
例

え
て

い
る

こ
と

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
　

産
業

資
本

主
義

の
も

と
で

汗
水

た
ら

し
て

労
働

す
る

こ
と

ｂ
　

人
類

の
歴

史
を

通
じ

て
長

く
存

在
を

続
け

る
こ

と

ｃ
　

情
報

の
開

発
の

た
め

に
多

く
の

労
働

を
投

入
す

る
こ

と

ｄ
　

海
を

越
え

て
旅

を
す

る
こ

と
を

天
職

と
す

る
こ

と

ｅ
　

地
理

的
に

離
れ

て
い

る
こ

と
を

利
用

し
て

利
潤

を
生

み
出

す
こ

と

問
10

	
文

中
の

下
線

部
K
「

ソ
ウ

ゴ
フ

ジ
ョ

」
の

「
フ

」
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
　

水
の

中
を

フ
ユ

ウ
す

る

ｂ
　

海
外

に
フ

ニ
ン

す
る

ｃ
　

全
体

を
フ

カ
ン

し
て

み
る

ｄ
　

幼
い

子
供

た
ち

を
フ

ヨ
ウ

す
る

ｅ
　

鉄
道

を
フ

セ
ツ

す
る

問
11

	
文

中
の

空
欄

	
Ｌ

	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
　

流
入

ｂ
　

滞
留

ｃ
　

枯
渇

ｄ
　

流
出

ｅ
　

不
足
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問
５

	
文

中
の

下
線

部
E
「

勃
興

」
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
　

開
幕

ｂ
　

繁
栄

ｃ
　

凋
落

	

ｄ
　

流
行

ｅ
　

有
終

問
６

	
文

中
の

下
線

部
F「

利
潤

は
産

業
資

本
家

に
よ

っ
て

搾
取

さ
れ

て
し

ま
う

」
が

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
　

産
業

資
本

家
と

労
働

者
は

、
お

互
い

に
軽

蔑
し

合
っ

て
い

た
こ

と

ｂ
　

産
業

資
本

家
と

労
働

者
が

、
一

致
団

結
し

て
労

働
の

成
果

を
高

め
て

い
く

こ
と

ｃ
　

労
働

者
が

産
業

資
本

家
に

利
潤

を
献

上
し

、
見

返
り

を
求

め
る

こ
と

ｄ
　

産
業

資
本

家
と

労
働

者
に

は
、

身
分

に
大

き
な

違
い

が
あ

っ
た

こ
と

ｅ
　

産
業

資
本

家
に

よ
っ

て
、

労
働

者
が

作
り

出
し

た
剰

余
価

値
が

不
当

に
奪

わ
れ

て
い

く
こ

と

問
７

	
文

中
の

下
線

部
G
「

ヴ
ェ

ニ
ス

の
商

人
の

影
を

見
い

だ
す

」	
理

由
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
　

情
報

を
創

り
出

す
最

大
の

努
力

に
よ

っ
て

最
大

の
価

値
を

生
み

出
す

こ
と

か
ら

ｂ
　

情
報

を
は

る
か

へ
だ

て
た

遠
隔

地
に

送
る

こ
と

か
ら

ｃ
　

情
報

の
差

異
を

利
用

し
て

利
潤

を
生

み
出

す
者

が
現

れ
る

こ
と

か
ら

ｄ
　

情
報

を
利

用
し

て
価

格
の

差
を

知
る

人
々

が
増

え
る

こ
と

か
ら

ｅ
　

情
報

を
資

本
家

と
労

働
者

が
協

力
し

て
生

み
出

す
こ

と
か

ら

問
８

	
文

中
の

下
線

部
H
「

独
壇

場
」

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
選

び
、

記
号

で

答
え

な
さ

い
。

ａ
　

あ
る

人
が

特
定

の
位

置
を

占
拠

し
て

い
る

場
所

ｂ
　

多
く

の
人

が
見

逃
し

て
い

る
恰

好
の

場
所

ｃ
　

相
対

す
る

勢
力

に
よ

る
闘

争
が

行
わ

れ
て

い
る

場
所

ｄ
　

独
占

的
に

商
品

を
売

る
こ

と
の

で
き

る
場

所

ｅ
　

そ
の

人
が

思
う

ま
ま

に
振

る
舞

う
こ

と
が

で
き

る
場

所
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―

問
15

	
文

中
の

下
線

部
Q
「

無
尽

蔵
」

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

選
び

、
記

号
で

答
え

な
さ

い
。

ａ
　

無
茶

な
こ

と
を

押
し

通
す

こ
と

ｂ
　

あ
ま

す
こ

と
な

く
使

う
こ

と

ｃ
　

い
く

ら
取

っ
て

も
な

く
な

ら
な

い
こ

と

ｄ
　

何
も

存
在

し
て

い
な

い
こ

と

ｅ
　

す
で

に
終

わ
り

が
見

え
て

い
る

こ
と

問
16

	
文

中
の

下
線

部
R
「

枯
渇

」
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
　

堪
能

ｂ
　

栄
誉

ｃ
　

華
美

ｄ
　

潤
沢

ｅ
　

新
鮮

問
17

	
文

中
の

空
欄

	
S

	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
　

労
働

生
産

性
と

遠
隔

地
貿

易

ｂ
　

労
働

生
産

性
と

実
質

賃
金

率

ｃ
　

工
場

労
働

者
の

努
力

と
実

質
賃

金
率

ｄ
　

農
村

に
お

け
る

過
剰

人
口

と
実

質
賃

金
率

ｅ
　

農
村

の
人

口
と

都
市

の
人

口

問
18

	
文

中
で

筆
者

が
述

べ
て

い
る

「
ア

ダ
ム

・
ス

ミ
ス

の
人

間
主

義
宣

言
」

と
は

ど
の

よ
う

な
も

の
か

。
句

読
点

を
含

め

50
字

以
内

で
説

明
し

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
12

	
文

中
の

下
線

部
M
「

農
村

に
お

け
る

過
剰

人
口

の
存

在
」

が
も

た
ら

す
事

態
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
　

農
村

の
人

口
が

過
剰

だ
っ

た
た

め
、

都
市

の
資

本
家

は
少

な
い

人
数

で
利

益
を

分
け

合
う

こ
と

が
で

き
た

ｂ
　

工
場

労
働

者
が

不
足

し
て

も
農

村
か

ら
た

だ
ち

に
人

口
が

都
市

に
流

れ
込

ん
だ

た
め

、
都

市
の

資
本

家
は

賃
金

水
準

を
抑

え
る

こ
と

が
で

き
た

ｃ
　

利
潤

を
よ

り
大

き
く

し
た

い
都

市
の

資
本

家
が

、
工

場
で

働
く

労
働

者
の

人
数

を
出

来
る

だ
け

少
な

く
す

る
よ

う
に

し
た

ｄ
　

都
市

の
資

本
家

は
農

村
に

工
場

を
作

る
こ

と
で

過
剰

な
人

口
を

吸
収

し
て

利
益

を
得

る
こ

と
が

で
き

た

ｅ
　

農
村

の
物

価
が

都
市

と
比

較
し

て
安

か
っ

た
た

め
、

都
市

の
資

本
家

は
賃

金
を

抑
え

る
こ

と
が

で
き

た

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
　

と
は

言
う

も
の

の

ｂ
　

だ
が

ｃ
　

た
と

え
ば

ｄ
　

そ
れ

ゆ
え

ｅ
　

加
え

て

問
14

	文
中

の
下

線
部
P

に
「

伝
統

的
な

経
済

学
の

『
錯

覚
』」

と
あ

る
が

、
そ

れ
は

ど
う

い
う

こ
と

か
。

そ
の

説
明

と
し

て

最
も

適
切

な
も

の
を

下
記

の
選

択
肢

か
ら

選
び

、
記

号
で

答
え

な
さ

い
。

ａ
　

富
の

創
造

者
は

労
働

を
管

理
す

る
主

体
で

あ
る

ｂ
　

価
値

を
定

め
る

主
体

が
富

の
創

造
者

で
あ

る

ｃ
　

価
値

を
生

み
出

す
主

体
は

人
間

で
あ

る

ｄ
　

神
こ

そ
が

大
き

な
余

剰
価

値
を

生
み

出
す

主
体

で
あ

る

ｅ
　

社
会

の
安

定
こ

そ
が

利
益

の
源

泉
で

あ
る
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2
0
2
4
年
度

日
本

史
Ｂ

―
	2

7	
―

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
。
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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
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日本史Ｂ
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2
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
-
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e
t
0
1
-
ブ
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.
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2
0
2
4
年
度

政
治

・
経

済

―
	3

7	
―

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
）	

平
等

原
則

は
近

代
憲

法
の

大
原

則
で

あ
る

が
、し

ば
し

ば
自

由
権

と
対

立
す

る
こ

と
か

ら
、「

法
の

下
の

平
等

」と
は

、
「

不
合

理
な

差
別

」
を

禁
止

し
て

、
結

果
の

平
等

を
考

慮
す

る
趣

旨
（

形
式

的
平

等
）

な
の

か
、

機
械

的
に

あ
ら

ゆ
る

差
別

を
禁

止
し

て
、一

律
に

機
会

の
平

等
を

保
障

す
る

趣
旨
（

実
質

的
平

等
）
な

の
か

議
論

が
あ

る
。

現
代

で
は

、
年

齢
や

性
別

の
差

別
が

あ
っ

て
は

な
ら

な
い

こ
と

か
ら

、
例

え
ば

、
年

少
者

に
限

っ
て

特
定

の
法

律
を

課
す

こ
と

に
つ

い
て

は
一

般
的

に
平

等
原

則
に

反
す

る
と

さ
れ

て
い

る
。

（
い

）
男

女
平

等
を

推
し

進
め

る
べ

く
、

男
女

共
同

参
画

社
会

基
本

法
が

制
定

さ
れ

た
。

こ
れ

は
、

男
女

が
個

人
と

し
て

人
権

が
尊

重
さ

れ
る

こ
と

、
性

別
役

割
分

担
を

反
映

し
た

現
在

の
制

度
や

慣
行

の
中

立
化

、
政

策
の

立
案

や
決

定
を

男
女

が
一

緒
に

お
こ

な
う

こ
と

な
ど

を
基

本
理

念
と

し
て

い
る

。
現

在
は

、
内

閣
府

に
お

か
れ

た
男

女
共

同
参

画
会

議
が

施
策

に
取

り
組

ん
で

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
３

　
下

線
部
C

に
関

連
し

て
、日

本
国

憲
法

の
条

文
と

一
致

す
る

正
し

い
組

合
せ

を
、次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
	

信
教

の
自

由
	

－
	

第
23

条
ｂ

	
集

会
・

結
社

・
言

論
・

出
版

そ
の

他
一

切
の

表
現

の
自

由
	

－
	

第
20

条
ｃ

	
思

想
・

良
心

の
自

由
	

－
	

第
19

条
ｄ

	
学

問
の

自
由

	
－

	
第

21
条

問
４

　
下

線
部
Ｄ

の
経

済
的

自
由

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

国
憲

法
第

29
条

で
は

、
財

産
権

の
不

可
侵

（
私

有
財

産
権

）
を

保
障

し
て

い
る

。
た

だ
、

公
共

の
福

祉
に

よ
る

制
限

が
可

能
で

あ
る

と
規

定
し

、
さ

ら
に

公
園

や
ダ

ム
の

建
設

用
地

を
買

収
す

る
場

合
な

ど
、「

正
当

な
補

償
の

下
に

」
財

産
を

制
限

し
た

り
、

収
用

し
た

り
で

き
る

と
解

釈
さ

れ
て

い
る

。
ｂ

	
日

本
国

憲
法

第
30

条
で

は
、

職
業

選
択

の
自

由
を

保
障

し
て

い
る

。
こ

れ
は

自
分

が
就

く
職

業
を

決
定

す
る

自
由

で
あ

る
が

、
営

業
の

自
由

ま
で

は
含

ま
れ

て
い

な
い

。
ま

た
、

福
祉

国
家

実
現

の
た

め
に

、
政

策
的

制
約

と
呼

ば
れ

る
公

共
の

福
祉

に
よ

る
制

約
が

設
け

ら
れ

て
い

る
。

ｃ
	

日
本

国
憲

法
第

22
条

で
は

、
外

国
へ

の
移

住
・

国
籍

離
脱

の
自

由
が

保
障

さ
れ

て
い

る
。

こ
れ

に
よ

っ
て

、
外

国
旅

行
の

自
由

や
外

国
に

定
住

す
る

自
由

を
含

ん
だ

海
外

渡
航

の
自

由
（

入
国

の
自

由
も

含
む

）
が

保
障

さ
れ

て
い

る
。

国
際

法
で

は
無

国
籍

者
が

認
め

ら
れ

て
い

る
の

で
、

日
本

国
籍

を
放

棄
し

て
も

国
際

法
上

は
違

法
で

は
な

い
点

が
課

題
と

な
っ

て
い

る
。

ｄ
	

日
本

国
憲

法
第

32
条

で
は

、
居

住
・

移
転

の
自

由
が

保
障

さ
れ

て
い

る
。

ど
こ

に
住

む
か

は
そ

の
人

の
選

択
で

も
あ

る
の

で
、

人
身

の
自

由
や

表
現

の
自

由
と

も
密

接
に

関
連

す
る

と
主

張
さ

れ
て

い
る

。
そ

の
こ

と
も

あ
っ

て
、

公
共

の
福

祉
に

よ
る

制
限

は
、

一
般

的
に

は
認

め
ら

れ
て

い
な

い
。
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6	
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Ⅰ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

下
の

問
い

（
問
１

〜
問
５

）
に

答
え

よ
。

　
19

45
年

、
第

二
次

世
界

大
戦

は
、

日
本

の
無

条
件

降
伏

で
日

本
の

敗
戦

に
終

わ
っ

た
。

こ
の

と
き

受
け

入
れ

た
ポ

ツ
ダ

ム
宣

言
の

内
容

に
は

、
帝

国
主

義
の

除
去

や
民

主
主

義
の

復
活

強
化

や
基

本
的

人
権

の
尊

重
な

ど
が

入
っ

て
お

り
、

こ
れ

を
実

現
し

よ
う

と
す

る
と

、
明

治
憲

法
と

矛
盾

す
る

た
め

、
憲

法
改

正
の

必
要

性
が

出
て

き
た

。
　

日
本

国
憲

法
は

、「
Ａ
国

民
主

権
」「

基
本

的
人

権
の

尊
重

」「
平

和
主

義
」

の
三

大
原

則
が

貫
か

れ
て

い
る

。
明

治
憲

法
と

は
異

な
り

、
日

本
国

憲
法

前
文

は
「

主
権

が
国

民
に

存
す

る
こ

と
を

宣
言

し
」、

「
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

し
、

そ
の

権
力

は
国

民
の

代
表

者
が

こ
れ

を
行

使
し

、
そ

の
福

利
は

国
民

が
こ

れ
を

享
受

す
る

」
と

国
民

主
権

を
宣

言
し

て
い

る
。

　
ま

た
、

基
本

的
人

権
は

、
人

間
が

人
間

ら
し

く
尊

厳
を

持
っ

て
生

き
る

た
め

に
な

く
て

は
な

ら
な

い
根

本
的

権
利

で
あ

る
。

憲
法

に
は

「
す

べ
て

の
国

民
は

、
法

の
下

に
平

等
で

あ
つ

て
、

人
種

・
信

条
・

性
別

・
社

会
的

身
分

又
は

門
地

に
よ

り
、

政
治

的
・

経
済

的
ま

た
は

社
会

的
関

係
に

お
い

て
差

別
さ

れ
な

い
」

と
、
Ｂ
平

等
原

則
が

示
さ

れ
て

い
る

。
さ

ら
に

、
特

に
守

る
べ

き
内

容
と

し
て

、
両

性
の

本
質

的
平

等
や

参
政

権
の

平
等

に
つ

い
て

明
文

規
定

が
あ

る
。

ま
た

、
国

家
権

力
の

干
渉

を
排

除
す

る
基

本
的

権
利

と
し

て
自

由
権

が
あ

る
。

こ
れ

は
「

国
家

か
ら

の
自

由
」

と
も

い
わ

れ
て

い
る

。
自

由
権

は
、
Ｃ
精

神
的

自
由

、
人

身
の

自
由

、
Ｄ
経

済
的

自
由

に
分

け
て

議
論

さ
れ

る
こ

と
が

多
い

。
さ

ら
に

、
福

祉
国

家
の

思
想

に
基

づ
き

、
社

会
的

・
経

済
的

弱
者

を
保

護
し

、
実

質
的

平
等

を
実

現
す

る
た

め
に

保
障

さ
れ

て
い

る
権

利
と

し
て

、
Ｅ
社

会
権

が
あ

る
。

そ
の

内
容

は
、

国
家

が
国

民
に

対
し

て
人

間
に

値
す

る
生

活
を

保
障

す
る

も
の

で
あ

り
、

個
人

が
国

家
に

対
し

て
一

定
の

作
為

を
要

求
す

る
権

利
（

国
家

に
よ

る
自

由
）

で
あ

る
。

そ
の

意
味

で
、

国
家

の
不

作
為

を
要

求
す

る
自

由
権

（
国

家
か

ら
の

自
由

）
と

は
性

格
を

異
に

す
る

と
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
	

国
民

主
権

と
参

政
権

に
つ

い
て

は
、

日
本

国
憲

法
に

お
い

て
は

、
議

員
を

通
じ

て
主

権
を

行
使

す
る

議
会

制
度

が
重

視
さ

れ
、

間
接

民
主

主
義

制
（

代
議

制
）

が
採

用
さ

れ
て

お
り

、
直

接
民

主
制

は
全

く
認

め
ら

れ
て

い
な

い
。

ｂ
	

国
民

主
権

と
天

皇
の

地
位

に
つ

い
て

は
、
日

本
国

憲
法

に
お

い
て

は
、
政

治
に

関
与

し
な

い
「

象
徴

と
し

て
の

天
皇

」
と

な
っ

た
。

さ
ら

に
、「

こ
の

地
位

は
、主

権
の

存
す

る
日

本
国

民
の

総
意

に
基

く
」（

第
1
条

）
と

規
定

さ
れ

て
い

る
。

ｃ
	

国
民

主
権

は
、

人
類

普
遍

の
原

理
で

あ
り

、
日

本
国

憲
法

の
前

文
で

も
こ

れ
に

反
す

る
こ

と
は

許
さ

れ
な

い
と

規
定

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

原
理

は
、

ロ
ッ

ク
の

社
会

契
約

説
や

ア
メ

リ
カ

人
権

宣
言

や
フ

ラ
ン

ス
独

立
宣

言
の

流
れ

を
受

け
継

ぐ
も

の
で

あ
る

。
ｄ

	
憲

法
制

定
権

お
よ

び
憲

法
改

正
の

最
終

決
定

権
者

が
国

民
に

あ
る

の
は

国
民

主
権

の
本

質
に

基
づ

く
。

憲
法

の
改

正
に

あ
た

っ
て

は
、国

会
で

の
そ

れ
ぞ

れ
の

議
院

で
総

議
員

の
過

半
数

の
賛

成
で

発
議

さ
れ

た
あ

と
、国

民
投

票
に

よ
っ

て
投

票
者

数
の

3
分

の
2
以

上
の

賛
成

が
必

要
に

な
る

。
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Ⅱ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

下
の

問
い

（
問
６

〜
問
10

）
に

答
え

よ
。

　
一

定
地

域
の

住
民

が
、

そ
の

地
域

の
政

治
問

題
を

自
ら

の
意

見
と

直
接

参
加

に
よ

っ
て

、
自

主
的

に
処

理
し

運
営

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

を
Ｆ
地

方
自

治
と

い
う

。
地

域
社

会
の

政
治

に
住

民
が

直
接

参
加

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
自

分
た

ち
の

政
治

社
会

を
管

理
し

、
統

制
す

る
能

力
を

養
う

こ
と

が
で

き
る

。
ま

た
、

地
方

分
権

化
を

進
め

、
国

民
が

主
権

者
と

し
て

政
治

に
関

与
で

き
る

意
義

は
大

き
い

。
　

地
方

公
共

団
体

の
役

割
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
ま

で
Ｇ
地

方
公

共
団

体
の

事
務

は
、

委
任

事
務

の
中

に
、

団
体

委
任

事
務

と
機

関
委

任
事

務
が

あ
っ

た
。

た
だ

、
機

関
委

任
事

務
に

よ
っ

て
本

来
の

自
治

事
務

が
圧

迫
さ

れ
、

地
方

公
共

団
体

が
国

の
下

請
け

機
関

化
し

て
い

る
と

批
判

さ
れ

て
き

た
。

そ
の

た
め

、
地

方
分

権
一

括
法

で
機

関
委

任
事

務
を

廃
止

し
、

さ
ら

に
事

務
を

法
定

受
託

事
務

と
自

治
事

務
に

再
編

し
た

。
　

地
方

財
政

に
目

を
向

け
る

と
、 Ｈ

歳
入

に
関

し
て

は
、大

き
な

財
源

と
し

て
3
つ

挙
げ

る
こ

と
が

で
き

る
。

そ
れ

は
、地

方
税

、
国

庫
支

出
金

、
地

方
交

付
税

交
付

金
で

あ
る

。
そ

の
他

に
は

、
地

方
譲

与
税

譲
与

金
や

地
方

債
が

あ
る

。
ま

た
、

歳
出

に
関

し
て

は
、

社
会

保
障

費
、

教
育

費
、

土
木

費
の

支
出

が
割

合
と

し
て

多
く

な
っ

て
い

る
。

高
齢

社
会

の
到

来
に

よ
っ

て
地

方
公

共
団

体
の

介
護

負
担

も
増

加
す

る
こ

と
な

ど
を

考
え

る
と

、
今

後
も

一
層

厳
し

い
財

政
状

態
が

続
く

と
考

え
ら

れ
る

。
　

こ
う

し
た

中
、

20
02

年
7
月

の
	

Ｉ
	に

よ
る

「
骨

太
の

方
針

」
で

打
ち

出
さ

れ
た

地
方

分
権

改
革

が
Ｊ「

三
位

一
体

の
改

革
」	

で
あ

っ
た

。
こ

れ
は

、「
地

方
に

で
き

る
こ

と
は

地
方

に
」

と
い

う
理

念
の

下
で

国
の

関
与

を
縮

小
し

、
地

方
の

権
限

や
責

任
を

拡
大

し
て

、
地

方
分

権
を

一
層

推
進

す
る

こ
と

を
目

指
し

た
も

の
で

あ
っ

た
。

具
体

的
に

は
、

国
か

ら
地

方
公

共
団

体
へ

の
補

助
金

の
削

減
、

国
か

ら
地

方
公

共
団

体
へ

の
税

源
の

移
譲

、
地

方
交

付
税

の
見

直
し

の
３

つ
を

同
時

に
実

施
し

よ
う

と
し

た
も

の
で

あ
っ

た
。

こ
の

中
の

税
源

移
譲

と
は

、
納

税
者

（
国

民
）

が
国

へ
納

め
る

税
（

国
税

）
を

減
ら

し
、

都
道

府
県

や
市

町
村

に
納

め
る

税
（

地
方

税
）

を
増

や
す

こ
と

で
、
国

か
ら

地
方

へ
税

源
を

移
す

こ
と

で
あ

る
。

た
だ

、
こ

の
改

革
が

、
利

害
の

異
な

る
自

治
体

間
や

地
方

対
地

方
の

対
立

を
助

長
し

た
の

で
は

、
と

い
っ

た
こ

と
な

ど
、

こ
の

「
三

位
一

体
の

改
革

」
の

課
題

点
も

挙
げ

ら
れ

て
い

る
。

　
今

後
は

、
引

き
続

き
、

地
方

の
自

主
性

や
自

律
性

に
基

づ
い

た
財

政
運

営
が

求
め

ら
れ

つ
つ

、
住

民
も

行
政

に
頼

っ
て

サ
ー

ビ
ス

を
受

け
る

だ
け

と
い

う
一

方
通

行
で

は
な

く
、

地
域

の
こ

と
は

地
域

の
住

民
が

主
体

と
な

っ
て

住
民

ど
う

し
が

互
い

に
連

帯
し

て
自

分
た

ち
で

地
域

社
会

を
よ

く
し

て
い

く
活

動
に

踏
み

出
し

、
自

治
体

・
行

政
と

と
も

に
協

働
体

制
を

構
築

し
て

い
く

こ
と

が
望

ま
れ

る
。
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問
５

　
下

線
部
Ｅ

に
関

連
し

て
、
社

会
権

に
関

す
る

記
述

と
し

て
誤
っ
て
い
る
も
の

を
、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
	

生
存

権
と

は
、

人
が

人
た

る
に

値
す

る
最

低
限

度
の

生
活

を
保

障
さ

れ
る

権
利

を
指

す
。

こ
の

権
利

は
、

健
康

保
険

法
、

生
活

保
護

法
、

児
童

福
祉

法
な

ど
に

よ
っ

て
具

体
化

さ
れ

て
い

る
。

ｂ
	

教
育

を
受

け
る

権
利

は
、

日
本

国
憲

法
第

26
条

で
保

障
さ

れ
て

い
る

。
こ

の
権

利
は

、
生

存
権

の
文

化
的

側
面

で
あ

る
と

同
時

に
、

参
政

権
の

基
礎

で
も

あ
り

、
学

校
教

育
に

と
ど

ま
ら

ず
広

く
社

会
教

育
ま

で
を

含
む

も
の

で
、

生
涯

教
育

の
意

義
は

大
き

く
な

っ
て

い
る

。
ｃ

	
勤

労
の

権
利

を
保

障
す

る
た

め
に

、
職

業
安

定
所

（
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
）

な
ど

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。
国

民
は

勤
労

の
権

利
を

持
つ

と
同

時
に

、
勤

労
の

義
務

を
負

っ
て

い
る

。
こ

の
権

利
を

具
体

化
し

た
も

の
が

労
働

基
準

法
な

ど
で

あ
る

。
ｄ

	
労

働
三

権
は

、
労

使
関

係
に

お
い

て
、

弱
者

で
不

利
な

立
場

に
あ

る
雇

用
主

を
守

る
権

利
を

指
す

。
団

結
権

、
団

体
交

渉
権

、
団

体
行

動
権

の
三

つ
の

権
利

を
保

障
し

て
い

る
。

こ
の

権
利

を
具

体
化

し
た

も
の

が
、

最
低

賃
金

法
、

職
業

安
定

法
、

雇
用

保
険

法
な

ど
で

あ
る

。
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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
）

地
方

税
は

、
都

道
府

県
・

市
町

村
の

経
費

を
ま

か
な

う
た

め
に

、
地

方
公

共
団

体
が

地
域

の
住

民
や

法
人

か
ら

徴
収

す
る

租
税

で
、

都
道

府
県

税
と

市
町

村
税

に
大

別
さ

れ
る

。
地

方
税

は
、

地
方

公
共

団
体

の
自

主
財

源
で

あ
る

。
（
え
）

国
庫

支
出

金
は

、
本

来
、

全
国

一
律

で
行

わ
れ

る
べ

き
住

民
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

で
き

る
よ

う
に

、
財

源
不

足
の

地
方

公
共

団
体

に
国

税
（

所
得

税
・

法
人

税
・

酒
税

・
消

費
税

・
た

ば
こ

税
）

の
一

部
を

地
方

公
共

団
体

に
配

分
す

る
も

の
で

、「
補

助
金

」
と

も
い

わ
れ

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
	

全
国

都
道

府
県

知
事

会
議

ｂ
	

国
家

戦
略

特
別

区
域

諮
問

会
議

ｃ
	

総
務

省
政

策
会

議
ｄ

	
経

済
財

政
諮

問
会

議

問
10

　
下

線
部
Ｊ

に
関

連
し

て
、「

三
位

一
体

の
改

革
」

の
説

明
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
	「

三
位

一
体

の
改

革
」

の
税

源
移

譲
に

よ
っ

て
、

大
都

市
を

抱
え

る
自

治
体

で
は

、
税

収
拡

大
で

財
政

収
支

が
好

転
す

る
一

方
で

、
過

疎
地

を
抱

え
る

自
治

体
で

は
課

税
対

象
と

な
る

人
口

や
企

業
が

少
な

く
歳

入
不

足
に

陥
る

。
ｂ

	「
三

位
一

体
の

改
革

」
の

補
助

金
の

削
減

に
よ

っ
て

、
財

政
の

豊
か

な
地

方
公

共
団

体
で

は
裁

量
権

が
拡

大
す

る
も

の
の

、
財

政
が

厳
し

い
地

方
公

共
団

体
で

は
経

費
負

担
が

増
加

し
て

、
事

業
遂

行
が

困
難

に
な

る
。

ｃ
	「

三
位

一
体

の
改

革
」

の
地

方
交

付
税

の
交

付
額

削
減

に
よ

っ
て

、
人

口
の

多
い

大
都

市
を

抱
え

る
自

治
体

で
は

、
歳

入
不

足
に

陥
っ

て
住

民
に

適
切

な
行

政
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

で
き

な
く

な
る

一
方

で
、

過
疎

地
を

抱
え

る
自

治
体

で
は

交
付

税
依

存
体

質
か

ら
脱

却
し

、
地

方
分

権
を

進
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

ｄ
	「

三
位

一
体

の
改

革
」

の
地

方
交

付
税

の
交

付
額

の
削

減
は

、
東

京
都

の
よ

う
に

、
も

と
も

と
交

付
さ

れ
て

い
な

い
自

治
体

に
は

無
関

係
で

あ
る

が
、

東
京

都
以

外
の

道
府

県
な

ど
は

交
付

額
の

維
持

や
拡

大
を

求
め

て
い

る
。
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問
６

　
下

線
部
F
に

関
連

し
て

、
日

本
の

地
方

自
治

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
	

明
治

時
代

は
、市

町
村

制
や

府
県

制
が

公
布

さ
れ

て
い

た
も

の
の

、明
治

憲
法

の
下

で
は

地
方

自
治

の
規

定
は

な
か

っ
た

。
ま

た
、

知
事

・
市

町
村

長
は

内
務

省
に

よ
っ

て
監

督
さ

れ
て

い
て

、
地

方
議

会
の

権
限

も
限

ら
れ

て
お

り
、

中
央

集
権

的
な

地
方

行
政

で
あ

っ
た

。
ｂ

	
日

本
国

憲
法

で
は

、
地

方
自

治
に

つ
い

て
特

に
1
つ

の
章

は
設

け
て

は
い

な
い

も
の

の
、

第
92

条
で

は
「

地
方

自
治

の
本

旨
」

を
示

し
、

地
方

自
治

を
保

障
し

て
い

る
。

さ
ら

に
、「

地
方

自
治

の
本

旨
」

を
具

体
化

し
た

「
地

方
自

治
法

」
を

、
憲

法
の

翌
年

に
施

行
し

た
。

ｃ
	

日
本

国
憲

法
の

「
地

方
自

治
の

本
旨

」
に

含
ま

れ
る

原
理

の
1
つ

に
「

住
民

自
治

の
原

則
」

が
あ

る
。

こ
れ

は
、

地
方

公
共

団
体

が
中

央
政

府
か

ら
独

立
し

て
、

地
方

行
政

の
運

営
を

自
主

的
に

行
う

こ
と

で
、

中
央

集
権

に
対

す
る

地
方

分
権

を
意

味
し

て
い

る
。

ｄ
	

国
と

地
方

の
仕

事
の

量（
歳

入
ベ

ー
ス

）は
、約

「
４
：
６

」に
も

か
か

わ
ら

ず
、国

と
地

方
の

税
金

の
割

合
は

、約
「

５
：

５
」

と
な

っ
て

い
る

。
地

方
は

収
入

分
以

上
の

仕
事

を
し

て
い

て
、

国
か

ら
お

金
を

補
助

し
て

も
ら

わ
な

け
れ

ば
地

方
は

十
分

な
仕

事
が

で
き

な
い

仕
組

み
に

な
っ

て
い

る
。

問
７

　
下

線
部
Ｇ

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
	

従
来

の
委

任
事

務
の

中
の

機
関

委
任

事
務

と
は

、法
律

や
政

令
で

地
方

公
共

団
体

の
仕

事
と

さ
れ

る
も

の
で

あ
っ

た
。

こ
れ

に
は

、
保

健
所

の
設

置
管

理
や

感
染

症
な

ど
の

衛
生

事
業

や
失

業
対

策
な

ど
が

含
ま

れ
て

い
た

。
ｂ

	
自

治
事

務
と

は
、

自
治

体
の

判
断

で
仕

事
が

で
き

る
事

務
で

あ
る

。
例

え
ば

、
都

市
計

画
の

決
定

、
飲

食
店

営
業

の
許

可
、

国
勢

調
査

な
ど

国
の

統
計

、
産

廃
処

分
場

の
設

置
許

可
、

生
活

保
護

の
決

定
な

ど
が

あ
る

。
ｃ

	
法

定
受

託
事

務
と

は
、

国
が

本
来

果
た

す
べ

き
役

割
に

か
か

わ
る

も
の

で
あ

っ
て

、
国

に
お

い
て

そ
の

適
正

な
処

理
を

特
に

確
保

す
る

必
要

が
あ

る
も

の
と

し
て

、
法

律
ま

た
は

こ
れ

に
基

づ
く

政
令

に
特

に
定

め
た

も
の

で
あ

る
。

国
政

選
挙

や
国

道
の

管
理

な
ど

が
含

ま
れ

て
い

る
。

ｄ
	

地
方

議
会

の
役

割
と

し
て

は
、

条
例

の
制

定
・

改
廃

、
予

算
・

地
方

税
・

使
用

料
な

ど
の

決
定

、
首

長
の

不
信

任
の

決
議

な
ど

の
ほ

か
、

地
方

税
の

賦
課

徴
収

、
予

算
の

調
整

・
執

行
、

戸
籍

・
外

国
人

登
録

な
ど

の
事

務
と

い
っ

た
、

幅
広

い
こ

と
が

含
ま

れ
て

い
る

。
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問
12

　
下

線
部
Ｌ

に
関

連
し

て
、

景
気

循
環

の
周

期
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
	

ク
ズ

ネ
ッ

ツ
の

波
を

提
唱

し
た

の
は

、
ア

メ
リ

カ
の

経
済

学
者

の
ク

ズ
ネ

ッ
ツ

で
あ

る
。

周
期

は
約

4
年

で
、

主
に

企
業

の
在

庫
投

資
の

循
環

に
起

因
し

、
在

庫
循

環
と

も
い

う
。

適
正

在
庫

と
現

実
の

在
庫

と
の

ギ
ャ

ッ
プ

な
ど

か
ら

生
じ

る
と

さ
れ

る
。

ｂ
	

ジ
ュ

グ
ラ

ー
の

波
を

提
唱

し
た

の
は

、
フ

ラ
ン

ス
の

経
済

学
者

の
ジ

ュ
グ

ラ
ー

で
あ

る
。

周
期

は
約

15
年

で
、

主
に

建
設

投
資

の
動

き
に

対
応

し
た

も
の

で
、

建
築

循
環

と
も

呼
ば

れ
る

。
人

口
増

と
住

宅
建

設
の

速
度

と
の

差
な

ど
に

よ
っ

て
生

じ
る

と
さ

れ
る

。
ｃ

	
キ

チ
ン

の
波

を
提

唱
し

た
の

は
、

ア
メ

リ
カ

の
経

済
学

者
の

キ
チ

ン
で

あ
る

。
周

期
は

約
10

年
で

、
設

備
投

資
循

環
と

も
呼

ば
れ

る
。

景
気

循
環

の
最

も
基

本
的

な
型

で
、「

主
循

環
」

あ
る

い
は

「
中

期
波

動
」

な
ど

と
も

呼
ば

れ
、

設
備

投
資

の
変

動
に

と
も

な
っ

て
雇

用
や

物
価

が
変

化
し

て
生

じ
る

と
さ

れ
る

。
ｄ

	
コ

ン
ド

ラ
チ

ェ
フ

の
波

を
提

唱
し

た
の

は
、ソ

連
の

経
済

学
者

の
コ

ン
ド

ラ
チ

ェ
フ

で
あ

る
。周

期
が

約
50

年
で「

長
期

波
動

」
と

も
呼

ば
れ

る
。

技
術

革
新

を
契

機
と

す
る

も
の

で
、

生
産

技
術

の
変

化
と

新
商

品
の

開
発

や
新

市
場

の
開

拓
な

ど
に

関
係

し
て

い
る

と
さ

れ
る

。

問
13

　
下

線
部
Ｍ

に
関

連
し

て
、

イ
ン

フ
レ

に
関

す
る

記
述

と
し

て
誤
っ
て
い
る
も
の

を
、

次
の

選
択

肢
の

う
ち

か
ら

一
つ

選
べ

。

ａ
	

好
況

な
ど

で
需

要
が

高
ま

り
、

供
給

（
生

産
）

が
追

い
つ

か
ず

に
、

品
不

足
の

た
め

に
起

き
る

イ
ン

フ
レ

を
需

要
イ

ン
フ

レ
（

デ
ィ

マ
ン

ド
・

プ
ル

・
イ

ン
フ

レ
）

と
い

う
。

需
要

イ
ン

フ
レ

の
原

因
と

し
て

は
、

海
外

か
ら

の
輸

入
品

の
値

上
が

り
が

価
格

に
転

嫁
さ

れ
て

生
産

物
の

売
買

が
停

滞
す

る
こ

と
が

挙
げ

ら
れ

る
。

こ
う

し
た

イ
ン

フ
レ

は
、

輸
入

イ
ン

フ
レ

と
も

呼
ば

れ
る

。
ｂ

	
賃

金
や

原
材

料
費

な
ど

の
生

産
コ

ス
ト

の
上

昇
が

原
因

で
起

き
る

価
格

上
昇

を
費

用
イ

ン
フ

レ
（

コ
ス

ト
・

プ
ッ

シ
ュ

・
イ

ン
フ

レ
）

と
い

う
。

高
生

産
性

部
門

（
例

え
ば

、
大

企
業

な
ど

）
の

賃
金

上
昇

に
引

き
ず

ら
れ

て
低

生
産

性
部

門
（

例
え

ば
、

中
小

企
業

な
ど

）
が

無
理

に
賃

金
上

昇
を

お
こ

な
い

、
そ

の
分

を
価

格
に

転
嫁

し
て

起
き

る
イ

ン
フ

レ
も

こ
れ

に
あ

て
は

ま
る

と
さ

れ
る

。
ｃ

	
ス

タ
グ

フ
レ

ー
シ

ョ
ン

と
は

、
ス

タ
グ

ネ
ー

シ
ョ

ン
（

景
気

停
滞

）
と

イ
ン

フ
レ

ー
シ

ョ
ン

（
物

価
上

昇
）

の
合

成
語

で
あ

る
。

景
気

は
よ

く
な

い
た

め
、

失
業

率
も

高
い

。
ケ

イ
ン

ズ
理

論
に

よ
れ

ば
、

一
般

的
に

は
イ

ン
フ

レ
気

味
の

方
が

、
モ

ノ
が

売
れ

て
景

気
が

よ
い

と
さ

れ
る

。
と

こ
ろ

が
、

第
一

次
石

油
シ

ョ
ッ

ク
以

降
、

不
況

局
面

な
の

に
物

価
上

昇
が

続
き

、
こ

の
ス

タ
グ

フ
レ

ー
シ

ョ
ン

と
い

う
現

象
に

先
進

各
国

は
苦

し
め

ら
れ

た
。

ｄ
	

イ
ン

フ
レ

は
、

速
度

に
よ

っ
て

分
類

す
る

と
、

ク
リ

ー
ピ

ン
グ

イ
ン

フ
レ

（
し

の
び

よ
る

イ
ン

フ
レ

）、
ギ

ャ
ロ

ッ
プ

イ
ン

フ
レ

（
駆

け
足

イ
ン

フ
レ

）、
ハ

イ
パ

ー
イ

ン
フ

レ
（

超
イ

ン
フ

レ
）

の
3
つ

に
分

類
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

う
ち

、
ハ

イ
パ

ー
イ

ン
フ

レ
は

、
年

率
数

十
％

以
上

の
イ

ン
フ

レ
で

、
例

と
し

て
は

、
第

一
次

世
界

大
戦

後
の

ド
イ

ツ
や

第
二

次
世

界
大

戦
後

の
日

本
な

ど
が

挙
げ

ら
れ

る
。
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Ⅲ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

下
の

問
い

（
問
11

〜
問
15

）
に

答
え

よ
。

　
一

国
の

経
済

規
模

の
量

的
拡

大
を

経
済

成
長

と
い

う
。

あ
る

国
の

経
済

成
長

を
考

え
る

と
き

、
あ

る
い

は
各

国
の

経
済

力
を

比
較

す
る

と
き

、
そ

の
国

の
経

済
規

模
を

は
か

る
「

物
差

し
」

が
必

要
に

な
る

。
そ

う
し

た
「

物
差

し
」

に
は

様
々

な
も

の
が

あ
る

。
例

え
ば

、
Ｋ
先

進
国

で
は

国
民

所
得

で
表

示
す

る
こ

と
が

多
い

が
、

発
展

途
上

国
で

は
国

民
総

生
産

で
表

示
す

る
こ

と

が
多

い
。	

通
常

は
、

Ｇ
Ｄ

Ｐ
（

国
内

総
生

産
）

の
増

加
・

減
少

（
経

済
成

長
率

）
で

表
し

、
名

目
経

済
成

長
率

と
実

質
経

済
成

長
率

に
分

け
ら

れ
る

。
ま

た
、

資
本

主
義

経
済

下
で

は
、

好
景

気
と

不
景

気
が

く
り

返
さ

れ
、

景
気

変
動

と
呼

ば
れ

る
。

そ
の

原
因

は
、

短
期

的
に

は
資

本
主

義
経

済
下

の
無

計
画

な
生

産
に

よ
る

「
生

産
と

需
要

」
の

ア
ン

バ
ラ

ン
ス

、
長

期
的

に
は

民
間

設
備

投
資

の
動

向
、

労
働

力
人

口
の

推
移

、
技

術
革

新
な

ど
が

考
え

ら
れ

て
い

る
。

　
ま

た
、

経
済

活
動

は
、

活
発

に
お

こ
な

わ
れ

る
と

き
も

あ
れ

ば
、

活
動

が
停

滞
す

る
と

き
も

あ
る

。
こ

の
よ

う
な

経
済

活
動

全
体

の
動

き
を

景
気

と
い

う
。

景
気

は
波

の
よ

う
に

循
環

し
て

動
き

、
一

定
の

周
期

（
サ

イ
ク

ル
）

を
も

っ
て

、
景

気
が

よ
く

な
っ

た
り

、
悪

く
な

っ
た

り
す

る
Ｌ
景

気
循

環
が

確
認

さ
れ

て
い

る
。

　
経

済
活

動
の

動
き

と
と

も
に

、
物

価
の

動
き

も
重

要
で

あ
る

。「
モ

ノ
」

の
価

格
は

日
々

変
動

す
る

の
で

、
そ

れ
ら

を
平

均

し
て

全
体

と
し

て
と

ら
え

た
も

の
を

物
価

と
呼

ぶ
。

物
価

が
継

続
的

に
上

昇
す

る
現

象
を
Ｍ
イ

ン
フ

レ
ー

シ
ョ

ン
（

イ
ン

フ
レ

）

と
い

う
。

そ
れ

に
対

し
て

、
物

価
が

継
続

的
に

下
落

す
る

現
象

を
デ

フ
レ

ー
シ

ョ
ン

（
デ

フ
レ

）
と

い
う

。
Ｎ
過

度
な

イ
ン

フ

レ
や

デ
フ

レ
は

経
済

を
混

乱
さ

せ
る

た
め

、
望

ま
し

く
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

　
日

本
で

は
、

19
90

年
に

株
価

が
急

落
し

、
19

91
年

に
は

地
価

が
下

落
を

始
め

て
、

バ
ブ

ル
経

済
が

崩
壊

し
た

。
19

90
年

代

の
日

本
経

済
の

低
迷

を
指

す
言

葉
と

し
て

「
失

わ
れ

た
10

年
」

と
称

さ
れ

た
。

そ
の

後
、

景
気

を
回

復
す

る
た

め
に

、
政

府
・

中
央

銀
行

は
、
Ｏ
さ

ま
ざ

ま
な

政
策

を
う

つ
こ

と
で

、
景

気
回

復
を

は
か

ろ
う

と
し

た
。

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
	

1
年

間
に

、
国

民
全

体
と

し
て

、
新

た
に

生
産

し
た

財
や

サ
ー

ビ
ス

の
合

計
を

Ｇ
Ｄ

Ｐ
（

国
内

総
生

産
）

と
い

い
、

総
務

省
統

計
局

が
四

半
期

ご
と

に
発

表
し

て
い

る
。

日
本

の
名

目
Ｇ

Ｄ
Ｐ

は
、

ア
メ

リ
カ

に
次

い
で

2
番

目
の

大
き

さ
と

な
っ

て
い

る
。

ｂ
	

国
全

体
の

総
売

上
額

（
総

生
産

額
）

か
ら

中
間

生
産

物
を

引
い

た
も

の
を

国
民

所
得

と
い

う
。

さ
ら

に
、

国
民

所
得

か
ら

間
接

税
を

引
い

て
、

補
助

金
を

足
し

た
も

の
を

国
民

総
生

産
と

い
う

。
こ

の
数

値
を

見
る

こ
と

で
、

ど
の

産
業

で
ど

れ
だ

け
の

生
産

が
お

こ
な

わ
れ

た
の

か
を

知
る

こ
と

が
で

き
る

。
ｃ

	
生

産
さ

れ
た

所
得

が
、

だ
れ

の
手

に
ど

の
よ

う
に

分
配

さ
れ

た
か

を
示

す
国

民
所

得
を

分
配

国
民

所
得

と
い

う
。

分
配

国
民

所
得

は
、
雇

用
者

所
得

、
財

産
所

得
、
企

業
所

得
か

ら
な

る
。

こ
の

中
で

最
も

大
き

い
の

は
、
企

業
所

得
で

、
分

配
国

民
所

得
の

約
70

％
を

占
め

て
い

る
。

ｄ
	

名
目

Ｇ
Ｄ

Ｐ
（

国
内

総
生

産
）

は
、Ｇ

Ｄ
Ｐ

を
そ

の
時

々
の

市
場

価
格

で
計

算
し

た
も

の
を

い
い

、実
質

Ｇ
Ｄ

Ｐ
（

国
内

総
生

産
）

と
は

、
Ｇ

Ｄ
Ｐ

を
そ

の
年

の
物

価
上

昇
分

を
除

い
て

計
算

し
た

も
の

を
い

う
。

イ
ン

フ
レ

の
と

き
は

、
名

目
Ｇ

Ｄ
Ｐ

の
伸

び
率

は
実

質
Ｇ

Ｄ
Ｐ

の
伸

び
率

よ
り

も
大

き
く

な
る

。
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Ⅳ
　

次
の

文
章

を
読

み
、

下
の

問
い

（
問
16

〜
問
20

）
に

答
え

よ
。

　
国

民
経

済
を

単
位

と
し

て
国

家
間

で
お

こ
な

わ
れ

る
経

済
を

国
際

経
済

と
い

う
。

ま
た

、
各

国
が

そ
れ

ぞ
れ

有
利

な
商

品
に

生
産

を
特

化
し

、
貿

易
を

通
じ

て
そ

の
交

換
を

お
こ

な
う

こ
と

を
国

際
分

業
と

い
う

。
ど

の
国

も
す

べ
て

の
商

品
を

自
国

で
生

産
す

る
の

で
は

な
く

、
Ｐ
比

較
優

位
に

あ
る

商
品

の
生

産
に

特
化

し
、

そ
の

製
品

を
輸

出
す

る
。

逆
に

、
自

国
内

生
産

が
割

高

な
製

品
を

輸
入

す
る

と
、
資

源
は

最
適

配
分

さ
れ

る
。

今
日

で
は

、
商

品
貿

易
だ

け
で

は
な

く
、
サ

ー
ビ

ス
貿

易
や

直
接

投
資

、

技
術

移
転

も
含

め
て

、
Ｑ
多

様
な

国
際

分
業

が
お

こ
な

わ
れ

て
、

貿
易

が
活

発
に

な
っ

て
い

る
。

　
そ

う
し

た
中

で
、

日
本

の
貿

易
を

振
り

返
る

と
、

ま
ず

、
19

60
年

代
前

半
ま

で
の

高
度

経
済

成
長

期
の

第
一

期
（

19
55

〜

19
65

年
）

は
、

内
需

主
導

型
で

あ
り

、
外

国
か

ら
原

材
料

を
輸

入
し

、
製

品
化

し
て

国
内

で
消

費
す

る
た

め
、

基
本

的
に

は

貿
易

収
支

は
マ

イ
ナ

ス
で

あ
り

、
貿

易
摩

擦
問

題
は

起
き

な
か

っ
た

。

　
次

に
、1

96
5年

か
ら

19
70

年
代

前
半

で
は

、日
本

経
済

は
外

需
主

導
に

転
じ

た
。
日

本
の

経
常（

貿
易

）収
支

の
大

幅
黒

字
と

、

主
な

貿
易

相
手

国
で

あ
る

ア
メ

リ
カ

の
大

幅
赤

字
が

続
い

た
。

こ
の

時
期

の
ア

メ
リ

カ
の

大
幅

赤
字

基
調

の
原

因
は

、
根

本
的

に
は

ア
メ

リ
カ

経
済

の
競

争
力

の
低

下
と

消
費

拡
大

が
原

因
で

あ
っ

た
。

　
ま

た
、

19
70

年
代

後
半

か
ら

19
85

年
ま

で
に

つ
い

て
は

、
2
度

の
石

油
シ

ョ
ッ

ク
に

よ
り

、
景

気
が

低
迷

し
た

日
本

は
内

需
が

伸
び

悩
み

、
さ

ら
に

輸
出

を
増

加
さ

せ
た

。
そ

の
輸

出
攻

勢
は

、「
集

中
豪

雨
的

」
と

ま
で

い
わ

れ
、

対
米

・
対

欧
州

諸

国
と

の
間

で
深

刻
な
Ｒ
貿

易
摩

擦
問

題
が

生
じ

た
。

　
さ

ら
に

、
そ

の
後

、
ア

メ
リ

カ
の

貿
易

赤
字

を
縮

小
す

る
ね

ら
い

か
ら

、
19

85
年

に
	

Ｓ
	が

成
立

し
た

。
こ

れ
は

、

5
カ

国
（

ア
メ

リ
カ

、
イ

ギ
リ

ス
、

フ
ラ

ン
ス

、
西

ド
イ

ツ
、

日
本

）
が

、
過

度
の

ド
ル

高
を

是
正

す
る

た
め

に
協

調
介

入
し

た
も

の
で

あ
る

。
こ

の
結

果
、

急
激

に
円

高
ド

ル
安

が
進

行
し

た
が

、
日

本
の

輸
出

は
衰

え
な

か
っ

た
。

日
本

は
、

巨
額

の
対

米
貿

易
黒

字
分

を
ア

メ
リ

カ
に

投
資

し
、

日
本

は
世

界
最

大
の

債
権

国
に

な
っ

た
。

一
方

、
ア

メ
リ

カ
は

世
界

最
大

の
債

務
国

と
な

っ
て

い
る

。

　
海

外
に

対
す

る
輸

出
が

増
加

す
る

と
、

国
際

収
支

の
中

の
貿

易
収

支
の

項
目

が
黒

字
化

す
る

。
Ｔ
国

際
収

支
と

は
、

外
国

と

の
あ

ら
ゆ

る
経

済
取

引
に

お
け

る
、

１
年

間
の

支
払

い
と

受
け

取
り

を
集

計
し

た
も

の
で

あ
る

。
こ

の
中

で
、

商
品

の
輸

出
と

輸
入

に
と

も
な

う
お

金
の

受
け

払
い

の
こ

と
を

貿
易

収
支

と
い

う
。

国
際

収
支

を
整

理
し

た
も

の
が

国
際

収
支

表
で

あ
る

。
こ

の
表

か
ら

各
国

の
貿

易
や

資
本

移
転

の
特

徴
を

読
み

取
る

こ
と

が
で

き
る

。
19

93
年

に
、

経
済

の
国

際
化

・
サ

ー
ビ

ス
化

に

対
応

す
る

た
め

に
新

し
い

国
際

収
支

統
計

が
公

表
さ

れ
、

19
96

年
に

日
本

も
新

統
計

方
式

へ
と

移
行

し
た

。

問
16

　
下

線
部
Ｐ

に
関

連
し

て
、

国
際

分
業

が
双

方
に

利
益

を
も

た
ら

す
こ

と
を

理
論

づ
け

、
自

由
貿

易
を

主
張

し
た

イ
ギ

リ
ス

の
経

済
学

者
と

し
て

、
最

も
適

当
な

人
名

を
、

次
の

選
択

肢
の

う
ち

か
ら

一
つ

選
べ

。

ａ
	

ケ
イ

ン
ズ

ｂ
	

カ
ン

ト
ｃ

	
リ

ス
ト

ｄ
	

リ
カ

ー
ド
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問
14

　
下

線
部
N

に
関

連
し

て
、

イ
ン

フ
レ

の
影

響
に

関
す

る
記

述
と

し
て
誤
っ
て
い
る
も
の

を
、

次
の

選
択

肢
の

う
ち

か
ら

一
つ

選
べ

。

ａ
	

イ
ン

フ
レ

に
よ

っ
て

、
イ

ン
フ

レ
マ

イ
ン

ド
を

さ
ら

に
高

め
る

と
い

う
こ

と
が

あ
る

。
こ

れ
は

、
人

々
が

物
価

の
上

昇
を

予
想

し
て

、
貨

幣
価

値
が

下
落

し
な

い
う

ち
に

土
地

や
財

貨
を

買
い

急
ぐ

心
理

が
働

き
、

イ
ン

フ
レ

を
加

速
さ

せ
る

と
い

う
も

の
で

あ
る

。
例

え
ば

、
19

80
年

代
の

日
本

の
バ

ブ
ル

期
は

、
値

上
が

り
前

に
買

お
う

と
借

金
ま

で
し

て
土

地
や

株
を

購
入

し
た

人
々

が
多

か
っ

た
。

ｂ
	

イ
ン

フ
レ

に
よ

っ
て

、
貨

幣
価

値
が

低
下

し
て

、
イ

ン
フ

レ
に

強
い

土
地

・
株

式
と

い
っ

た
資

産
の

所
有

者
の

利
益

が
目

減
り

せ
ず

、
増

大
す

る
。

そ
の

た
め

、
収

入
源

や
資

産
に

よ
る

イ
ン

フ
レ

の
影

響
の

差
が

、「
持

つ
者

」
と

「
持

た
ざ

る
者

」
に

出
て

、
社

会
的

不
平

等
が

拡
大

す
る

。
ｃ

	
イ

ン
フ

レ
に

よ
っ

て
、

債
権

者
に

と
っ

て
利

益
が

生
じ

る
と

い
う

こ
と

が
あ

る
。

イ
ン

フ
レ

に
よ

っ
て

、
家

計
や

企
業

の
借

入
金

の
返

済
負

担
が

実
質

的
に

増
加

す
る

こ
と

か
ら

、
債

権
者

に
と

っ
て

は
実

質
的

な
収

入
の

増
加

に
つ

な
が

り
、

債
権

者
に

と
っ

て
は

イ
ン

フ
レ

が
一

般
的

に
有

利
に

な
る

。
ｄ

	
イ

ン
フ

レ
に

よ
っ

て
貨

幣
価

値
が

低
下

す
る

こ
と

で
、

年
金

や
利

子
な

ど
定

額
の

貨
幣

収
入

に
頼

っ
て

生
活

し
て

い
る

人
々

の
生

活
を

圧
迫

す
る

。
例

え
ば

、
池

田
勇

人
内

閣
の

「
国

民
所

得
倍

増
計

画
」

で
は

、
確

か
に

名
目

国
民

所
得

は
「

２
倍

」
に

な
っ

た
が

、
物

価
も

「
２

倍
」

以
上

に
な

っ
た

の
で

、
実

質
的

な
生

活
（

実
質

国
民

所
得

）
は

あ
ま

り
変

わ
ら

な
か

っ
た

と
い

う
指

摘
も

あ
る

。

問
15

　
下

線
部
O

に
関

連
し

て
、

一
般

的
に

景
気

を
拡

大
す

る
政

策
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
	

買
い

オ
ペ

レ
ー

シ
ョ

ン
ｂ

	
売

り
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

ｃ
	

政
策

金
利

の
引

き
上

げ
ｄ

	
政

府
支

出
の

削
減
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問
20

　
下

線
部
Ｔ

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
	

第
一

次
所

得
収

支
は

、
雇

用
者

報
酬

や
利

子
・

配
当

な
ど

の
投

資
収

益
の

収
支

で
あ

る
。

20
05

年
以

来
、

日
本

の
第

一
次

所
得

収
支

は
貿

易
・

サ
ー

ビ
ス

収
支

を
上

回
る

よ
う

に
な

っ
て

お
り

、
日

本
が

貿
易

立
国

か
ら

金
融

立
国

に
変

化
し

た
こ

と
が

わ
か

る
。

ｂ
　

国
際

機
関

へ
の

拠
出

金
、

食
料

、
医

薬
品

な
ど

に
か

か
わ

る
無

償
・

有
償

を
問

わ
ず

、
資

金
援

助
な

ど
の

収
支

を
資

本
移

転
等

収
支

と
い

う
。

こ
れ

は
、

居
住

者
と

非
居

住
者

と
の

間
の

資
産

の
提

供
に

か
か

る
収

支
を

示
し

、
官

民
の

無
償

・
有

償
資

金
協

力
、

送
金

、
寄

付
、

贈
与

の
受

け
払

い
な

ど
が

含
ま

れ
て

い
る

。
ｃ

	
資

本
形

成
の

た
め

に
お

こ
な

う
、

無
償

・
有

償
を

問
わ

な
い

資
金

な
ど

の
資

本
移

転
を

第
二

次
所

得
収

支
と

い
う

。
例

え
ば

、
橋

や
ダ

ム
な

ど
の

無
償

・
有

償
援

助
な

ど
の

固
定

資
産

の
提

供
な

ど
が

含
ま

れ
て

い
る

。
ｄ

	
資

本
移

転
等

収
支

、
直

接
投

資
、

証
券

投
資

、
そ

の
他

投
資

及
び

外
貨

準
備

な
ど

の
合

計
を

金
融

収
支

と
い

う
。

外
国

へ
投

資
し

た
り

し
て

い
る

お
金

よ
り

も
、
外

国
か

ら
入

っ
て

く
る

お
金

が
多

け
れ

ば
、
こ

の
収

支
は

黒
字

に
な

る
。

Ⅴ
　

以
下

の
問

い
に

つ
い

て
、

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

　
財

政
の

機
能

に
つ

い
て

、
20

0
字

程
度

で
説

明
し

な
さ

い
。
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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

） 
先

進
工

業
国

が
高

度
な

工
業

製
品

を
生

産
し

、
発

展
途

上
国

が
原

材
料

な
ど

の
第

一
次

産
品

や
労

働
集

約
的

な
工

業
製

品
に

特
化

す
る

分
業

を
水

平
的

分
業

と
い

う
。

現
在

、
水

平
的

分
業

に
と

も
な

う
貿

易
は

、
世

界
貿

易
の

約
90

％
を

占
め

て
い

る
。

（
か

） 
民

間
が

お
こ

な
う

貿
易

に
対

し
て

、国
家

が
保

護
も

干
渉

も
加

え
な

い
貿

易
を

自
由

貿
易

と
い

う
。そ

れ
に

対
し

て
、

国
内

産
業

を
保

護
・

育
成

す
る

た
め

、
民

間
の

貿
易

活
動

に
対

し
て

国
家

が
干

渉
す

る
貿

易
を

保
護

貿
易

と
い

う
。

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

問
18

　
下

線
部

Ｒ
に

関
連

し
て

、
19

70
年

代
と

19
80

年
代

の
日

米
貿

易
摩

擦
に

関
し

て
正

し
い

組
合

せ
を

、
次

の
選

択
肢

の
う

ち
か

ら
一

つ
選

べ
。

ａ
	

19
70

年
代

	　
－

　
カ

ラ
ー

テ
レ

ビ
ｂ

	
19

70
年

代
	　

－
　

半
導

体
ｃ

	
19

80
年

代
	　

－
　

鉄
鋼

ｄ
	

19
80

年
代

　
－

　
繊

維
製

品

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
	

ス
ミ

ソ
ニ

ア
ン

協
定

ｂ
	

プ
ラ

ザ
合

意
ｃ

	
キ

ン
グ

ス
ト

ン
体

制
ｄ

	
ル

ー
ブ

ル
合

意
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2
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4
年
度

数
学

―
	5

1	
―

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

放
物

線
y
 =

	x
2
－

x
を

C
と

す
る

。
C

上
の

点
（

0,	
0）

と
点

（
2,	

2）
に

お
け

る
接

線
を

そ
れ

ぞ
れ

l 、
m

と
す

る
。

こ
の

と
き

、
次

の
問

い
に

答
え

よ
。

（
１

）　
接

線
l
と

接
線

m
の

方
程

式
を

求
め

な
さ

い
。

解
答

に
あ

た
っ

て
は

、
計

算
過

程
も

記
述

す
る

こ
と

。

（
２

）　
放

物
線

C
、

接
線

l 、
接

線
m

で
囲

ま
れ

た
面

積
を

求
め

な
さ

い
。

解
答

に
あ

た
っ

て
は

、
計

算
過

程
も

記
述

す
る

こ
と

。

問
４

１
個

の
さ

い
こ

ろ
を

繰
り

返
し

３
回

投
げ

る
と

す
る

。
こ

の
と

き
、

次
の

問
い

に
答

え
よ

。

（
１

）　
目

の
最

小
値

が
2
以

下
で

あ
る

確
率

を
求

め
な

さ
い

。
解

答
に

あ
た

っ
て

は
、

計
算

過
程

も
記

述
す

る
こ

と
。

（
２

）　
目

の
最

小
値

が
２

で
あ

る
確

率
を

求
め

な
さ

い
。

解
答

に
あ

た
っ

て
は

、
計

算
過

程
も

記
述

す
る

こ
と

。

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
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2
4
-
s
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t
0
1
-
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.
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―
	5

0	
―

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

以
下

の
問

い
に

答
え

よ
。

	

（
１

）　
x
 =

�
5̄
－
�
3̄

―
―

―
―

―
3

、
y
 =

�
5̄
+
�
3̄

―
―

―
―

―
3

の
と

き
、

x
3 
+	
y

3
の

値
を

求
め

な
さ

い
。

解
答

に
あ

た
っ

て
は

、
計

算
過

程
も

記

述
す

る
こ

と
。

（
２

）　
x
 +

	y
 +

	z
 =

	√
3̅
－

3、
x
y
 +

	y
z
 +

	z
x
 =

	2
－

3
√
3̅、

x
y
z
=	

2
√
3̅
の

と
き

、
x ― y
z

+
y ― zx

+
z ― x
y

の
値

を

求
め

な
さ

い
。

解
答

に
あ

た
っ

て
は

、
計

算
過

程
も

記
述

す
る

こ
と

。

問
２

　 x
,	y

が
、

x
2 
+	

3y
2 
=	

1
を

満
た

す
と

す
る

。
こ

の
と

き
、
x
 +

	2
y

2
の

最
大

値
と

最
小

値
を

求
め

な
さ

い
。

ま
た

、
そ

の
と

き
の

x
と

y
の

値
も

求
め

な
さ

い
。

解
答

に
あ

た
っ

て
は

、
計

算
過

程
も

記
述

す
る

こ
と

。

2
0
2
4
-
s
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t
0
1
-
ブ
ッ

ク
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d
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2
0
2
4
年
度

英 語

【解 答】

Ⅰ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

ｄ ｃ ｂ ｄ ａ

Ⅱ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

ｂ ｃ ｂ ｄ ｄ

Ⅲ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

ｃ ｄ ａ ｂ ｄ

Ⅳ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

ｃ ｄ ｃ ａ ｄ

Ⅴ

問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

ａ ｄ ｄ ｂ ｄ

問 6 問 7 問 8 問 9 問 10

ｂ ａ ａ ｄ ａ

Ⅵ
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

ｄ ａ ｂ ｂ ａ
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2
0
2
4
年
度

【学習アドバイス】

　2024 年度の入試も 2023 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無理なく解答できる難易度と問題数で構成されている。
　解答の際にやや高い語彙レベルを要する設問もあるが、概ね難易度は大学入試標準レベルである。
　単語・熟語、文法・語法においては、高校で学ぶべきものはすべて確実に習得し、高校の副読本やワーク
ブックなどの問題をスムーズに解答できるようにしておきたい。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 ．会話問題では、教科書レベルの基礎口語表現に基づき、二者間の意思疎通を完成させるような問題が設

けられている。高校までで学習すべき表現や簡単な会話のやり取りに基づき、会話の流れを妨げないよう
な表現を選ぶように心がけると良い。発話ごとに訳出することも大切であるが、発話の中の最も大切な表
現に絞り、それをつないで会話の流れを追うように努めるとさらに良い。

Ⅱ ．適語補充問題は、1・2 文で構成された 2 行にまたがる文章内に設けられた空所に入れるべき適切な語を
選択する形式である。この設問で用意されている表現には、多少難度の高いものあるが、入試標準レベル
の単語帳などを活用し、語彙の増強に努めておけば十分である。丁寧な解釈に基づく日本語訳も良いが、
前置詞や副詞を伴ったいわゆる熟語の知識があるとさらに解きやすくなる。

Ⅲ ．・Ⅳ．長文読解問題は、概ね入試標準レベル程度の表現を用いたやや短めの文章が題材として選ばれてお
り、題名が示されているため、文章のテーマをつかみやすく、文章の内容を推測する手助けになる。設問
では、同意表現選択問題、指示内容選択問題、適語句補充問題、内容理解問題、内容（不）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。同意表現選択問題では、類義語の知識ではなく、
箇所の丁寧な読解から導き出される適切な表現を選ぶようにすると良い。指示内容選択問題では、意味内
容に頼る前に、単数・複数など、指示語が持つ文法上の側面を解釈してから、内容に照らして適切なもの
を選ぶと良い。適語句補充問題では、意味内容だけでなく、文法上選ぶべき語句を分析することで比較的
正答しやすい。内容（不）一致問題に関しては、文章を読みすすめるときに、余白に文章の内容をメモし
ておくと、必要な情報を探すために、選択肢に目を通した後にもう一度文章を読まずに済む。複雑な内容
を尋ねておらず、文章自体も長くはないので、焦らず丁寧に文章・選択肢ともに解釈してほしい。文章の
内容と一致しない選択肢を選ぶものもあるので、気を付けよう。

Ⅴ ．文法・語法問題では、高校で演習すべき問題に基づき作問されているが、表現や語彙レベルの比較的高
いものも見られる。しかしながら、問われていることは高校履修レベル内であるため、むやみやたらに難
しい文法問題を解くよりも、基礎～標準レベルの問題を繰り返し演習し、自分の弱点を克服するように準
備しておくべきである。

Ⅵ ．整序英作文問題では和文が与えられているので、比較的解答しやすそうに見える。しかしながら、語順
や表現において複雑なものもあるので、日本語を見る前に、SVOC などの語順にかかわる文法知識で、あ
る程度の正解の見積もりを出しておいた方が良い。熟語や構文などの学習も非常に役立つ。

　本学の入試は、高校での基礎学習を丁寧かつ完璧にしておくことが大切である。難しい問題を解く力より
も、英語の基礎・基本を徹底して演習し身につけ、揺るぎのない基礎力を培っておくことが先決である。高
校で学習してきたものの中で、何かしら不安のある分野などは、教科書やワークブック、定期テストを活用し、
何度も繰り返し基礎演習を行っておこう。
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4
年
度

国 語

【解 答】

問 1 問２ 問３ 問４ 問５
b d c b b
問６ 問７ 問８ 問９ 問 10

e c e e d
問 11 問 12 問 13 問 14 問 15
b b d c c
問 16 問 17

d b

問 18
スミスは、一国の富の真の創造者を、産業資本主義のもとで汗水たらし
て労働する人間に見いだした。
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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 年度以降は現代文の大問 1 題のみに変わった。課題文の文字
数は、2019 年度【約 6600 字】 → 2020 年度【約 4400 字】→ 2021 年度【約 6000 字】→ 2022 年度【約 4200 字】
→ 2023 年度【約 5800 字】→ 2024 年度【約 3200 字】と、年度によってばらつきがある。一方、総設問数は、
2019 年度以降は 18 問で、2024 年度も 18 問。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、横書きの文章で出
題されるので、この形式に慣れておくことも必要である。
　2024 年度の設問形式は、例年通り 5 者択一の選択肢問題が 17 問、50 字以内で説明する記述問題が 1 問。
出題内容は、「漢字の書き取り問題」が 1 問、「語句の意味を問う問題」が 3 問、「同義語を問う問題」が 2 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 6 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、「語句の意味を問う問題」が 3 問、「同義語を問う問題」の 2 問、「対義語を問う問
題」の 1 問、計 7 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 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。2023 年度は適切でないものを選ぶ問題が 7 問出題
されている。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。
　第一は「語彙力」の増強。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、2024 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。
　第二は「長文読解力」の養成。2024 年度は、岩井克人『二十一世紀の資本主義論』からの出題である。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。
　第三は「文脈把握力」と「論述力」の UP。多くの問題は「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 字以内で説明する記述問題は「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」で決まる設問である。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。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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【解 答】

問 1 問２ 問３ 問４ 問５
b b d a d
問６ 問７ 問８ 問９ 問 10

a c d d a
問 11 問 12 問 13 問 14 問 15
c c b c a
問 16 問 17 問 18 問 19 問 20

a d c b b

問 21

宝治合戦で三浦泰村とその一族を滅ぼして北条氏の地位を固めるととも
に、評定衆の下に新たに引付をおいて引付衆を任命し、所領訴訟に対応
させた。また、藤原将軍にかわって皇族将軍として後嵯峨上皇の皇子の
宗尊親王を将軍に向かい入れた。

問 22

2 個師団増設問題で第 2 次西園寺内閣は総辞職し、内大臣の桂太郎が第 3
次桂内閣を組閣した。これに対して、尾崎行雄や犬養毅が「閥族打破・
憲政擁護」をスローガンに倒閣運動を展開し、民衆運動に発展して民衆
が議会を包囲したため桂内閣は総辞職に追い込まれた。
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【学習アドバイス】

　本学の入試は、5 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。
　2024 年度の問題は、「8 世紀の政治と文化」、「18 世紀の政治と文化」、「自由民権運動と初期議会」、「戦後
の民主化政策と経済・文化」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・社会経済史で構成されている。
　入試の内容は、2023 年度より、大問 3 題から大問 5 題へ増加、設問形式が空欄補充問題（語句・人名の組
合せ形式）と論述問題のほかに、文章による正誤判定問題へと大きく変化したが、2024 年度も 2023 年度と
全く同じ出題形式が踏襲されている。また総解答数も 2023 年度に「12 個・論述 2 題」から「20 個・論述 2 題」
と大幅に増加したが、2024 年度も同じであった。
　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（語句・人名の組合せ形式）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。
　多くの割合を占める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。
　2023 年度に出題された年代配列の出題が 2024 年度には出題されなかった。過去問や問題集を利用する際
に「本学は年代配列の出題はない」ということで手をつけない受験生がいるかもしれない。しかしこの形式
の出題は、「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」などを特定する作業が必要となり、この作業は正誤判定問題にも関連・直結しているので、
問題集で遭遇した際には積極的に取り組んでほしい。
　本学の入試では、120 字程度の論述問題が 2 問出題されおり、論述問題の成否が合否を大きく左右する。
2024 年度は「北条時頼による執権政治の強化」と「第一次護憲運動」が出題されている（2023 年度は「異国
船打払令の内容と結末」、「金解禁の内容と結末」）。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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【解 答】

問 1 問２ 問３ 問４ 問５
ｂ ｃ ｃ ａ ｄ
問６ 問７ 問８ 問９ 問 10
ａ ｃ ｂ ｄ ｃ
問 11 問 12 問 13 問 14 問 15
ｄ ｄ ａ ｃ ａ
問 16 問 17 問 18 問 19 問 20

ｄ ｃ ａ ｂ ａ

問 21

（解答例）
まず、資源配分機能がある。市場では最適配分がおこなわれない公共財
を提供するもので、市場機能の欠陥を補う機能がある。また、所得再分
配機能では、貧富の格差を是正するもので、具体的には、所得によって
税率が異なる累進課税制度などがある。さらに、景気調整機能では、財
政支出を増減させることで経済調整をもたらす。ビルト・イン・スタビ
ライザー機能やフィスカル・ポリシーなどがこの機能を果たしている。

（192 文字）

【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。2024 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、3 年連続で経済分野から出題
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。2024 年度の問題は、
2023 年度にくらべ、正誤判定問題や正誤組み合わせ問題において、選択肢や記述の分量が 1，2 行程度から 3，
4 行程度へと多くなっているものの、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、日本国憲法の三大原則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、
国民主権についての正誤判定問題（1 問）、平等原則についての正誤組み合わせ問題（1 問）、精神的自由の内
容と条文の正しい組み合わせを選択する問題（1 問）、経済的自由についての正誤判定問題（1 問）、社会権に
ついての正誤判定問題（1 問）となっている。なお、国民主権についての問題は 3 年連続、生存権について
の問題は 2 年連続の出題である。また、2024 年度の問題では、日本国憲法の第何条に定められているかまで
覚えておかないと正解を得ることができない小問が 2 問出題された（問 3、問 4）。
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　大問Ⅱは、地方自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、日本の地方自
治についての正誤判定問題（1 問）、地方公共団体の事務についての正誤判定問題（1 問）、地方財政（歳入）
についての正誤組み合わせ問題（1 問）、「骨太の方針」を策定する組織についての語句選択問題（1 問）、三
位一体の改革についての正誤判定問題（1 問）となっている。
　大問Ⅲは、経済活動や物価の動き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、
国民所得についての正誤判定問題（1 問）、景気循環についての正誤判定問題（1 問）、インフレについての正
誤判定問題（2 問）、景気を拡大する政策についての語句選択問題（1 問）となっている。なお、国民所得と
景気循環についての問題は 2023 年度も出題されている。
　大問Ⅳは、貿易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、自由貿易を主張し
たイギリスの経済学者についての語句選択問題（1 問）、貿易についての正誤組み合わせ問題（1 問）、日米貿
易摩擦についての語句選択問題（1 問）、1985 年に成立した合意についての語句選択問題（1 問）、国際収支
についての正誤判定問題（1 問）である。
　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、財政の機能について 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）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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【解答】
問１　（解答例）

　⑴　x＋y＝ 2√5─3 ，xy＝ 2─9 より、

　　　x3＋y3 ＝（x＋y）3－3xy（x＋y）

　　　　　 ＝（ 2√5─3 ）3－3・ 2─9 ・ 2√5─3 ＝28√5─27

　⑵　 x─
yz

＋ y─
zx

＋ z─
xy

 ＝ x2＋y2＋z2

─────
xyz

　　　　　　　　 ＝（x＋y＋z）2－2（xy＋yz＋zx）─────────────
xyz

 ＝（√3－3）2－2 ·（2－3√3）──────────2√3

 ＝ 8──2√3 ＝ 4√3──3
　　となる。

問２　（解答例）　x2＋3y2＝1より、y2＝ 1─3（1－x2）。

　　y2≧0  なので、1－x2≧0

　　よって、－1≦x≦1となる。また、
　　x＋2y2＝x＋ 2─3（1－x2）＝－ 2─3（x－ 3─4）

2
＋25─24

　　よって、
　　　　　　x＝ 3─4 ，y＝± √21──12 のとき，最大値25─24
　　　　　　x＝－1，y＝0のとき，最小値－1
　　となる。
 

問３　（解答例）
　⑴　

　

　　 点（0 , 0）を通る接線を l , 点（2 , 2）を通る接線をm

とする。
　　 放物線の接線の傾きは、y'＝2x－1なので、点（0 ,0）

における接線 lの傾きは、－1になる。
　　 したがって、接線 lの方程式は、点（0 , 0）を通り、

傾きが－1なので、
　　　　　　y＝－（x－0）＋0＝－x

　　となる。
　　よって、接線 lは、y＝－xとなる。
　　 また、同様に、点（2,2）における接線mの傾きは、

３になる。
　　 したがって、接線mの方程式は、点（2,2）を通り、

傾きが３なので、
　　　　　　y＝3（x－2）＋2＝3x－4
　　となる。
　　よって、接線mは、y＝3x－4となる。
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　⑵ 　放物線Cと接線 l 、接線mで囲まれた図形のう
ち、0≦x≦1の範囲の面積は、放物線y＝x 2－xと
接線y＝－xで囲まれた領域なので、

　　　　　　∫0
  

1

（x2－x＋x）dx

　　となる。また、1≦x≦2の範囲の面積は、放物線
　　y＝x2－xと接線y＝3x－4で囲まれた領域なので、

　　　　　　∫1
  

2

（x2－x－3x＋4）dx

　　 となる。よって、放物線Cと接線 l 、mで囲まれ
た図形の面積は、

　　　　　∫0
  

1

（x2－x＋x）dx＋∫1
  

2

（x2－x－3x＋4）dx

 　　＝ x3
─3  

1

0
＋ x3

─3 －2x2＋4x  
2

1
＝ 2─3

　　よって、 2─3 となる。

問４　（解答例）
　１個のさいころを繰り返し３回投げるとき、目の
出方は63通りある。
　⑴ 　事象 A：「目の最小値が２以下」とすると、余

事象は「目の最小値が３以上」となるので、目の
出方は、3、4、5、6の4通り。よって、余事象
の確率は、

　　　　　　P（‾A）＝43

─63  ＝
8─27

　　となる。よって、求める確率は、

　　　　　　P（A）＝1－ 8─27＝19─27
　⑵ 　目の最小値が２以上の確率は、３回とも２以

上６以下の目が出る確率なので、

　　　　　　53

─63  ＝
125─216

　　となる。よって、求める確率は、

　　　　　　125─216－ 8─27＝ 61─216
　　となる。



数学

— 76 —

2
0
2
4
年
度

【学習アドバイス】

　本学の入試は、5 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 つ、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 つのうち 1 つ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）。
　2024 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、対称式に関する問題である。（1）は 2 変数の対称式、（2）は 3 変
数の対称式に関する問題で、（2）は分数式の計算も要求されるので数学Ⅱの要素も含んだ問題である。
　問 2 は 2 次関数（数学Ⅰ）からの出題で、2 変数関数の最大値・最小値に関する問題である。条件式から 1
文字を消去して最大値・最小値を求める問題で、条件式から定義域を求めることがポイントとなる。
　問 3 は微分法と積分法（数学Ⅱ）からの出題で、放物線と接線に関する問題である。（1）は接線を求める
問題で、接点が与えられているので教科書レベルの問題である。（2）は（1）で求めた 2 接線と放物線で囲ま
れる図形の面積を求める問題で、入試において頻出の問題である。
　問 4 は場合の数と確率（数学 A）からの出題で、さいころに関する確率の問題である。（1）は余事象を考
えると求めやすいが、慣れていないと対応が難しかったかもしれない。（2）は頻出の最小値に関する確率の
問題だが、解いた経験がないと解答は難しかっただろう。
　入試全体の難易度としては基礎～標準レベルであるが、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。また、
問 3、問 4 はどちらも入試頻出のテーマからの出題であったが、2024 年度は問 4（確率）の方が解きにくい
問題だったと思われる。
　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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