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英

語

コミュニケーション英語Ⅰ
コミュニケーション英語Ⅱ

英語表現Ⅰ
（解答番号 ～ ）

次の英文を読み，問い（ ～ ）に答えよ。

As branded tomatoes and cherry tomatoes are selling well in domestic

supermarkets and convenience stores, expansion into overseas markets is

being eyed. But their popularity, exports of fresh vegetables in

general have been sluggish. The Agriculture, Forestry and Fisheries Ministry

will strengthen its support for overseas sales, setting a target of exporting 5

trillion yen of agricultural, forestry and fishery products a year by 2030.

In early December last year, ○○ harvested reddish　tomatoes on

his farm in Okegawa, Saitama Prefecture. The variety, named Otokogi

Tomato by ○○, has been sold nationwide. ○○, the 47-year-old owner of

○○ Nouen, quit his job at a food company in 2010 to become a farmer. He

wanted to “grow vegetables that would taste different　depending

who grows them,” and chose tomatoes.

He tried the so-called Sparta cultivation method of not watering them

or giving them environmental stress so that the tomatoes taste sweeter. He

adjusted the amount of water in each plant mound to find the best quantity

and produced tomatoes with a perfect balance of sweetness and sourness.

Otokogi Tomato has quickly become popular for its “nostalgic taste.” It has

spread through word of mouth and the brand has 45,000 followers on social

media.

In 2020, ○○ began selling them at his farm. Every day he would

put out 100 bags of four to six tomatoes and they would sell out in two

hours. He also began cultivating several varieties of cherry tomatoes and

plans to organize tomato picking this spring. “I want to keep making

delicious tomatoes are second to none,” ○○ said. “I want

customers overseas to enjoy Otokogi Tomatoes someday.”

Tomatoes belong to the nightshade family and are native to the Andes

in South America. They were introduced to Japan in the early Edo period

（1603-1867）. Back then, they were called “tōgaki,” which literary means

Chinese persimmon, and planted for decoration. The vegetable was the motif

of renowned painter Tanyu Kano in that period. They began to be eaten in

the Meiji era （1868-1912）. In recent years, colorful and sweet cherry

tomatoes have been selling well. They are sold in plastic cups in

supermarkets and convenience stores. Cherry tomatoes have a sugar content

of about twice that of ordinary tomatoes, and some have a Brix reading of

more than 10, which is to some fruits.

According to the agriculture ministry, tomato production in 2020 totaled

224 billion yen, about 10% of the total figure for all kinds of vegetables at

2.25 trillion yen. The main production areas are Kumamoto Prefecture and

Hokkaido, and many new farmers and corporations are said to have started

growing tomatoes because they can easily differentiate the taste based on

differences in cultivation methods, on top of the vegetable having a large

market.

Some production areas such as Gunma Prefecture export their products

to Singapore and elsewhere, but exports of tomatoes are very small. Tomato

exports from January to November 2021 totaled 74.47 million yen. Although

this figure is up from 3.17 million yen in 2012, it accounts for only a small

portion of total exports. This is because it requires a lot of effort to preserve

vegetables’ freshness and package them, but their unit prices are low.

, many producers are reluctant to export vegetables because they are

not profitable.

According to the ministry, exports of agricultural, forestry and fishery

products from January to November last year exceeded 1 trillion yen for the

コミュニケーション英語Ⅰ，コミュニケーション英語Ⅱ，英語表現Ⅰ

first time, at 1.08 trillion yen. The ministry has set export targets of 2

trillion yen by 2025 and 5 trillion yen by 2030.

出典：Overseas markets eyed for Japan’s branded tomatoes

The Japan News by the Yomiuri Shimbun,

注：

eye 注目する，視野に入れる

sluggish 活気のない，不活発な

The Agriculture, Forestry and Fisheries Ministry 農林水産省

reddish 赤らんだ，赤みをおびた

plant mound （トマトの）苗が植えられた一盛りの土

nostalgic 懐旧（郷愁）に満ちた，懐かしい

nightshade ナス科の植物

persimmon 柿

renowned 名高い，名声のある

sugar content 糖度，糖含量

Brix ブリックス，果物の糖度の単位

コミュニケーション英語Ⅰ，コミュニケーション英語Ⅱ，英語表現Ⅰ

本文の ～ に合うものを， ～ のうちから，それぞれ一

つずつ選べ。

following after despite before

on to at for

when why who that

difficult equivalent

interesting effective

As a result On the contrary

On the other hand For the record

本文の内容をふまえて， ～ の問いに対する最も適当な答え

を， ～ のうちからそれぞれ選べ。

It was advertised on a large scale in the newspaper.

It was spread via person-to-person communication.

It was widely marketed on television.

It was broadcast on the radio every day.

コミュニケーション英語Ⅰ，コミュニケーション英語Ⅱ，英語表現Ⅰ

How did ○○’s Otokogi Tomato become popular?
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What’s ○○’s motto as a farmer?

He only pays close attention to the domestic market.

He makes sure to build a farming career and raise children.

He never tries to overreach himself in terms of farming.

He tries his best to make better tomatoes than anyone else.

According to the article, where are the main areas of tomato

production?

Hokkaido Prefecture and Kumamoto Prefecture

Gunma Prefecture and Saitama Prefecture

Hokkaido Prefecture and Saitama Prefecture

Kumamoto Prefecture and Gunma Prefecture

For what purpose were tomatoes grown around the time when

they were introduced?

eating

medication

decoration

selling

Why is the export quantity of vegetables very small?

Because it is easy to preserve vegetables’ freshness.

Because it is easy to package vegetables.

Because fresh vegetables are not profitable to export.

Because there are fewer cultivation methods.

コミュニケーション英語Ⅰ，コミュニケーション英語Ⅱ，英語表現Ⅰ

以下の ～ の（ ）の中に入る最も適当なものを，

～ のうちから，それぞれ選べ。

I（ ）have another slice of pizza because I’m on a diet.

had been better had not better

ought to not had better not

The heavy snow prevented us（ ）traveling by train.

of from with for

I wish I（ ）you with moving to your new house last

weekend.

am helping have helped

will have helped could have helped

Let’s meet up（ ）you are available next month.

whatever whoever whenever however

How（ ）is it from Vancouver to Seattle?

far often many about

Beth needs to（ ）on her speaking skills before her

presentation.

make up brush up put up take up

コミュニケーション英語Ⅰ，コミュニケーション英語Ⅱ，英語表現Ⅰ

（ ）grab some coffee after the exam?

Shall we Have we

Are we Had we

Mika（ ）by everyone in her class.

loved is loving

has loved is loved

Angela god her car（ ）by a repairperson before hitting the

road.

check out checked out

checking out have checked out

We enjoy swimming in the river（ ）summer.

on at to during

コミュニケーション英語Ⅰ，コミュニケーション英語Ⅱ，英語表現Ⅰ

～ の下線部とほぼ同じ意味を持つ語句を， ～ のう

ちから，それぞれ一つずつ選べ。

The detectives had already obtained adequate proof when the

suspect was arrested for theft.

inappropriate sufficient

random heavy

Suginami University provides seniors with some evening programs.

shuttles cafeterias dormitories courses

The chart shows the increase of infected patients with the flu for

the last couple of months.

tool pentagon graph screen

On weekdays, the noise of the city fades gradually around

midnight.

disappears rises manages runs

The TOEFL® test is unavoidable for nonnative applicants to study

abroad.

insufficient necessary

vain expensive

コミュニケーション英語Ⅰ，コミュニケーション英語Ⅱ，英語表現Ⅰ
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Ａ：Good morning, Anne. Why don’t we try a new French

restaurant for dinner today?

Ｂ：I’m afraid I can’t go out this evening. I haven’t finished my

work yet.（ ）

Ａ：OK. The restaurant’s really popular, so I will reserve a table

in advance.

Ｂ：That’ll be great.

How about next Wednesday?

Can I reserve a table at the restaurant?

Are you leaving for France tomorrow?

Have you ever been to that French restaurant?

Ａ：I’m going to buy the printer that you recommended.

Ｂ：Thank you. Would you like to take it home with you today?

Ａ：（ ）

Ｂ：Sure, could you fill out this form with your name and

address?

This price is after discount.

I’ll try to fix the printer myself.

This printer is a portable model.

I’d like to have it delivered.

コミュニケーション英語Ⅰ，コミュニケーション英語Ⅱ，英語表現Ⅰ

～ の（ ）の中に入る最も適当な表現を， ～

のうちから，それぞれ一つずつ選べ。

Ａ：I have been a fan of James Cameron for a long time.

Ｂ：（ ）

Ａ：You must see “Titanic.”

Ｂ：I haven’t seen it yet. It’s a movie starring Leonardo DiCaprio,

right?

Who is the lead actress in the movie?

In which movie theaters can I see the movie?

What kind of music do you like to listen to?

Which of his movies do you think I should watch?

Ａ：I’d like to buy a chair for my office. Could you show me what

kind of chairs you have?

Ｂ：Sure. Here’s our catalog. This latest model costs 200,000 yen.

Ａ：（ ）

Ｂ：You can get a discount on this older model.

The comfort of that chair is wonderful.

This chair is not comfortable.

That would go over the budget.

The price of the chair is too low.

コミュニケーション英語Ⅰ，コミュニケーション英語Ⅱ，英語表現Ⅰ

Ａ：Hi, Cathy. I have two tickets for The Lion King.

（ ）

Ｂ：You are so lucky. The review in the newspaper says that the

musical is very good.

Ａ：That’s great. I’m thinking about going this Friday. Are you

free?

Ｂ：Yes. I’d really love to go.

Let’s meet at the station at ten.

My aunt gave them to me yesterday.

Why don’t we postpone it until tomorrow?

How often do you watch movies?

コミュニケーション英語Ⅰ，コミュニケーション英語Ⅱ，英語表現Ⅰ

次の図表をみて，次の ～ の問いの解答として最も適当な

ものを ～ のうちから選びなさい。

CITY LINE DEPARTURES
TIME PLATFORM DESTINATION REMARKS

5:30

5:42

5:55

6:10

6:16

6:32

1

2

3

1

4

2

NORTHEAST

S. GREENBELT

NORTHEAST

NORTHEAST

S. GREENBELT

S. GREENBELT

EXPRESS, NON-STOP

EXPRESS, NON-STOP

LOCAL

SEMI-EXPRESS, 3 STOPS

LOCAL

SEMI-EXPRESS, 5 STOPS

＊The fares are flat rates, 15 dollars for Northeast and 10 dollars for S. Greenbelt.

The express fare of 10 dollars is additionally required for non-stop trains.

Where are you likely to see this information?

bus stop railway station

airport ferry port

What time does the earliest train depart for S. Greenbelt?

at 5:30 at 5:42 at 5:55 at 6:10

コミュニケーション英語Ⅰ，コミュニケーション英語Ⅱ，英語表現Ⅰ



5

英

語

Which platform does the semi-express train for Northeast depart

from?

Platform 1 Platform 2

Platform 3 Platform 4

How many times does the semi-express train stop before S. Greenbelt?

2 3 4 5

How much does it cost to take the non-stop train for Northeast?

10 dollars 15 dollars

20 dollars 25 dollars

コミュニケーション英語Ⅰ，コミュニケーション英語Ⅱ，英語表現Ⅰ



6

日

本

史

日 本 史 Ｂ
（解答番号 ～ ）

中世の政治史に関する下の各問い（ ～ ）の， ～ に

あてはまる言葉として，最も適当なものを，それぞれ ～ のうちから一つ

選べ。

天皇家は鎌倉時代，後深草上皇と亀山天皇をそれぞれ祖とする と大

覚寺統に分かれ，双方から交代で天皇を出すようになった。これを両統迭立とい

う。

徳大寺統 花山院統 持明院統 西園寺統

鎌倉幕府を打倒した後醍醐天皇は，新たに を設置して訴訟の裁決を

推進しようとするなど，建武の新政と呼ばれる一連の政治を行った。

京都所司代 雑訴決断所

記録荘園券契所 評定衆

南北朝の内乱では北朝が終始優位を保ったが，北朝の内部でも足利尊氏と直義

の両派は と呼ばれる分裂抗争を繰り広げ，内乱の長期化を招いた。

観応の擾乱 応永の外寇 明応の政変 治承の内乱

大きな勢力を誇った の一族である氏清らを滅ぼした。

畠山氏 細川氏 山名氏 今川氏

が発生し，

債務の破棄を求めて京都の土倉・酒屋を襲撃するなどして，幕府にも大きな衝撃

を与えた。

土一揆 打ちこわし 米騒動 嗷訴

長期化の大きな要因となったのは，管領家である の分裂であった。

山名氏 今川氏 畠山氏 細川氏

中世後期には下剋上の風潮が強まるなか， では浄土真宗の信徒が結

成した一向一揆に守護が敗死し，「百姓の持ちたる国」といわれた。

越前 能登 加賀 越中

京都から下ってきて伊豆を奪った伊勢宗瑞は，相模の 城を攻め取っ

て本拠とした。息子の代に北条氏を名乗り，関東一帯を支配する戦国大名となっ

た。

八王子 江戸 小田原 川越

日本史Ｂ

中国地方では，周防に本拠を置く が室町時代から大きな勢力を有し

たが，安芸の国人から戦国大名に成長した毛利元就によって滅ぼされた。

大内氏 島津氏 大友氏 長宗我部氏

全国統一に向けて歩みを進めていた織田信長は，宗教勢力の最大拠点として絶

大な権威を誇った に焼き討ちを行い，大打撃を与えた。

興福寺 東大寺 比叡山 高野山

日本史Ｂ

近代の国際関係に関する次のＡ～Ｃの文章を読んで，下の各問い（ ～

）に答えよ。 ～

Ａ 新たに成立した明治政府にとって近代国家としての重要な課題の一つに国境の画

定があった。
ⓐ

際関係を結んでいた。
ⓑ

清国は認めなかった。しかし，
ⓒ

県を設置した。

下線部ⓐに関して，この条約の内容として最も適当なものを，次の ～ の

うちから一つ選べ。

樺太をロシア領とし，千島全島を日本領とした。

択捉島以南を日本領，得撫島以北をロシア領とし，樺太は境界を定めず両

国人雑居の地とした。

樺太および千島全島をロシア領とした。

下線部ⓑに関して，琉球藩設置に伴って琉球藩王となった人物の名称として，

最も適当なものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

尚巴志 尚豊 尚寧 尚泰

制的に推進し，琉球王とも呼ばれた人物の名称として，最も適当なものを，次の

～ のうちから一つ選べ。

謝花昇 奈良原繁 後藤新平 比嘉秀平

日本史Ｂ
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日

本

史

Ｂ 日本と領土を接する朝鮮問題は，日本外交の中心的課題であり，朝鮮への宗主権

を主張する清と，清の宗主権を否定する日本とが朝鮮をめぐって対立しており，
ⓓ
朝

鮮国内でも両国の影響力をめぐって対立が生まれた。しかし，日清戦争と日露戦争

によって朝鮮半島に対する影響力を確固たるものにした。また，
ⓔ
日清・日露戦争を

通じて，東アジアの勢力図が流動化した。

した民衆とともに日本の公使館をおそう事件が発生した。この事件の名称として

最も適当なものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

壬午事変 甲申事変

防穀令事件 甲午農民戦争

含まれないものを，次の ～ のうちから一つ

選べ。

沙市 重慶 蘇州 青島

下線部ⓔに関して，日本政府は下関条約で日本が領有した台湾の統治に力を注

いだ。その初代台湾総督に任命された人物の名称として最も適当なものを，次の

～ のうちから一つ選べ。

伊藤博文 樺山資紀 児玉源太郎 寺内正毅

日本史Ｂ

Ｃ 第一次世界大戦がはじまると，大戦で欧州列強の勢力が後退したのを機に，日本

は中国での権益拡大をはかった。具体的には，
ⓕ
日本は北京の袁世凱政府に対して，

二十一カ条の要求を示してその大部分を承認させた。しかし，
ⓖ
第一次世界大戦が終

結すると，ヴェルサイユ条約が締結された。また，
ⓗ
国際紛争の平和的解決と国際協

力のための機関として国際連盟が設立された。

下線部ⓕに関して，二十一カ条の要求で最後通牒から削除された内容として，

最も適当なものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

山東省ドイツ権益の継承

日本人の中国政府顧問の設置

中国沿岸島嶼の不割譲

下線部ⓕに関して，この要求をおこなった内閣の名称として最も適当なものを，

次の ～ のうちから一つ選べ。

第三次桂太郎内閣 第一次山本権兵衛内閣

第二次大隈重信内閣 寺内正毅内閣

下線部ⓖに関して，ヴェルサイユ条約では日本は，赤道以北の旧ドイツ領南洋

諸島の委任統治権を得た。この地域に含まれる島として，最も適当なものを次の

～ のうちから一つ選べ。

マーシャル諸島 小笠原諸島

グアム島 澎湖諸島

日本史Ｂ

下線部ⓗに関して，国際連盟の常任理事国に含まれない国を，次の ～ の

うちから一つ選べ。

フランス イギリス 日本 アメリカ

日本史Ｂ

次の文章は，奈良時代における地方行政と税に関するものである。これを読

み，下の各問い（ ～ ）に答えよ。 ～

行政は畿内・七道に区分され，
ⓐ
国・郡・里（郷）がおかれてそれぞれに長が任じられ

た。その他にも京には左・右京職，難波には摂津職，外交・軍事の要衝である九州北

部には大宰府がおかれた。中央と地方を結

が設けられ公用に利用された。また地方では官道と離れて郡家などを結ぶ伝

路がつくられ編み目のような交通体系を形成していた。

律令制度によって力をもった中央政府は，積極的に支配勢力を拡大していく。北方

においては，これまで融和的な政策をとっていた蝦夷に対して軍事的な制圧政策を進

めていった。日

が築かれて対蝦夷政策の拠点とされた。

地方の農民について，律令国家では戸主を代表とする戸に所属する形式で戸籍・計

帳に登録し，この戸に対して口分田が班給され
ⓑ
租税が課せられた。

ⓒ

口分田は戸籍の更新の際に収公された。また，農民は口分田の他にも公の田や寺社・

貴族の土地を借り，地子を政府や土地の持ち主におさめる もおこなってい

た。その他にも兵役や労役などの負担もあり，また天候不順や虫害などによる飢饉も

おこりやすく，農民の生活は不安定で厳しいものであった。この当時編纂された万葉

集にある の貧窮問答歌は，こうした農民への共感からつくられた作品であ

る。

その後政府

ⓓ
三世一身法を施行した。さらに， には墾田永年私財法を発し、開墾した田

地の私有を永年にわたって認めた。この法は政府の掌握する田地の増加が目的であっ

たが，実際には貴族や寺院，地方豪族たちの
ⓔ
私有地拡大を進めることとなった。農民

においては貧富の差が進み，困窮した農民のなかには口分田を捨てて浮浪するものも

増えた。また，有力農民のなかにも経営を拡大するため浮浪したり勝手に僧侶となる

日本史Ｂ
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日

本

史

下線部ⓒにあてはまる法制として，最も適当なものを，次の ～ のうちか

ら一つ選べ。

班田収授法 六年一班法 六才授田法 均田法

に当てはまる名称として，最も適切なものを，次の ～ のうちか

ら一つ選べ。

乗田 賃租 義倉 借田

に当てはまる人名として，最も適切なものを，次の ～ のうちか

ら一つ選べ。

有間皇子 山部赤人 山上憶良 大伴家持

下線部ⓓの説明として，適当でないものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

旧来の灌漑施設を利用した開墾の場合，本人一代のあいだ田地の保有が認

められた。

灌漑施設の利用の有無にかかわらず，開墾した本人の田地の保有が認めら

れた。

新たに灌漑施設を設けて開墾した場合，本人だけでなく三代にわたって田

地の保有が認められた。

この法の翌年に，百万町歩の開墾計画が実施された。

に当てはまる年として，最も適切なものを，次の ～ のうちから

一つ選べ。

日本史Ｂ

下線部ⓐの説明として，適当でないものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

国司には中央からの貴族が派遣され，国府を拠点に統治した。

国司ならびに郡司は，ともに一定の任期で任じられた。

郡司はかつての国造などの地方豪族が任じられた。

国司は郡司を指揮して統治をおこなった。

に当てはまる名称として，最も適切なものを，次の ～ のうちか

ら一つ選べ。

関所 駅家 駅鈴 伝馬

に当てはまる城名として，最も適切なものを，次の ～ のうちか

ら一つ選べ。

秋田城 出羽城 多賀城 胆沢城

下線部ⓑの説明として，最も適当なものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

雑徭は，郡司の命令によ

役である。

出挙は，春季に稲を貸し付け，秋季に貸し付け分を徴収する制度である。

管された。

調・庸は，おもに正丁に課せられ，それらを中央に運ぶ義務もあった。

日本史Ｂ

下線部ⓔの結果できたものとして，最も適当なものを，次の ～ のうちか

ら一つ選べ。

寄進荘園 中世荘園 初期荘園 雑役免荘園

日本史Ｂ

江戸時代の流通・経済に関する下の各問い（ ～ ）の， ～

にあてはまる言葉として，最も適当なものを，それぞれ ～ のう

ちから一つ選べ。

江戸幕府は全国的な街道の整備を行った。江戸・京都・大坂の三都を結ぶ東海

道をはじめとする五街道は，江戸の を起点とした。

両国橋 永代橋 吾妻橋 日本橋

街道での輸送のために必要となる人馬は，街道近辺の指定された村々にも

として課されたが，その負担の大きさから反対一揆も起こった。

雑徭 京上夫 運上 助郷役

街道の要所には関所が置かれ，通行者は手形の提示を求められた。特に関東の

関所では，「入鉄砲に出 」が厳しく取り締まられた。

男 女 童 侍

物資の大量輸送に適した海上交通も全国的に整備された。江戸と大坂を結ぶ菱

垣廻船は，新規参入してきた酒荷専用の 廻船に押されるようになった。

桝 桶 瓶

江戸時代には金・銀・銭の三貨が貨幣として流通したが，その発行は幕府が担

った。銭貨としては が大量に鋳造され，全国に供給された。

和同開珎 寛永通宝 洪武通宝 永楽通宝

日本史Ｂ
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日

本

史

明治維新後における内政改革に関する次の文章を読んで，下の各問い（

～ ）に答えよ。 ～

王政復古政変によって新政権を樹立した新政府は，
ⓐ

組織を定めた。さらに政府は廃藩置県を断行して，国内の政治的統一が完成し，
ⓑ
同時

に中央政府の組織の整備も順次進められていった。
ⓒ
軍事制度では，近代的な軍隊の

創設を目指して徴兵令を公布した。
ⓓ
さらに財政の基盤となる税制についても順次整

備が進められた。こうして政府は内政の基礎を整備する一方，
ⓔ
富国強兵を目指して殖

産興業にも力を注ぎ，あわせて通信制度の整備も進めた。
ⓕ
政府は北方の開拓にも力

を公布して，教育制度を

整備した。

権を統轄する組織として設置された機関の名称として，最も適当なものを，次の

～ のうちから一つ選べ。

太政官 議政官 行政官

下線部ⓑに関して，廃藩置県に伴って中央の官制改革も行われ，三院制となっ

も適当なものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

正院 左院 右院 元老院

日本史Ｂ

流通網の整備にともない，全国各地でさまざまな特産物が生まれた。酒造業に

関しては，山城の

伏見 鞍馬 宇治 山科

江戸時代には醤油の製法が確立され，大量に生産されるようになる。その名産

地として，関東では下総の銚子や などがよく知られる。

野田 龍野 小豆島 湯浅

京都の では，高機という高度な織機を用いて，金襴・緞子などの高

級絹織物を独占的に生産していた。やがてその技術は他の地域にも伝播していっ

た。

足利 西陣 桐生 友禅

江戸・大坂には主要商品別の卸売市場が設けられ，各地から集まった商品が売

買された。大坂 の米市場はその一つで，全国の米相場を左右した。

日本橋 築地 神田 堂島

三貨の交換や預金・貸付などを行う両替商は，経済において重要な役割を果た

した。呉服店の越後屋を兼営した は，幕府の御用商人も務めた。

住友家 鴻池家 三井家 岩崎家

日本史Ｂ

下線部ⓑに関して，後に新設された内務省に関する説明として，誤っているも

のを，次の ～ のうちから一つ選べ。

創設時には，殖産興業や地方行政などに当たったほか，全国の警察組織を

統括した。

戦時統制下で総動員計画を立案する企画院が設立されたことで，解体され

た。

下線部ⓒに関して，兵部大輔としてフランス式軍制を採用し，近代軍制の創始

者となった人物で，徴兵令を発案した人物の名称として最も適当なものを，次の

～ のうちから一つ選べ。

大村益次郎 副島種臣 川路利良 大久保利通

下線部ⓒに関して，徴兵令に関する説明として最も適当なものを，次の ～

のうちから一つ選べ。

官吏や官立上級学校の卒業生は優先的に兵役に服することとされた。

日本史Ｂ

下線部ⓓに関して，明治政府の税制改正事業となった地租改正に関する説明と

して最も適当なものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

地租改正に

に引き下げられた。

が主導し，主に鉱工業部門・交通部門を管掌したこの官庁の名称として，最も適

当なものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

民部省 工部省 農商務省 大蔵省

て，最も適当なものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

前島密 新島襄 山県有朋 後藤象二郎

含まれないものを次の ～ のうちから一つ

選べ。

函館県 札幌県 根室県 釧路県

に入る用語として最も適当なものを，次の ～ のうちから一つ選

べ。

学校令 教育令 大学令 学制

日本史Ｂ
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界

史

世 界 史 Ｂ
（解答番号 ～ ）

次の文章Ａ～Ｃを読み，下の各問い（ ～ ）に答えよ。

Ａ
ⓐ
アッカド人は，メソポタミアやシリアの都市国家を最初に統一して広大な領域国

家をつくった。しかしその崩壊後，かわってセム語系の 人がバビロン第

一王朝をおこし，ハンムラビ王のときに全メソポタミアを支配した。王は
ⓑ
ハンムラ

ビ法典を発布して，法に基づく強力な政治をおこなった。

下線部ⓐの民族が属する語族として正しいものを，次の ～ のうちから一

つ選べ。

インド・ヨーロッパ語族 セム語族

ウラル・アルタイ語族 ハム語族

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

アラム シュメール ヒッタイト アムル

下線部ⓑの特徴として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

「目には目を」という復讐法の原則にたっていた。

法の前では身分に関係なく全ての人が平等とされた。

民族や宗教による差別があった。

フランス人シャンポリオンによって解読された。

Ｂ ナイル下流域のメンフィスを中心に栄えたエジプト古王国では， 王ら

がおそらく自分の墓として巨大なピラミッドを築かせた。中王国時代には，中心は

上エジプトの に移ったが，その末期にシリア方面から遊牧民 が

ⓒ
従来の神々の崇拝を禁じて

一つの神だけを信仰する改革をおこなった。

に入る人名として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

イクナートン クフ

ハトシェプスト

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

ファイユーム アレクサンドリア

カイロ テーベ

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

モンゴル ヒクソス スキタイ アヴァール

下線部ⓒに関して，古代エジプトの宗教の特徴として誤っているものを，次の

～ のうちから一つ選べ。

太陽神ラーを中心とする多神教であった。

エジプト人は霊魂の不滅と死後の世界を信じてミイラを作った。

新王国時代には首都の守護神アテンの信仰と結びついたアテン＝ラーの信

仰が盛んになった。

「死者の書」とはエジプト人が来世に行った死者の幸福を祈ってミイラとと

もに埋葬した絵文書である。

世界史Ｂ

Ｃ エジプトの新王国のもとでファラオによる圧政に苦しんだ
ⓓ

紀頃に指導者 のもとパレスティナへ脱出した。その後ヘブライ人は統一

ソロモンの死後，王国は
ⓔ
イスラエル王国とユダ王国に分裂した。

下線部ⓓに関して，ヘブライ人の宗教の特徴として誤っているものを，次の

～ のうちから一つ選べ。

唯一の神ヤハウェだけを信仰した。

神の言葉を告げる神事解釈者の出現を期待した。

聖典は『旧約聖書』である。

ヘブライ人は選民として神の特別の恩恵を与えられていると考えた。

に入る人名として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

イエス ユダ モーセ ヨセフ

下線部ⓔに関して，イスラエル王国を滅ぼした国として正しいものを，次の

～ のうちから一つ選べ。

アッシリア 新バビロニア

メディア リディア

世界史Ｂ

下の各問い（ ～ ）に答えよ。

文章中の ａ ・ ｂ ・ ｃ に入る語句の組み合わせとして正

しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

ａ で魏

をたてると， ｂ の劉備（蜀）， ｃ の孫権（呉）もつぎつぎに建国

ａ華北，ｂ四川，ｃ長江下流域

ａ華北，ｂ長江下流域，ｃ四川

ａ長江下流域，ｂ華北，ｃ四川

ａ長江下流域，ｂ四川，ｃ華北

に入る人名として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

北魏の は，均田制や三長制をしいて農耕民社会の安定につとめ，ま

た平城（現在の大同）から洛陽に都を移し，鮮卑の服装や言語を禁止するなど積

極的な漢化政策をうち出した。しかし，これらの政策に反発する軍人の反乱をき

っかけに北魏は東西に分裂した。

文帝 太武帝 孝文帝 光武帝

世界史Ｂ
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界

史

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

世紀後半からである。仏教の普及にともない，さまざまな形で仏教の世界が表現

された。たとえば，甘粛省西端のオアシス都市 では粘土製の塑像と絵

画が生み出された。

酒泉 竜門 雲崗 敦煌

に入る人名として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

魏晋南北朝の時代に，仏教の普及に刺激されて道教が成立した。道教は古くか

らの民間信仰と神仙思想に道家の説を取り入れてできたもので，北魏で道士の

が教団をつくり勢力を拡大した。

老子 寇謙之 鳩摩羅什 荘子

文章中の ａ ・ ｂ ・ ｃ に入る語句の組み合わせとして正

しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

ａ 紀初めに南下し

て楽浪郡を滅ぼし，朝鮮半島北部を支配した。この頃小国が分立していた半島南

部でも統一がすすみ，東側に ｂ ，西側に ｃ が成立して，南側の地

は加耶（加羅）諸国となった。のちに唐が ｂ と連合し， ｃ と

ａ を滅ぼした。

ａ高句麗，ｂ百済，ｃ新羅

ａ新羅，ｂ高句麗，ｃ百済

ａ高句麗，ｂ新羅，ｃ百済

ａ新羅，ｂ百済，ｃ高句麗

世界史Ｂ

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

唐の軍隊については， の時代に始まった徴兵制度である府兵制が引

き継がれ，農民のなかから兵役にあてられたものが，一定期間，都の警護や辺境

の守備にあたることになっていた。

東魏 西魏 魏 晋

に入る人名として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

唐代には仏教が帝室・貴族の保護をうけて栄えた。たとえば， は，

ンド各地の仏跡を訪れた。その旅行の記録である『大唐西域記』は，当時の西域

・インドの状況を詳しく伝えている。

義浄 法顕 玄奘

唐の首都であった長安に関する説明として誤っている文を，次の ～ のう

ちから一つ選べ。

ササン朝の滅亡時には多くのイラン人が長安に移住し，ポロ競技などイラ

ン系風俗が流行した。イラン系風俗の流行は，当時の絵画や唐三彩の陶器にも

反映されている。

長安には，仏教寺院や道教寺院のほか， 教（ゾロアスター教）やマニ教

の寺院などもつくられたが，キリスト教系の寺院だけは徹底して排除された。

長安には，周辺諸国から多くの外国人留学生が集まっていた。その中には，

才能を見こまれて官僚に取り立てられるものもいた。安南節度使などの高官に

登用され，李白らとも交際した日本人の阿倍仲麻呂はその例である。

長安は，東アジア各地域の首都建設のモデルとなった。たとえば，奈良の

平城京も，長安にならった都市計画のもとで建設された。

世界史Ｂ

に入る人名として誤っているものを，次の ～ のうちから一つ選

べ。

唐代では，科挙で詩作が重んじられたこともあり， らが独創的な詩

風で名声を博した。

陶潜（陶淵明） 李白

杜甫 白居易

に入る人名として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

が帝位についた。 は，科挙官僚を積極

的に任用したが，このことは，政治の担い手が古い家柄の貴族から科挙官僚へと

移っていく一つの転機となった。なお， は中国史上ただ一人の女性皇

帝である。

楊貴妃 西太后 韋后 則天武后

世界史Ｂ

下の各問い（ ～ ）に答えよ。

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

中央アジアの東西交易路に沿う地域の住民の言語は，多くがインド＝イラン系

であった 民の国家， がおこり，勢力

を広げると，しだいにトルコ系の要素が加わるようになった。

鮮卑 突厥 フン 匈奴

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

中央アジアのイラン系住民である 人は，隊商交易に従事した商人で

あり，アケメネス朝で使われたアラム文字を草書化した 文字を東方に

伝えた。

ソグド カザフ パミール カシュガル

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

遼河上流に住むモンゴル系遊牧民の

うちたて，河北・山西の北部を領土に加え，華北に侵入して宋をおびやかした。

文字は，ウイグル文字と漢字との双方の影響を受けている。

契丹 女真 柔然 西夏

世界史Ｂ
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に入る人名として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

の率いるモンゴル軍は東欧に

侵入し，ワールシュタットの戦いでドイツ・ポーランド連合軍を破って，ヨーロ

ッパ世界を脅かした。

オゴタイ チャガタイ ジュチ バトゥ

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

）に都を定め，

国名を中国風に元（大元）と称し，ついで南宋を滅ぼして中国全土を支配した。

西安 成都 北京 開封

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

元の中国統治においては， と総称される中央アジア・西アジア出身

の人々が，財務官僚として重用された。

形勢戸 色目人 士大夫 羅馬人

世界史Ｂ

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

宋は文治主義をとり，中央集権の確立につとめるなかで，科挙を整備し，貴族

にかわって科挙出身の官僚が皇帝の手足として政治を担う体制がととのえられた。

科挙において皇帝みずから試験官となって最終試験をおこなう も，宋

代にはじまった。

院試 下試 殿試 面試

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

宋代には貨幣経済が発展した。大量の銅銭が発行され，主貨幣として広くもち

いられたほか，紙幣も発行された。北宋で発行された は，世界最古の

紙幣とみなされる。これは，はじめ四川の富商組合が発行した手形であったが，

経営不振におちいったため，政府が業務を引き継ぎ，紙幣として発行したもので

ある。

口銭 会子 飛銭 交子

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

金代の華北では，王重陽が道教の革新をとなえて，儒・仏・道を融合させた

をおこした。当時広まっていた禅宗の影響を受けて，平易で，庶民的な

性格をもっていた。

全真教 朱子学 一神教 訓詁学

世界史Ｂ

に入る人名として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

ねたフラ

た。彼の旅行記によって，大モンゴル国の実情がはじめて西ヨーロッパに伝えら

れた。

プラノ＝カルピニ マルコ＝ポーロ

モンテ＝コルヴィノ ルブルック

世界史Ｂ

次の文章Ａ～Ｃを読み，下の各問い（ ～ ）に答えよ。

Ａ には壮大なモスクや

ティムールや彼の子孫は学芸を好み，宮廷ではイラン文学や細密画の傑作がつくら

れたほか，すぐれたトルコ語の文学作品もあらわれた。また が建設した

天文台を中心に天文学や暦法も大いに発達した。

ティムール朝が衰えたあと，イランではサファヴィー朝が開かれた。サファヴィ

ー朝が最盛期を迎えたのは ａ のときである。 ａ はオスマン帝国とた

たかって領土の一部を取り返し，ポルトガル人をホルムズ島から追放した。さらに

新首都 ｂ を建設して，美しいモスク・学院・庭園などでこの首都をかざり，

「 ｂ は世界の半分」といわれるほどの繁栄をもたらした。その後サファヴィ

ー朝はしだいに衰え，オスマン帝国に再びイラクを奪われたが，この王朝のもとで

建築・美術・工芸に代表されるイランの芸術は最高度の発達をとげた。

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

アドリアノープル ブハラ

ヘラート サマルカンド

に入る人名として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

ウマル＝ハイヤーム ウルグ＝ベク

バーブル プトレマイオス

世界史Ｂ
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ａ ・ ｂ に入る人名・語句の組み合わせとして正しいものを，次

の ～ のうちから一つ選べ。

ａイスマーイール，ｂイスファハーン

ａイスマーイール，ｂダブリーズ

ａ ｂイスファハーン

ａ ｂダブリーズ

Ｂ

だ。たとえば，イスラーム教とヒンドゥー教との融合をはかる信仰が盛んとなった。

そのなかでは，愛と献身により神とともに生きることでカーストの区別なく解脱で

きると説き， の祖となったナーナクなども登場した。

その他の面での融合の動きもみられた。たとえば，各地の王の宮廷では，地方語

による作品がうみだされると同時に，それらの作品のペルシア語への翻訳がすすん

だ。公用語のペルシア語がインドの地方語とまざったウルドゥー語も誕生した。な

お，ウルドゥー語は，現在は の国語となっている。建築においても，イ

ンド様式とイスラーム様式が融合した などの壮大な建築が現在に残され

た。

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

ラマ教 シク教

バクティ信仰 バーブ教

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

パキスタン アフガニスタン

トルクメニスタン ウズベキスタン

世界史Ｂ

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

アンコール＝ワット アルハンブラ宮殿

タージ＝マハル モエンジョ＝ダーロ

Ｃ 明代後期の文化が動乱期の世相を反映してダイナミックな力強さを感じさせると

すれば，それに比較して清代の文化はおちついた繊細さをみせているといえる。明

清交替の混乱を経験した など清初の学者は，社会秩序を回復するには現

実を離れた空論でなく，事実に基づく実証的な研究が必要だと主張した。実証を重

視するその主張は清代中期の学者に受け継がれ，儒学の経典の校訂や言語学的研究

を精密におこなう が発展し銭大昕などの学者が出た。『紅楼夢』や

など，清代中期の長編小説も，細密な筆致で上流階級や士大夫たちの生活

を描写している

また，清朝はイエズス会の宣教師を技術者として重用していた。そのなかには，

たとえば，北京郊外に建設された円明園の設計に加わった がいる。一方，

宣教師たちによってヨーロッパに伝えられた儒教・科挙など中国の思想・制度や造

園術などの文化は，ヨーロッパ人のあいだに中国に対する興味を呼びおこした。

に入る人名として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

宋応星 徐光啓 顧炎武 李時珍

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

考証学 国学 公羊学 性理学

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

『水経注』 『儒林外史』

『漢宮秋』 『西廂記』

世界史Ｂ

に入る人名として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

アダム＝シャール（湯若望） ブーヴェ（白進）

フェルビースト（南懐仁） カスティリオーネ（郎世寧）

世界史Ｂ

次の文章Ａ～Ｄを読み，下の各問い（ ～ ）に答えよ。

Ａ ルネサンス文芸は，古代ローマの伝統が強かったイタリアでまず展開した。イタ

リアには『神曲』で知られる詩人 やボッカチオらが出たが，その影響下

でイギリスでも

デルラントの人文主義者エラスムスの『 』をはじめ社会を諷刺する作品

が多く書かれた。

に入る人名として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

ダンテ ミケランジェロ

ペトラルカ セルバンテス

に入る人名として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

シェークスピア トマス＝モア

モンテーニュ チョーサー

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

カンディード

ガルガンチュアとパンタグリュエルの物語

愚神礼讃

悪魔の詩

世界史Ｂ
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Ｂ イギリスの王権は 朝のもとで強化されたが，統治にあたって国王は，

議会で地域社会を代表したジェントリと呼ばれる大地主の支持を必要とした。イギ

積極的な

海外進出はこれを背景としていた。この点でイギリスは，中継貿易に依存していた

ⓐ
オランダにまさっていた。

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

ハノーヴァー テューダー

ステュアート ランカスター

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

絹織物 綿織物 毛織物 麻織物

下線部ⓐに関して誤っている文を，次の ～ のうちから一つ選べ。

首都アントウェルペン（アントワープ）はアムステルダムにかわって国際

金融の中心となった。

世界史Ｂ

Ｃ フランスでは，

の勅令でユグノーにも大幅な信教の自由を与えてユグノー戦争を終わらせ

た。こうして，フランスは国家としてのまとまりを維持することができた。

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

カペー アンジュー ヴァロワ ブルボン

に入る語句として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

パリ ナント リヨン ランス

Ｄ

きっかけに
ⓑ
三十年戦争が始まった。この戦争にはさまざまな国が参加して国際戦争

の様相を呈した。ハプスブルク家の王を戴いていたカトリック国 ａ はハプ

スブルク家の皇帝を支持したが，ハプスブルク家と対立していた ｂ はカト

リック国でありながら新教勢力と同盟して皇帝と戦った。

下線部ⓑの後に起きたこととして誤っている文を，次の ～ のうちから一

つ選べ。

ウェストファリア条約が締結され，ヨーロッパの主権国家体制が確立した。

ドイツ諸侯の主権は否定され，ハプスブルク家の皇帝権力が強まった。

スウェーデンはバルト海を内海とする「バルト帝国」を成立させた。

スイスが独立を正式に認められた。

世界史Ｂ

ａ ・ ｂ に入る語句の組み合わせとして正しいものを，次の ～

のうちから一つ選べ。

ａスペイン，ｂフランス ａスペイン，ｂオランダ

ａポルトガル，ｂスペイン ａデンマーク，ｂスウェーデン

世界史Ｂ
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政 治・経 済
（解答番号 ～ ）

日本国憲法における基本的人権に関する以下の問い（ ～ ）に答えよ。

プライバシーの権利に関係する記述として，正しいものはどれか。次の ～

のうちから一つ選べ。

プライバシーの権利は，絶対君主制のもとで権力の専制により個人の私的

生活が，議会の同意なく平穏を害される結果を防止するために主張された。

プライバシーの権利は，公民権運動の結果として実定法化された。

プライバシーの権利は，日本国憲法の「内心及び良心の自由」の保障から

導かれ，判例で認められた。

プライバシーを保護するためには，表現の自由も制限されることがあると

いうのが判例である。

自己決定権に関する記述として誤っているものはどれか。次の ～ のうち

から一つ選べ。

医療における自己決定権としてインフォームドコンセントが重要とされて

いる。

公共的な事柄に関して公権力などの他者の干渉や介入を受けることなく，

みずからの意思で決定できる権利のことである。

尊厳死もこの権利に基づいて主張される。

基本的人権の考え方の基礎にある「個人の尊重」の原理について規定した憲法

の条文を，次の ～ のうちから一つ選べ。

私人による人権侵害について憲法の趣旨を及ぼすべきであるとした事件を，次

の ～ のうちから一つ選べ。

国籍法非嫡出子差別規定違憲判決事件

非嫡出子相続分格差訴訟事件

再婚禁止期間違憲訴訟事件

男女別定年制事件

「法の下の平等」について，憲法に規定されているものとして適切ではないも

のを，次の ～ のうちから一つ選べ。

男女雇用機会の均等

貴族制の禁止

教育の機会均等

家族生活における両性の平等

環境権に関する記述として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

鞆の浦景観訴訟において，広島地裁は，埋め立て・架橋計画の差止めを認

めなかった。

環境権とは，「良好な環境を享受する権利」といわれている。

政治・経済

通信傍受法に関する記述として正しいものを，次の ～ のうちから一つ選

べ。

民間事業者が保有する個人情報を保護する法律である。

一定の条件のもとで，捜査機関による電話などの通信傍受を合法化する法

律である。

行政機関が指定した「特定秘密」につき，漏洩などをした者を処罰する法

律である。

住民票にコード番号を付け，一元的に管理する法律である。

削除人権の国際的保障に関する記述として適切でないものを次の ～ のうちか

ら一つ選べ。

国際人権規約は，「経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約」と

「市民的及び政治的権利に関する国際規約」からなっている。

国際人権規約と同時に「市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議

定書」が採択された。

日本は，「市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書」を批准し

ている。

政治・経済

問 8　削除

日本の政治機構・地方自治に関する下の問い（ ～ ）に答えよ。

衆議院だけ認められている権限は何か。最も適当なものを，次の ～ のう

ちから一つ選べ。

国政調査権 条約承認権

内閣総理大臣指名権 法律案再議決権

省庁の政策分野に強い力をもつ議員を何というか。最も適当なものを，次の

～ のうちから一つ選べ。

政党 族議員

政策グループ 派閥

法人格を与えて行政の活動から離れさせ，行政の事務および事業を担い，独自

に活動する組織として，最も適当なものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

公益行政法人 特定行政法人

自治行政法人 独立行政法人

国家公安委員会は，どの行政機関（中央官庁）に設置されている外局（機関）

か。最も適当なものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

法務省 防衛省 内閣府 総務省

下級裁判所の種類として，最も適当なものを，次の ～ のうちから一つ選

べ。

民事裁判所 刑事裁判所 行政裁判所 簡易裁判所

政治・経済
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地方公共団体が行う自治事務の種類として，最も適当なものを，次の ～

のうちから一つ選べ。

国政選挙 都市計画の策定

旅券の交付 戸籍事務

宮内庁は，どの行政機関（中央官庁）に設置されている外局（機関）か。最も

適当なものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

内閣府 文部科学省 総務省 外務省

地域において市民が生活していくのに最低限必要な生活水準を何というか。最

も適当なものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

シビル・ミニマム ナショナル・ミニマム

パブリック・ミニマム コモン・ミニマム

政治・経済

次の文章を読み，下の問い（ ～ ）に答えよ。

を編入したことで欧米を中心と

する
ａ
国際社会との対立が深まっていた。

ーロッパで起こった三十年戦争の講和条約である がきっかけだとされてい

ｂ
アフリカ諸国に代表される旧植民地の独立や冷戦終結後の国家の分離・独立などによ

ｃ
国際社会の現実を安保理に十分に反映させ，安保理の正当性，代表性や実効性を高め

る改革を行う必要がある。

空欄 に入るものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

カリーニングラード クリミア半島

バルト三国 ベラルーシ

裁措置として正しいものを次の ～ のうちから一つ選べ。

ロシアの国連の常任理事国の地位を一時停止した。

主要国首脳会

となった。

ロシアの提唱によって設立されたＣＯＭＥＣＯＮを解体させた。

ロシアでのソチオリンピックを日本も含めて西側世界がすべてボイコット

した。

政治・経済

空欄 に入るものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

アウグスブルクの和議 トルデシリャス条約

ユトレヒト条約 ウェストファリア条約

下線部ｂに関する説明として誤っているものを次の ～ のうちから一つ選

べ。

コンゴ自由国を圧政

ーではその像が近年公共の場から行政によって撤去された。

国際連合や国際社会の非難の高まりを受けて南アフリカは戦後実施してい

たアパルトヘイトを廃止した。

アルジェリアとモロッコはともにオランダから独立した。

下線部ｃについて，国際連盟の常任理事国と国際連合の発足当初の安全保障理

事会の常任理事国にかんする組み合わせとして正しいものを次の ～ のうち

から一つ選べ。

国際連盟：アメリカ・イギリス・フランス・日本

国際連合：アメリカ・イギリス・フランス・ソ連・ドイツ

国際連盟：イギリス・フランス・日本・イタリア

国際連合：アメリカ・イギリス・フランス・ソ連・ドイツ

国際連盟：アメリカ・イギリス・フランス・日本

国際連合：アメリカ・イギリス・フランス・ソ連・中華民国

国際連盟：イギリス・フランス・日本・イタリア

国際連合：アメリカ・イギリス・フランス・ソ連・中華民国

政治・経済

次の文章を読み，下の問い（ ～ ）に答えよ。

軍縮とは，国際的な合意の下で特定の軍備の縮小又は兵器の削減を行い，さらには

ａ
キューバ危機を経て，

まれ，主として核大国間の戦略均衡の仕組みを作り上げることが重視された。冷戦末

期から冷戦終結後は，軍縮の側面がより重視されるようになり，中距離核戦力全廃条

約も成立した。冷戦後には
ｂ
対人地雷全面禁止条約も結ばれた。

日本は，唯一の戦争被爆国として，
ｃ
核兵器のない世界の実現に向け国際社会の取組

国際連合で採択された を取り巻く対応に見られるように，核軍縮の進め方

をめぐっては，核兵器国と非核兵器国の間においても立場の違いが見られる。こうし

た状況下，核軍縮を進める上では核兵器の非人道性と安全保障の観点を考慮し，核兵

器国の協力を得ながら，現実的かつ実践的な取組を粘り強く進めていく必要がある。

下線部ａに関する説明として正しいものを次の ～ のうちから一つ選べ。

このときのキューバの指導者はアギナルドであった。

このときのアメリカの指導者は共和党のケネディであった。

この翌年にソ連のガガーリンが人類初の宇宙飛行を行った。

このときのソ連の指導者はフルシチョフであった。

下線部ｂは何条約と一般的に言われるだろうか，次の ～ のうちから一つ

選べ。

ワシントン条約 オタワ条約

パリ条約 ガン条約

政治・経済
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経済・金融に関する下の問い（ ～ ）に答えよ。

家計の所得から税や社会保険料を支払った残りとして，適当なものを次の

～

給与収入 家計収入 可処分所得 税込所得

経済学における企業の説明として，誤っているものを次の ～

べ。

生産活動を行う経済主体である。

利潤を可能な範囲で最大化することを主たる目的とする経済主体を含む。

労働力をもとに財・サービスを生産・販売して利益を得る経済主体である。

発行した株式を証券取引所に上場している経済主体のみである。

現代経済は経済主体である家計・企業そして政府が互いに取引を行うことで成

立している。では，政府と家計の関係を見ると，家計は政府に対して租税を支払

う一方，政府から得ているものとして，適当なものを次の ～

土地・資本 公共財（社会保障など）

配当 労働力

の説明として，最も適当なものを次の ～

ＧＤＰに家事労働の金額を加えた値である。

ＧＤＰから環境負荷の金額を差し引いた値である。

ＧＤＰを人口で割って算出される値である。

ＧＤＰに海外からの純所得を加えた値である。

政治・経済

問 4　削除

次の ～ のうちから一つ選べ。

ブッシュ オバマ プーチン トランプ

空欄 に入るものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

核不拡散条約

核兵器禁止条約

部分的核実験禁止条約

第二次戦略兵器削減条約（ＳＴＡＲＴ Ⅱ）

政治・経済

市場メカニズムによると，もしも原材料費が値上げされたとき，その原材料を

使用して生産される財の価格と取引量はどのように変化するか。最も適当なもの

を次の ～

完全競争市場を想定する。

価格は高くなり，取引量は増える。

価格は高くなり，取引量は減る。

価格は安くなり，取引量は増える。

価格は安くなり，取引量は減る。

経済の取引は，仮に他の選択を行っていたのであれば得られたと考えられる収

入を犠牲にしていると考えることができる。これは経済学では何と呼ばれるか。

最も適当なものを，次の ～

機会費用 希少性 実費用 トレードオフ

金融政策の手段の一つに公開市場操作（オペレーション）がある。景気が悪い

ときに行うオペレーションとして，最も適当なものを次の ～

日本銀行が国債等を銀行等へ売却し，その代金を回収することで，金利の

低下を導く。

日本銀行が国債等を銀行等から買い入れ，その代金を銀行等へ支払うこと

で，金利の上昇を導く。

日本銀行が国債等を銀行等から買い入れ，その代金を銀行等へ支払うこと

で，金利の低下を導く。

日本銀行が国債等を銀行等へ売却し，その代金を回収することで，金利の

上昇を導く。

政治・経済

問 6　削除

して，最も適当なものを次の ～

銀行は，預金から支払い準備を残して，他を企業等へ貸し出す業務を行ってい

る。貸し出された資金は，いったん借り手の当座預金に入金された後，取り引き

の支払いにあてられる。この場合，支払いは代金を受け取る側が指定する他の銀

行に，当座預金として振り込まれる。振り込みを受けた銀行は，この預金をもと

に貸し出しを行う。この行為が複数の銀行の中で繰り返されることで，元の預金

の何倍にも及ぶ預金通貨が作られる。この一連のことを何というか，最も適当な

ものを次の ～

金融政策 信用創造 証券化 財政政策

企業の資金調達に関する記述として，最も適当なものを，次の ～

つ選べ。

企業の資金調達手段として，銀行から融資を受けることを直接金融という。

株式発行によって調達した資金は自己資本であり，返済の必要がない純資

産である。

債券発行によって資金を調達する際，借り手の返済能力が高いほど金利は

上がる。

債券発行によって調達した資金は負債だが，直接金融なので返済する義務

はない。

政治・経済

問 8　削除
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外国為替に関する記述として，最も適切なものを次の ～

一般的に，円安ドル高の方が，日本の輸出企業にとって有利に作用する。

アメリカの貿易赤字が拡大すると，円安ドル高が進みやすくなる。

日本が政策金利を引き上げていくと，円安ドル高が進みやすくなる。

。その結果，欧州中央銀行（ＥＣＢ）

によって一元的に決定されることになったものとして正しいものを，次の ～

財政政策 移民政策 安全保障政策 金融政策

政治・経済

経済に関する以下の問い（ ～ ）に答えよ。

低炭素社会を実現するためにとられている対策として誤っているものを次の

～

グリーンエネルギーの活用 スマートグリッドの実施

フロンガスの使用 環境税の導入

農業者みずからが，生産物の生産・加工・販売まで行うことを何というか，最

も適当なものを次の ～

資源・エネルギーの特徴に関して，最も適当なものを次の ～ から選べ。

日本は世界一の資源輸出国である。

日本は天然ガスなどに支えられた資源大国である。

日本は資源小国である。

日本は鉄鉱石，ボーキサイト，リン，鉱石，化石燃料などの資源に恵まれ

ている。

同じ労働に対しては，パートタイムの社員でも正社員と同じ賃金にすることを

何というか。最も適当なものを次の ～ から選べ。

ノー残業デー 終身雇用制度

ワークライフバランス 同一労働同一賃金の原則

政治・経済

問 2　削除

問 3　削除

道具を使った手工業の生産性を分業によって向上させた形態を何というか。最

も適当なものを次の ～ から選べ。

産業革命 情報革命

マニュファクチュア 社会主義経済

商業資本が，手工業の職人たちに，生産の際に必要なものを前貸しして，後に

製品を集めて販売する形態を何というか，最も適当なものを次の ～ から選

べ。

問屋制家内工業 工場制手工業

機械制手工業 工場内分業

産業構造に関する記述として，最も適当なものを次の ～ から選べ。

企業や加入者が保険料を出し合い，その運用結果によって給付額が決まる制度

を何というか。最も適当なものを次の ～ から選べ。

基礎年金 確定拠出年金

介護保険制度 地域保健法

政治・経済

問 8　削除

次の文章を読み，下の問い（ ～ ）に答えよ。

アメリカを中心とする連合国は，第二次世界大戦後の国際的な経済体制を確立する

ため，
ａ

を結んだ。そこで，米ドルを基軸通貨と定め， と

の交換を認めた。それ以外の通貨については，ドルと一定のレートで交換することが

できる固定相場制を採用した。しかし，アメリカの国際収支の赤字が恒常化したこと

ｂ
当時のアメ

リカ大統領は突如， とドルの交換停止を宣言した。その後，スミソニアン

協定が結ばれ， 上で固定相場制を続ける試みがなされた。しかし，固定相

場制を維持することが次第に困難となり，先進各国は相次いで変動相場制へ移行した。

空欄 に入るものを，次の ～

プラザ合意 ブレトンウッズ協定

キングストン合意 ルーブル合意

下線部ａの時期に，為替相場の安定や貿易の拡大を目指して設立することが決

まった国際機関の名称として正しいものを，次の ～

国際決済銀行（ＢＩＳ） 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）

世界貿易機関（ＷＴＯ） 国際通貨基金（ＩＭＦ）

空欄 に入るものを，次の ～

金 ダイヤモンド

プラチナ 特別引出権（ＳＤＲ）

政治・経済
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下線部ｂは何と呼ばれているか，最も適当なものを，次の ～

べ。

ケネディショック ニクソンショック

カーターショック レーガンショック

空欄 に入るものを，次の ～

基軸通貨を英国ポンドに変更した 基軸通貨を廃止した

ドルを切り上げた ドルを切り下げた

政治・経済
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（解答番号 ～ ）

次の文章は，「（耕論）食品値上げの不安」に掲載された藤原辰史「排外主義，

結びついた歴史」 と省略をした）

である。この文章を読み，下の問い（ ～ ）に答えよ。 ～

今の食品値上げの原因の一つは，
ⓐ
ロシアによるウクライナ侵攻ですが，戦争による

人も飢えました。戦後，朝から晩までスーパーなどに食品が並ぶ
ⓑ
大量生産・大量消費

のシステムができたのは，戦中世代の飢えの恐怖の裏返しではないかと思います。

飢えは人間の
ⓒ
不安の根幹にあり，食べ物が手に入らなくなる，という不安はコント

ロールできないものです。注意すべきは，その不安が政府などによって，本来あるべ

きとは異なる方向に向けられ，利用されることです。

私が研究するドイツで

よる海上封鎖の「兵糧攻め」で流通は滞り，買い占めや売り惜しみが起きました。食

料不足が深刻になった時，行われたのが「ユダヤ人センサス」です。ユダヤ人が軍務

を逃れているとのうわさを確かめる，という名目の調査で，国民の不安をユダヤ人へ

日とも呼ばれた株の暴落に始まる で生活不安が高まると，こうした人々の

飢えの記憶をよみがえらせて「飢餓からの解放」を訴えました。
ⓓ
飢餓の記憶は，ナチ

スが政権を得る後押しになったのです。彼らは，当時の食料政策の失敗の責任もユダ

ヤ人に押しつけました。

このように，食料不安は容易にレイシズム（人種差別）に結びつくものです。レイ

シズムは「悪いのは誰か」をもっともらしく説明し，不安を癒やしてくれるからです。

日本でも食料危機が次の段階に進んだ時に，
ⓔ
排外主義や差別が起きる可能性もある

と懸念しています。
ⓕ
子どもの貧困や食の問題に強い関心を持っている人の中にも，差

別意識に凝り固まった人がいます。悪意ある言葉が用いられることもあるかもしれま

せん。少なくともドイツでは，そうでした。

では，不安はどこに向ければよいのか。食べられない人に食料を融通しないのは政

府の怠慢なので，政府に向けるべきでしょう。防衛費を増やす余裕があるなら，困っ

ている人が食べて生活できる基盤づくりに国費を使う方が優先されるべきです。この
ぜいじゃく

半世紀，
ⓖ
日本は工業優先で農業をないがしろにし，先進国では珍しいほどの脆弱な

国になりました。自然環境に恵まれた風土を生かし，小規模多品目の農業を育ててい

くことを，考えるべき時期だと思います。

下線部ⓐに関連して，ロシアとウクライナの間で生じている武力紛争のように，

第二次世界大戦以降に生じた国際的な武力紛争に関する説明として最も適当なも

のを，次の ～ のうちから一つ選べ。

スーダン共和国西部のダルフールにおける紛争は，アラブ系住民と非アラ

ブ系住民の対立から生じた。

アメリカに

より終結し，イスラム原理主義運動組織が政権を掌握した。

シリア内戦は，タリバン政権と複数の反政府組織間による紛争だが，ロシ

ア軍も介入し，複雑化している。

パレスチナでは，キプロスの国家形成によって居住地を追われたパレスチ

ナ人が，半世紀以上に渡って抵抗を続けている。

現代社会

下線部ⓑに関連して，以下の文章は「大量生産・大量消費によって生じる問

題」について述べたものである。この文章中の下線部 ～ のうち，適当でな

いものを一つ選べ。

日本では，富国強兵の下，工業化を急いだことから明治時代には足尾銅山の鉱

水
お だく

質汚濁を原因とする水俣病・新潟水俣病やイタイイタイ病，大気汚染を原因とす

る四日市ぜんそくなどの公害が発生した。このため，公害・環境問題対策の必要

性から，

下線部ⓒに関連して，青年期にはさまざまな不安を抱くことが多いが，この青

年期に関する記述として最も適当なものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

フランスで活躍したルソーは，青年期を身体的発達，心理的発達，社会的

発達を達成する期間と捉え，「第三の誕生」と呼んだ。

ホリングワースは，青年は「家族の監督からはなれ，一人の独立した人間

になろうとする衝動」を持つとし，青年期を「社会的離乳」とたとえた。

レヴィンは，子どもでも大人でもなく，子どもと大人どちらの世界にも安

定した帰属意識を持たない存在としての青年を「マージナルマン」と呼んだ。

青年期は，社会の価値観や親の価値観と対立することから，「第一反抗期」

と呼ばれている。

文章中の に当てはまる語句として最も適当なものを，次の ～ の

うちから一つ選べ。

ロシア革命 パンデミック

世界恐慌 リーマン・ショック

現代社会

1950年代

下線部ⓓに関連して，飢餓の撲滅は現代の国際社会においても，重要な課題で

あり，以下の文章は，このような飢餓を撲滅するための世界的な開発援助に関し

て説明したものである。この文章中の下線部 ～ のうち適当でないものを一

つ選べ。

末からは，人間の基本的ニーズ（ＢＨＮ）の充足という考え方を援助政策に取り

人間開発指数（ＨＤＩ）が導入さ

れ，「人間中心の開発」を掲げ貧困層に直接届く援助も行われるようになった。

その後， 標（ＭＤＧｓ），

成を目指す持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）が設定され，貧困や飢餓の撲滅が目

指されている。

下線部ⓔに関連して，さまざまな差別の解消は私たちにとって重要な課題であ

る。このような差別のない，人間の尊厳が保障される公正な社会を目指した人物

に関する記述として最も適当なものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

ロールズは，すべての人にとって公正であるための原理として，平等な自

由の原理，機会均等の原理を示し，潜在能力（ケイパビリティ）の平等な実現

を主張した。

ガンディーは，真理の把握（サティアグラハ）こそ不正を打ち破る武器で

あると考え，人々に対して社会へ参加しながら生きること（アンガージュマ

ン）を求めた。

マザーテレサは，「愛の反対語は憎しみではなく無関心である」と述べ，貧

しい人のために働くことを目的とした施設を設立，活動し，ノーベル平和賞を

受賞した。

アマルティア・センは，人種隔離政策（アパルトヘイト）が行われていた

南アフリカの人種差別撤廃運動で活躍，後に同国の大統領に就任し，ノーベル

平和賞を受賞した。

現代社会
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下線部ⓕに関連して，日本の社会保障制度に関する説明として最も適当なもの

を，次の ～ のうちから一つ選べ。

公的扶助には，生活扶助などがあり，生活困窮者に対して必要とされる援

助を行う制度で，保険料を主たる財源としている。

類があり，

保険料を主たる財源としている。

社会福祉には，児童福祉・母子福祉・老人福祉・障害者福祉があり，対象

者に対して施設やサービスを提供していて，保険料を主たる財源としている。

公衆衛生には，新型コロナウイルス感染症対策などが含まれており，保健

所を中心とした活動を行うことから，税金を主たる財源としている。

現代社会

からいえることの説明として最も適当なものを，次の ～ のうちから一つ選

べ。

. . .

. .. . ..

第一次産業 第二次産業 第三次産業

人口・世帯」統計表」のデータにより作成。調査年により産業分類に違いがある場合

る。

現代社会

問 8　削除

の割合は増加している。

の割合は増加している。

の割合は減少している。

の割合は減少している。

現代社会

問 8　削除

次の文章を読み，下の問い（ ～ ）に答えよ。 ～

古代中国においては，諸子百家とよばれる思想家が存在した。道家は，自然のまま

の自由な生き方を主張したが，儒教とも呼ばれる を祖とする
ⓐ
儒家の思想は，

ⓑ
日本においては江戸時代に大きく広がった。儒教は，現在でも東アジアにおいては大

きな影響を与えているが，日本では明治に入ると中国だけでなく，西洋からの影響を

受け，
ⓒ
和魂洋才と呼ばれる西洋思想の受容が行われることとなった。

文章中の に当てはまる最も適当な人物を，次の ～ のうちから一

つ選べ。

老子 荘子 孔子 孟子

下線部ⓐに関連して，儒家による言葉として適当でないものを，次の ～

のうちから一つ選べ。

故きを温ねて新しきを知る。

大道廃れて仁義あり。

巧言令色鮮し仁。

学んで思わざれば則ちくらく，思うて学ばざれば則ち殆し。

現代社会
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経済と生活に関する，下の問い（ ～ ）に答えよ。 ～

企業が，その会社の規模を拡大する際に取る合併等の手段を表す言葉として最

も適当なものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

メセナ アウトソーシング

ディスクロージャー Ｍ＆Ａ

適当でないものを，次の

～ のうちから一つ選べ。

郵政三事業の公社化及び民営化 国鉄の分割民営化

構造改革特区の設置 地方分権化のための「三位一体改革」

ケネディの提唱した消費者の四つの権利の内容として適当でないものを，次の

～ のうちから一つ選べ。

安全の権利 知らされる権利

意見を聞いてもらう権利 消費者教育を受ける権利

市場の失敗の例として適当でないものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

独占により高いまま硬直化した価格。

多くの人が同時に消費する警察や，道路やダムなどの公共財の供給。

公害などによる社会的費用を無視した企業による過剰生産。

企業側の購入者に対する情報開示によって適正な価格で提供される取引。

現代社会

問 3　削除

下線部ⓑに関連して，江戸時代に活躍した人物の説明として最も適当なものを，

次の ～ のうちから一つ選べ。

本居宣長は，中国の朱子学を取り入れ，「存心持敬」を道徳の根本として，

幕藩体制を支える学問とした。

林羅山は，儒学の本来の精神を「先王之道」であるとし，礼楽刑政の道に

従うことを説いた。

伊藤仁斎は，朱子学の考え方を批判するのみならず，陽明学の考え方も批

判し，原典に直接当たることで聖人の哲学や思想を理解しようとした。

荻生徂徠は，仏教や儒教の考え方を批判し，もののあはれを知る心を大切

にすることを説き，国学という学問を完成させた。

下線部ⓒに関連して，日本における西洋思想の受容に関する説明として適当で

ないものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

中江兆民は，『社会契約論』を翻訳し，自由民権運動を理論的に支えたこと

から，「東洋のルソー」とも呼ばれることとなった。

内村鑑三は，「二つのＪ」，つまり日本の伝統とキリスト教の一致を説き，

日本の伝統を紹介する『武士道』を著した。

森鴎外は，新しい思想を振り回すのではなく，神話や神などの虚構性を認

めつつも，それらが事実である「かのように」みなす形での哲学を論じた。

夏目漱石は，日本の開化を外発的なものと批判し，近代人の自我とその孤

独感を乗り越えた則天去私の境地を描こうと試みた。

現代社会

国際経済における経済に関する協定などの説明として最も適当なものを，次の

～ のうちから一つ選べ。

マーストリヒト条約では，ＥＵ（ヨーロッパ連合）加盟国の共通通貨とし

てユーロを導入することが決定された。

ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）の首脳会議により，アセアン自由貿易

地域（ＡＦＴＡ）が結成され，日本も参加した地域経済協力圏が形成された。

日本は，ＥＰＡ（経済連携協定）をロシア及びインドネシアとの間で締結

し，単純労働者の受け入れを認めることとなった。

アメリカとカナダが締結した北米自由貿易協

失効し，現在は米国・カナダの二国間での協定が締結され，発効している。

国際収支のうち，金融収支に含まれるものとして最も適当なものを，次の

～ のうちから一つ選べ。

資本移転等収支 貿易・サービス収支

証券投資 第二次所得収支

現代社会

問 5　削除

外国為替レートに関する説明として最も適当なものを，次の ～ のうちか

ら一つ選べ。

レートが今成立していると仮定した場合，円の価値が

レートが今成立していると仮定した場合，円の価値が

円のように変化する。

レートが今成立していると仮定した場合，円の価値が

レートが今成立していると仮定した場合，円の価値が

第二次世界大戦終戦直後の日本で行われた三大改革に含まれるものとして最も

適当なものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

財閥解体 ドッジ・ライン

特需 所得倍増計画

現代社会
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次の文章を読み，下の問い（ ～ ）に答えよ。 ～

⑴ 経済の状況を把握するための統合的な計算体系としては があり，これ

をはかる指標としての
ⓐ

産された財・サービスから，その生産に要した原材料などの中間生産物を差し引

年において日本はアメリカ，

⑵ ＧＤＰの額が変化していくことを経済成長といい，ＧＤＰの伸び率である経済成

長率は社会のさまざまな要因を反映して毎年変動する。経済成長率は，物価の変

化と数量の変化の両方を含む と，物価の変動を除去したものがある。

ⓑ
この

周期にはいくつかの種類があることが知られている。また短期間のうちにおこる

急激な後退を と呼ぶ。

⑶ 高い経済成長を実現する一方で，自然環境を破壊したとしても，それらが財やサ

ービスのような市場価格を持たない限り，ＧＤＰには反映されない。このため，

自然環境等を配慮した新たな指標も開発されている。余暇や自由時間をプラスの

要因に，環境破壊などをマイナスの要因としてＧＤＰに加算し，国民生活を福祉

的な側面から評価しようとする
ⓒ
国民純福祉やＧＤＰから環境対策費用などを引く

ことで，経済活動が環境に及ぼす影響を反映させた などが挙げられる。

文中の に当てはまる語句として最も適当なものを，次の ～ のう

ちから一つ選べ。

国営経済計算 国内経済計算

国際経済計算 国民経済計算

現代社会

下線部ⓐに関連して，ＧＤＰの日本語訳として最も適当なものを，次の ～

のうちから一つ選べ。

国民総所得 国民純生産

国内総生産 国民所得

文章中の に当てはまる語句として最も適当なものを，次の ～ の

うちから一つ選べ。

ドイツ インド 中国 フランス

文章中の に当てはまる語句として最も適当なものを，次の ～ の

うちから一つ選べ。

名目経済成長率 実質経済成長率

実体経済成長率 物価水準成長率

下線部ⓑに関連して，景気循環の分類の説明として最も適当なものを，次の

～ のうちから一つ選べ。

文章中の に当てはまる語句として最も適当なものを，次の ～ の

うちから一つ選べ。

デフレーション 恐慌

インフレーション スタグフレーション

現代社会

下線部ⓒに関連して，国民純福祉の略称として最も適当なものを，次の ～

のうちから一つ選べ。

ＮＮＰ ＧＳＰ ＮＮＷ ＣＳＲ

文章中の に当てはまる語句として最も適当なものを，次の ～ の

うちから一つ選べ。

持続可能ＧＤＰ エコＧＤＰ

グリーンＧＤＰ

現代社会

次の高校生Ａと教師Ｂによる会話文を読み，下の問い（ ～ ）に答えよ。

～

Ａ：今日の昼食は和食でしたが，その
ⓐ
原材料の多くが輸入されていると聞きました。

Ｂ：そうだね。反対に諸外国に対しては，多くの日本製の自動車が輸出されているよ

ね。

Ａ：はい。なぜそのようなことが起こるのでしょうか？

Ｂ：自国にないものや相対的に得意でないものを他国から買い，他国には得意なもの

を売ることで貿易が成り立つんだ。そうすることによってお互いの利益になるか

らね。つまり，
ⓑ
それぞれの国が得意な分野の製品を多く生産し，得意でない分野

の製品の生産を縮小させることが生産効率を高めることになるんだね。

Ａ：貿易量が多いほど得られる利益が大きくなるんでしょうか？

Ｂ：そのとおり。

Ａ：それでしたら貿易には何も制限をかけないほうが国全体としては望ましいという

ことになりますね。

Ｂ：基本的にはそうなんだけど，自由貿易によって不利益を受ける人もいるよね？例

えば
ⓒ
海外から安いお米が輸入されたら日本の農家は困ってしまうよね。だから国

内産業を保護するために をかけたり，輸入を制限したりする

が行われたりするんだ。
ⓓ

先進国のように経済発展するためには が不可避であると言っているね。

Ａ：それによって問題は起きないんでしょうか？貿易摩擦という言葉を聞いたことが

あります。

Ｂ：よく勉強しているね。貿易摩擦は輸入される製品が国内の製品と競合する場合に

起こるんだ。消費者にとっては安い商品が入ってくることはいいことだけど，生

との

貿易摩擦では，日本製品の輸入増加により， 国内の自動車産業などが

不振に陥り，労働者の一時解雇などをもたらしたため，強烈な日本たたきが起こ

ったよね。

Ａ：最近はそのような問題は起きていないのでしょうか？

Ｂ：最近は， 経済における中国の存在感が高まっているため，中国との間

現代社会
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で貿易摩擦が起こっているね。

Ａ：なるほど。納得できました。本日はありがとうございました。

～ のうちから一つ選べ。の

経済学及び課税の原

理』で提唱した説を，次の ～ のうちから一つ選べ。

限界効用説 労働価値説

比較生産費説 効用価値説

文章中の に当てはまる最も適当な用語を，次の ～ のうちから一

つ選べ。

関税 消費税 法人税 貿易税

下線部ⓒに関連して，以下の文章を読み， に当てはまる語句として

最も適当なものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

戦後の国際貿易体制を支えてきた，ＧＡＴＴの ラウンドにおいて，

農業分野の交渉では農作物の例外なき関税化が決定した。

ケネディ 東京 ウルグアイ ドーハ

現代社会

2021年度の我が国のカロリーベースの食料自給率を次

文章中の に当てはまる最も適当な用語を，次の ～ のうちから一

つ選べ。

直接貿易 間接貿易 仲介貿易 保護貿易

～ のう

ちから一つ選べ。

『有効競争の理論』 『諸国民の富（国富論）』

『経済学の国民的体系』 『資本論』

文章中の に当てはまる最も適当な国名を，次の ～ のうちから一

つ選べ。

韓国 アメリカ ロシア フィンランド

現代社会

次の問い（ ～ ）に答えよ。 ～

日本国憲法に関する説明として最も適当なものを，次の ～ のうちから一

つ選べ。

日本国憲法は国の最高法規であることから，その条規に反する法律，命令，

詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は無効である。

国会議員と公務員は日本国憲法を尊重する義務を負うが，違憲立法審査権

を有する裁判官はその義務を負わない。

日本国憲法は国民投票を通じた改正が可能であることから，軟性憲法に分

類される。

日本国憲法の条規を解釈する権限が政府にはないことが，日本国憲法には

明記されている。

日本国憲法に規定されていないものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

地方自治について 刑事補償について

国の財政について 大規模災害対策について

日本国憲法に規定されている，いわゆる「国民の三大義務」に該当しないもの

を，次の ～ のうちから一つ選べ。

勤労義務 投票義務

納税義務 子供に普通教育を受けさせる義務

現代社会

明として適当でないものを，次の ～ のうち

から一つ選べ。

日本国憲法 戦争の放棄だけでなく，武力の行使と武力によ

る威嚇も放棄すると規定している。

日本国憲法 戦争及び武力の行使を放棄すると規定している

が，武力による威嚇を放棄するとは規定していない。

日本国憲法 陸海空軍その他の戦力の不保持について規定し

ているが，自衛隊が陸海空軍その他の戦力に該当しないことについては規定し

ていない。

参政権に関する説明として最も適当なものを，次の ～ のうちから一つ選

べ。

明治以降の日本で女

た衆議院議員選挙である。

平成以降の参議院議員選挙においては，日本国籍を取得していない永住外

国人にも選挙権が認められている。

三権分立を維持するため，裁判員となっている期間は選挙権が一時的に停

止される。

いわゆる「一票の格差」を争点として，国政選挙の無効を求める訴訟が各

地で起こされてきたが，いずれの訴訟においても，投票価値の平等には反して

いないことを理由に合憲とする判決が出ている。

現代社会
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天皇に関する説明として適当でないものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

日本国憲法制定の検討段階において日本政府がとりまとめた当初の改正案，

いわゆる「松本案」では，天皇主権が維持されていた。

天皇は日本国憲法に規定される国事行為のみを行い，国政に関する権能を

有しない。

条において，天皇は日本国民統合の代表であり，その地位

は主権者である日本国民の多数意見に基づくものであると規定されている。

憲法改正の公布，国会の召集，衆議院の解散は，天皇が行う国事行為に含

まれる。

以下の文章中の下線部ⓐ～ⓓには一つだけ誤りがある。どれをどのように直せ

ばよいか。最も適当なものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

ⓐ ⓑ
靖国神社

が挙行する宗教上の祭祀である例大祭に際して，玉串料を
ⓒ
県知事の私費から支出

り争われた訴訟で，最高裁判所大法廷は両規定に違反するものであると判示した。

なお，この判決において，裁判官
ⓓ

ⓐ 政教分離 → 県知事の信教の自由

ⓑ 靖国神社 → 伊勢神宮

ⓒ 県知事の私費 → 県の公金

現代社会

法律の制定過程に関する説明として最も適当なものを，次の ～ のうちか

ら一つ選べ。

国会において法律案が採決される際の賛否については，政党に所属する議

員は所属政党の決定に従う法的義務があり，いわゆる党議拘束と呼ばれる。

衆議院で可決された法律案が参議院で否決された場合，両院の平等取扱い

の原則に従い，その法律案は否決されたものとして扱われる。

衆議院で可決された

内に議決しない場合，その法律案は参議院で可決されたものとして扱われる。

国会で採決される法律案は，内閣が国会に提出したもののほか，議員が国

会に発議したものもあり，後者はいわゆる議員立法と呼ばれる。

以下の文章中の ア ， イ に当てはまる語句の組み合わせとして最

も適当なものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

罪刑法定主義とは，端的に言えば「 ア なければ， イ なし」とい

ア 法律 イ 犯罪

ア 犯罪 イ 法律

ア 故意 イ 法律

ア 犯罪 イ 故意

現代社会

刑事手続や刑事裁判に関する説明として最も適当なものを，次の ～ のう

ちから一つ選べ。

刑事被告人に不利益な証拠が本人の自白のみである場合には無罪となる。

現行犯逮捕の場合を除き，事件を管轄する警察署長が発する令状がないと

逮捕されない。

犯罪事実を示す物的証拠が存在する場合，黙秘権は認められない。

死刑判決の確定後は再審請求をすることはできない。

適当でな

いものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

選挙権

婚姻する権利

親権者の同意を得ていない法律行為を民法 項に基づき取り消すこ

と

裁判員となること

日本国憲法が規定する基本的人権に関する条文の内容として適当でないものを，

次の ～ のうちから一つ選べ。

基本的人権は侵すことのできない永久の権利として国民に保障されている。

基本的人権はいかなる場合であっても公共の福祉に優先する。

基本的人権は国民の不断の努力により，保持しなければならない。

国民は基本的人権を濫用してはならない。

現代社会

以下の文章中の に当てはまる語句として最も適当なものを，次の

～ のうちから一つ選べ。

の秘密を侵

傍受法に基づ

き，犯罪捜査のための の傍受については可能となっている。

検閲 個人情報 思想 通信

以下の文章中の に当てはまる語句として最も適当なものを，次の

～ のうちから一つ選べ。

「表現の自由」を制約することにつながる規制強化には慎重でなければならな

には 罪の法定刑の引上げを内容とする規定が施行された。

侮辱 私文書偽造 偽証 秘密漏示

自己決定権もしくは自由権に関連するもののうち，日本国憲法が明文の規定を

もって認めているものを，次の ～ のうちから一つ選べ。

同性婚 夫婦別姓 尊厳死 外国への移住

現代社会
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数学Ⅰ・数学Ａ

（解答番号 ～ ）

次の問い（ ～ ）に答えよ。

. を分数で表せ。

アイ

ア の解答番号＝

イ の解答番号＝

x x － a x x

a の範囲には 個の整数が含まれる。

を答えよ。

に，Ａ学部，Ｂ学部，Ｃ学部の志望者数を

確認したところ，次のようになった。

人であった。

人であり，いずれの学

部も志望しない者は 人である。 と を答えよ。

次の問い（ ～ ）に答えよ。

n

自然数 n を求めよ。

した部品Ａの個数を求めよ。

部品Ａの個数 アイ

ア の解答番号＝

イ の解答番号＝

数学Ⅰ・数学Ａ

次の問い（ ， ）に答えよ。

x ＋ px ＋ q x x
p，q を求めよ。

p ＝

q ＝－

因数分解の公式を利用して，
( x x ) － ( x x )

次の⑴，⑵に答えよ。

Ａ －Ｂ ＝ (Ａ＋Ｂ )( Ａ－Ｂ ) を利用して次の式に変形するとき，あてはま
る数を答えよ。
( x － アイ x － ウエ )( x ＋ x － オカ )

アイ

ア の解答番号＝

イ の解答番号＝

ウエ

ウ の解答番号＝

エ の解答番号＝

オカ

オ の解答番号＝

カ の解答番号＝

最大の解と最小の解を求めよ。

最大の解

最小の解 －

数学Ⅰ・数学Ａ

d d とすると

き，次の問い（ ～ ）に答えよ。

d

d

d

＋

数学Ⅰ・数学Ａ
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だし，見る向きによって同じになる並び方は重複して数えないこととする。次

の問い（ ～ ）に答えよ。

男性が隣り合わない並び方は何通りあるか求めよ。

アイ 通り

ア の解答番号＝

イ の解答番号＝

において，男性Ａの隣りに女性ａが必ず配置される並び方は何通りあるか

求めよ。

ウエ 通り

ウ の解答番号＝

エ の解答番号＝

全ての並び方は何通りあるか求めよ。

オカキ 通り

オ の解答番号＝

カ の解答番号＝

キ の解答番号＝

数学Ⅰ・数学Ａ
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国

語

国
語
総
合

（
解
答
番
号

）

第

問

次
の
文
章
は
、
ポ

ル
・
ナ

ス
の
『
Ｗ
Ｈ
Ａ
Ｔ

Ｉ
Ｓ

Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｅ
？

生
命
と
は
何
か
』
を
竹
内
薫
が
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問

）
に
答
え
よ
。

ナ

ス
は
と
て
も
温
和
で
気
さ
く
な
方
で
、
私
が
イ
ン
タ
ビ

を
し
た
と
き
も
、
終
始
笑
顔
で
し
た
が
、
話
題
が
ゴ

ル
デ
ン
ラ
イ
ス
に
及
ん
だ
と

き
だ
け
、
唯
一
、⑴
怒
り
を
あ
ら
わ
に
し
ま
し
た
。

ゴ

ル
デ
ン
ラ
イ
ス
と
は
、
人
間
の
体
内
で
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
に
変
換
さ
れ
る
β
カ
ロ
テ
ン
がⓐ
産
生
さ
れ
る
よ
う
に
遺
伝
子
操
作
を
行

て
で
き
た
品
種
で

す
。
こ
れ
を
食
べ
る
こ
と
で
、
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
不
足
に
よ

て
失
明
や
死
に
至
るⓑ
未
就
学
児
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

Ⅰ

、
遺
伝

子
操
作
を
行

て
い
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
科
学
的
なⓒ
反
証
も
な
い
ま
ま
に
環
境
活
動
家
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
（
非
政
府
組
織
）
に
よ

て
「
よ
く
な
い
」「
危
険

だ
」
と
繰
り
返
し
非
難
さ
れ
、
普
及
が
阻
害
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

ナ

ス
の
怒
り
は
、
人
の
命
が
、
科
学
リ
テ
ラ
シ

を
欠
く

Ａ

な
行
為
に
よ

て
失
わ
れ
て
し
ま
う
現
況
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。
昨
今
、

社
会
に
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ－

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
）
の
感
染
拡
大
下
で
も
、
そ
う
い

た
局
面
が
あ
ら
わ
れ

て
い
ま
す
。

裕
福
な
国
で
も
、
ま
だ
ま
だ
多
く
の
人
た
ち
が
、
確
立
し
た
治
療
を
受
け
る
充
分
な
機
会
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
一
部
の
先
進
国
の
政
治
家
が
科

学
者
や
専
門
家
の
助
言
を
無
視
し
て
、
こ
の
よ
う
な
疫
病
や
パ
ン
デ
ミ

ク
へ
の
対
策
を
弱
め
て
し
ま

た
こ
と
に
驚
き
を
禁
じ
え
な
い
。

た
だ

こ
う
し
た
職
務
怠
慢
は
、
す
で
に
深
刻
な
結
果
を
招
い
て
い
る
。
こ
れ
を
糺
す
こ
と
が
人
類
に
と

て

Ｂ

の
課
題
だ
。

ナ

ス
は
、
迅
速
な
ワ
ク
チ
ン
開
発
や
そ
の
普
及
に
あ
た

て
政
治
が

Ｃ

に
機
能
し
な
か

た
こ
と
、
医
療
格
差
を
乗
り
越
え
る
制
度
が
整
え

ら
れ
な
か

た
こ
と
を
批
判
し
つ
つ
、
臨
床
試
験
を
経
て
承
認
さ
れ
た
ワ
ク
チ
ン
を
拒
否
す
る
人
へ
も
、
自
分
と
家
族
の
安
全
を
脅
か
す
だ
け
で
な
く
、

周
り
の
多
く
の
人
々
を
も
危
険
に
さ
ら
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
ま
す
。

Ｄ

な
情
報
や
思
惑
が
交
錯
す
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
科
学
を
勉
強
す
る
、⑵
科
学
リ
テ
ラ
シ

を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
が

Ⅱ

大
切
か
、

そ
れ
が
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
で
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
ワ
ク
チ
ン
に
し
て
も
、「
人
に
言
わ
れ
た
か
ら
打
つ
」、

Ⅲ

「⑶
反
対
し
て
い
る
人
が
大
勢
い
る

か
ら
打
た
な
い
」
と
い

た
理
由
で
判
断
す
る
話
で
は
な
い
の
で
す
。
ま
ず
は
「
新
型
コ
ロ
ナ

て
何
な
の
？
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
、

「
こ
の
ワ
ク
チ
ン
は
ど
う
い
う
ワ
ク
チ
ン
な
の
？
」
と
い
う
問
い
を
立
て
、
最
低
限
正
確
な
こ
と
を
知

て
お
く
。
副
反
応
に
つ
い
て
も
、

「

⑷

」
と
自
分
の
頭
で
考
え
て
、
判
断
す
る
。
そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
だ
と
思
う
の
で
す
。

一
方
で
、
こ
れ
だ
け
複
雑
化
し
た
社
会
の
中
で
、
適
切
な
科
学
リ
テ
ラ
シ

を
持
つ
の
は
難
し
い
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

Ⅳ

ツ
イ

タ

を
は

じ
め
と
す
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
見
る
と
、
根
拠
の
な
い
情
報
を
野
放ⓓ
図
に
発
信
し
て
い
る
人
も
い
れ
ば
、
科
学
的
根
拠
に
基
づ
き
表
現
に
も
気
を
付
け
て
発
言
し

て
い
る
人
も
い
ま
す
。
専
門
家
で
も
、「
子
ど
も
に
は
ワ
ク
チ
ン
を
打
つ
な
」
と
主
張
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
。
こ
の
と
き
に
、
そ
の
発
言
だ
け
を
信
じ

る
の
で
は
な
く
、「
こ
の
人
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
」
と
疑
問
を
持
ち
、

Ⅴ

そ
の
背
景
を
た
ど

て
ほ
し
い
。
私
は
、
そ

の
人
が
書
い
て
い
る
論ⓔ
文
な
ど
を
読
ん
で
、「
な
る
ほ
ど
、
こ
う
い
う
根
拠
で
こ
う
い
う
発
信
を
さ
れ
て
い
た
の
か
。
し
か
し
、
百
数
十
字
と
い
う
ツ
イ

タ

の
字
数
で
は
そ
こ
ま
で
伝
わ
ら
な
い
も
の
だ
な
」
と
納
得
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、
ま
だ

Ｅ

な
勉
強
を
し
て
い
な
い
み
な
さ
ん
が
そ

こ
ま
で
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
で
し

う
。

で
す
が
、
少
な
く
と
も
、
ひ
と
つ
の
メ
デ

ア
だ
け
で
な
く
、
複
数
に
あ
た

て
情
報
を
取
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず
で
す
。
本
、
科
学
誌
、
イ
ン
タ

ネ

ト
、
図
書
館
に
行
け
ば
Ｄ
Ｖ
Ｄ
な
ど
も
あ
る
で
し

う
。

（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
キ
ス
ト
二
〇
二
二
年
八
月
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ

分
ｄ
ｅ
名
著

ｆ
ｏ
ｒ
テ

ン
ズ
』

竹
内
薫
「『
Ｗ
Ｈ
Ａ
Ｔ

Ｉ
Ｓ

Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｅ
？

生
命

と
は
何
か
』
生
物
学
の
本
質
を
平
明
に
」
よ
り
）

国語総合

問

右
の
文
章
中
の
傍
線
部
ⓐ

ⓔ
の
漢
字
の
読
み
に
つ
い
て
各
設
問
に
答
え
よ
。
解
答
番
号
は

。

（
注
）
漢
音
・
呉
音
・
唐
音
・
慣
用
音
、
訓
読
み
等
に
よ
る
相
違
。
音
便
化
や
連
濁
に
よ
る
違
い
は
含
ま
な
い
。

ⓐ
「
産
生
」
と
同
じ
読
み
方
を
す
る
漢
字
を
、
次
の

の
傍
線
部
か
ら
一
つ
選
べ
。

恒
産
な
き
も
の
は
恒
心
な
し
。

生
ま
れ
た
子
に
、
産
着
を
着
せ
る
。

産
毛
を
剃
る
。

産
声
を
あ
げ
る
。

産
土
神
を
ま
つ
る
。

ⓑ
「
未
就
学
児
」
と
違
う
読
み
方
を
す
る
漢
字
を
、
次
の

の
傍
線
部
か
ら
一
つ
選
べ
。

前
代
未
聞
の
出
来
事
。

未
曾
有
の
災
害
。

二
〇
一
五
年
は
、
乙
未
の
年
だ

た
。

事
件
は
、
未
遂
で
終
わ

た
。

作
者
に
つ
い
て
は
、
未
詳
で
あ
る
。

国語総合

ⓒ
「
反
証
」
と
同
じ
読
み
方
を
す
る
漢
字
を
、
次
の

の
傍
線
部
か
ら
一
つ
選
べ
。

約
束
を
反
古
に
す
る
。

裁
判
で
、
反
訴
す
る
。

反
歯
を
矯
正
す
る
。

国
の
減
反
政
策
に
従
う
。

反
物
を
売
り
に
行
く
。

ⓓ
「
野
放
図
」
と
同
じ
読
み
方
を
す
る
漢
字
を
、
次
の

の
傍
線
部
か
ら
一
つ
選
べ
。

天
下
統
一
の
雄
図
を
遂
行
す
る
。

再
起
を
企
図
す
る
。

版
図
を
広
げ
る
。

意
図
を
測
り
か
ね
る
。

植
物
の
図
譜
を
作
成
す
る
。

ⓔ
「
論
文
」
と
違
う
読
み
方
を
す
る
漢
字
を
、
次
の

の
傍
線
部
か
ら
一
つ
選
べ
。

拙
文
を
読
ん
で
い
た
だ
く
。

和
歌
や
俳
句
は
韻
文
で
あ
る
。

起
請
文
を
交
わ
す
。

文
飾
に
凝
る
。

甲
骨
文
を
解
読
す
る
。

国語総合
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国

語

問

右
の
文
章
中
の
空
欄

Ⅰ

Ⅴ

に
当
て
は
ま
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ

ず
つ
選
べ
。
各
選
択
肢
は
一
度
し
か
使
え
な
い
。
Ⅰ
か
ら
Ⅴ
の
解
答
番
号
は

。

だ
か
ら

し
か
し

た
と
え
ば

つ
ま
り

な
ぜ
な
ら

あ
る
い
は

と
て
も

で
き
れ
ば

も
し
も

い
か
に

問

右
の
文
章
中
の
空
欄

Ａ

Ｅ

に
当
て
は
ま
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ

ず
つ
選
べ
。
各
選
択
肢
は
一
度
し
か
使
え
な
い
。
Ａ
か
ら
Ｅ
の
解
答
番
号
は

。

適
切

喫
緊

懇
切

超
克

さ
ま
ざ
ま

な
め
ら
か

利
他
的

専
門
的

短
絡
的

巨
視
的

国語総合

問

右
の
文
章
中
の
以
下
の
⑴

⑸
の
設
問
に
答
え
よ
。
解
答
番
号
は

。

⑴

右
の
文
章
中
の
傍
線
部
⑴
「
怒
り
を
あ
ら
わ
に
し
ま
し
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

の
う
ち
か

ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

。

い
ま
だ
に
前
近
代
的
な
迷
信
に
影
響
さ
れ
、
多
く
の
人
々
が
近
代
科
学
の
成
果
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
か
ら
。

遺
伝
子
操
作
技
術
の
安
全
性
を
、
人
々
に
認
知
さ
せ
る
努
力
を
怠

て
し
ま

た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
か
ら
。

科
学
リ
テ
ラ
シ

を
欠
く
人
々
に
よ

て
、
子
ど
も
の
栄
養
不
足
を
救
う
手
段
を
否
定
さ
れ
た
か
ら
。

環
境
活
動
家
な
ど
が
、
政
治
的
な
意
図
に
よ
り
、
人
の
命
を
救
う
こ
と
が
出
来
る
食
品
の
普
及
を
妨
げ
て
い
る
か
ら
。

ゴ

ル
デ
ン
ラ
イ
ス
で
起
き
た
の
と
同
じ
問
題
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
に
お
い
て
も
、
環
境
活
動
家
に
よ

て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
か
ら
。

⑵

右
の
文
章
中
の
傍
線
部
⑵
「
科
学
リ
テ
ラ
シ

を
持
つ
」
の
文
中
に
お
け
る
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の

の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

。

一
つ
の
事
象
に
対
し
て
、
複
数
の
視
点
か
ら
問
題
点
を
検
証
し
て
、
論
理
的
に
考
察
す
る
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
。

科
学
的
で
な
い
こ
と
に
疑
い
を
持
ち
、
科
学
者
の
説
明
を
正
し
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
説
明
を
理
解
す
る
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
。

科
学
者
の
説
明
に
対
し
て
も
、
出
来
る
だ
け
の
検
証
を
す
る
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
。

自
分
で
考
え
る
際
に
も
、
複
数
の
資
料
に
あ
た

て
、
い
ろ
い
ろ
な
情
報
に
触
れ
て
考
え
る
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
。

情
報
が
あ
ふ
れ
る
中
に
あ

て
も
、
根
拠
の
な
い
情
報
に
踊
ら
さ
れ
な
い
判
断
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
。

国語総合

⑶

右
の
文
章
中
の
傍
線
部
⑶
「
反
対
し
て
い
る
人
が
大
勢
い
る
か
ら
打
た
な
い
」
と
い
う
状
況
を
表
す
の
に
適
切
な
四
字
熟
語
を
、
次
の

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

。

頑
迷
固
陋

自
縄
自
縛

馬
耳
東
風

付
和
雷
同

不
偏
不
党

⑷

右
の
文
章
中
の
空
欄
部

⑷

に
入
る
文
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

。

素
人
は
科
学
的
な
判
断
を
慎
み
、
政
府
の
方
針
に
従

て
、
ワ
ク
チ
ン
を
打

て
お
こ
う
。

ど
ん
な
副
反
応
が
あ
る
の
？

ど
う
し
て
副
反
応
が
あ
る
の
に
ワ
ク
チ
ン
を
打
つ
の
だ
ろ
う
。

熱
が
出
る
リ
ス
ク
も
あ
る
が
、
職
域
接
種
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
ワ
ク
チ
ン
を
打
と
う
。

未
知
の
ワ
ク
チ
ン
は
何
と
な
く
不
安
な
の
で
、
今
は
ワ
ク
チ
ン
を
打
つ
の
を
や
め
て
お
こ
う
。

テ
レ
ビ
、
新
聞
な
ど
複
数
の
メ
デ

ア
が
推
奨
し
て
い
る
の
で
、
副
反
応
も
大
丈
夫
だ
ろ
う
。

国語総合

⑸

本
文
の
説
明
と
し
て
適
当
な
も
の
を
、
次
の

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

。

ナ

ス
が
開
発
し
た
ワ
ク
チ
ン
も
、
一
部
の
政
治
家
が
専
門
家
の
意
見
を
無
視
し
た
た
め
に
、
普
及
を
阻
害
さ
れ
る
問
題
が
発
生
し
た
。

科
学
リ
テ
ラ
シ

が
欠
け
た
場
合
、
命
の
危
険
を
招
く
こ
と
が
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
政
治
家
が
科
学
リ
テ
ラ
シ

を
身
に
つ
け
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

科
学
的
に
優
れ
た
成
果
で
あ

て
も
、
社
会
が
科
学
リ
テ
ラ
シ

を
欠
い
た
場
合
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

ツ
イ

タ

な
ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
、
科
学
リ
テ
ラ
シ

を
持
つ
の
は
難
し
い
の
で
使
用
せ
ず
、
本
や
科
学
誌
な
ど
を
読
む
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。Ｓ

Ｎ
Ｓ
の
情
報
は
玉
石
混
淆
な
の
で
、
筆
者
の
よ
う
な
科
学
リ
テ
ラ
シ

を
持
つ
人
は
、
こ
れ
に
否
定
的
に
接
し
て
い
る
。
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問

次
の
⑴

⑸
の
空
欄
に
入
る
文
字
を
、
後
の

の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
⑴
か
ら
⑸
の
解
答
番
号
は

。

（
注
）（

）
内
は
そ
の
意
味
で
あ
る
。

⑴
「

に
風
」（
逆
ら
わ
ず
に
、
穏
や
か
に
あ
し
ら
う
こ
と
）

⑵
「

食
う
虫
も
好
き
好
き
」（
人
の
好
み
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
）

⑶
「
実
る
ほ
ど
頭
を
垂
れ
る

か
な
」（
学
徳
が
深
ま
り
、
謙
虚
に
な
る
こ
と
）

⑷
「

下
に
冠
を
正
さ
ず
」（
人
か
ら
疑
わ
れ
る
よ
う
な
行
動
を
し
な
い
こ
と
）

⑸
「
出

の
誉
れ
」（
弟
子
が
師
匠
よ
り
も
技
術
や
能
力
に
お
い
て
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
）

た
で

李

小
麦

桜

菊

蓼

ぶ
ど
う

藍

柳

稲
穂

葡
萄

松

国語総合

第

問

以
下
の
設
問
（
問

問

）
に
答
え
よ
。

問

次
の
ａ

ｅ
の
説
明
に
該
当
す
る
人
物
を
、
後
の

の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
ａ
か
ら
ｅ
の
解
答
番
号
は

。

ａ

明
治
時
代
に
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
な
ど
の
論
文
集
を
書
き
、
個
人
の
自
由
や
平
等
な
ど
、
西
洋
の
新
思
想
を
紹
介
し
た
。

ｂ

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
戯
作
者
・
新
聞
記
者
で
『
安
愚
楽
鍋
』『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』
な
ど
を
書
い
た
。

ｃ

旅
と
酒
の
歌
が
多
い
自
然
主
義
歌
人
で
『
海
の
声
』『
別
離
』『
死
か
芸
術
か
』『
山
桜
の
歌
』
な
ど
の
歌
集
を
残
し
た
。

ｄ

与
謝
野
鉄
幹
の
門
人
で
、「
明
星
」「
ス
バ
ル
」
に
作
品
を
発
表
。
ま
た
詩
集
『
邪
宗
門
』『
思
ひ
出
』
な
ど
も
発
表
し
た
。

ｅ

叙
情
詩
人
と
し
て
『
愛
の
詩
集
』『
抒
情
小
曲
集
』
を
発
表
し
て
、
萩
原
朔
太
郎
と
並
ぶ
大
正
詩
壇
の
担
い
手
に
な

た
。

若
山
牧
水

島
崎
藤
村

室
生
犀
星

福
沢
諭
吉

芥
川
龍
之
介

北
原
白
秋

坪
内
逍
遙

川
端
康
成

仮
名
垣
魯
文

与
謝
野
晶
子

国語総合

第

問

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問

）
に
答
え
よ
。

Ⅰ

戦
争
は
い
つ
は
じ
ま

た
か

戦
い
の
考
古
学
的
証
拠

考
古
学
で
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ

て
、
あ
る
地
域
の
あ
る
時
代
の
社
会
に
集
団
間
の
戦
い
が
あ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

せ
ん
べ
ん

い
い
か
え
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
出
土
す
れ
ば
、
そ
こ
に
集
団
間
の
戦
い
が
あ

た
と
認
定
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
方
法
に
先
鞭
を
つ
け
た
の

さ
は
ら
ま
こ
と

は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
館
長
（
当
時
）
の
佐
原
真
（
注

）
氏
だ
。
佐
原
氏
は
、
戦
い
の
「
考
古
学
的
証
拠
」
と
し
て
、
次
の
六
つ
を
あ
げ
て
い
る
。

ま
ず
一
つ
め
は
、
武
器
。
動
物
を
倒
す
た
め
の
狩
り
の
道
具
も
「
武
器
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
武
器
と
は
、
人
を
あ
や
め
る
た

た
て

よ
ろ
い
か
ぶ
と

め
のⓐ
セ
ン
ヨ
ウ
に
つ
く
ら
れ
た
道
具
と
、
そ
れ
か
ら
身
を
守
る
防
具
の
こ
と
だ
。
剣
・
刀
・
ヤ
リ
、
そ
し
て
盾
や
甲
冑
な
ど
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ

う
な
防
具
を
つ
ら
ぬ
き
、
破
壊
す
る
こ
と
が
で
き
る
大
き
く
て
重
い
矢
、
そ
れ
を
飛
ば
せ
る
強
い
弓
な
ど
だ
。

ど
る
い

二
つ
め
は
、
守
り
の
施
設
だ
。
堀
、
土
塁
（
注

）
や
壁
、

Ａ

な
ど
を
め
ぐ
ら
し
た
集
落
や
都
市
。
近
づ
い
て
く
る
敵
を
い
ち
早
く
見
つ

け
、
味
方
に
連
絡
す
る
た
め
の
見
張
り
台
や
の
ろ
し
台
な
ど
。

三
つ
め
と
し
て
、
武
器
に
よ

て
殺
さ
れ
た
り
、
傷
つ
け
ら
れ
た
り
し
た
人
の
遺
骸
。
考
古
学
の
発
掘
で
出
土
す
る
遺
骸
は
ほ
と
ん
ど
が
骨
に
な

や
じ
り

て
い
る
が
、
こ
の
骨
に
、
剣
や
鏃
（
注

）
の
先
が
突
き
刺
さ

た
ま
ま
に
な

て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
武
器
に
よ

て
で
き
た
傷
が
骨

に
残

て
い
る
こ
と
も
あ
る
し
、
首
を
切
ら
れ
た
遺
骸
も
あ
る
。

四
つ
め
は
、
武
器
を
供
え
た
墓
。
こ
れ
は
、
墓
の
主
が
、
生
前
、
戦
闘
の
場
で
役
割
や
能
力
を
認
め
ら
れ
た
人
物
で
あ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

あ
か

す
な
わ
ち
、
戦
士
の
身
分
や
階
層
が
あ

た
証
し
で
あ
り
、
そ
の
社
会
で
戦
い
が
日
常
化
し
て
い
た
こ
と
の
反
映
だ
。

五
つ
め
に
、
武
器
崇
拝
。
武
器
を
飾
り
立
て
た
り
、
拝
む
対
象
と
し
て
巨
大
化
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
。
こ
れ
も
ま
た
、
戦
う
社
会
な
ら
で
は
の
現
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象
だ
。

最
後
に
六
つ
め
と
し
て
、
戦
い
を
あ
ら
わ
し
た
芸
術
作
品
。
戦
う
社
会
で
は
、
戦
闘
の
シ

ン
や
戦
団
の
行
列
な
ど
を
描
い
た
絵
画
や
レ
リ

フ

（
注

）、
戦
士
の
人
形
な
ど
が
、
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

佐
原
氏
に
よ
る
こ
の
六
つ
の
指
標
は
、
考
古
学
か
ら
過
去
の
戦
い
に
ア
プ
ロ

チ
す
る
と
き
の
重
要
な
道
し
る
べ
だ
。

Ⅰ

、
三
つ
め
の
傷
を
受

り

き

け
た
人
骨
に
つ
い
て
は
、
対
人
用
の
武
器
以
外
の
道
具
や
利
器
（
注

）
に
よ
る
例
も
あ
り
、
そ
う
い
う
場
合
は
ケ
ン
カ
や
殺
人
な
ど
の
個
人
的
な
争
い

の
痕
跡
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
。
ま
た
、
ほ
か
の
五
つ
は
、
闘
争
が
組
織
化
さ
れ
て
集
団
間
の
戦
い
が
始
ま
り
、
そ
れ
が
社
会
の
な
か
で
認
知
さ
れ
て
初

め
て
、
痕
跡
と
し
て
残
さ
れ
る
も
の
だ
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
痕
跡
を
残
さ
な
い
戦
い
も
、
大
い
に
あ
り
え
た
だ
ろ
う
。

私
は
、
傷
を
受
け
た
人
骨
以
外
の
五
つ
を
、
戦
い
の
証
拠
と
い
う
よ
り
も
も

と
厳
密
に
、
戦
い
に
ま
つ
わ
る
思
考
や
宗
教
が
す
で
に
十
分
に
社
会
に

定
着
し
て
い
た
状
況
の
反
映
、
と
み
る
。
つ
ま
り
、⑴
こ
れ
ら
の
証
拠
は
、
た
だ
単
に
戦

て
い
た
こ
と
の
し
る
し
で
は
な
く
、
戦
い
が
組
織
化
さ
れ
、
そ

れ
に
対
す
る
日
常
的
な
備
え
が
な
さ
れ
、
そ
の
社
会
で
完
全
に
認
知
さ
れ
た
政
治
的
行
為
に
ま
で
発
展
し
て
い
た
こ
と
の
証
し
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
こ

う
し
た
状
況
に
い
た

た
戦
い
を
の
み
「
戦
争
」
と
呼
ぶ
と
い
う
た
だ
し
書
き
つ
き
で
、
佐
原
氏
の
あ
げ
た
指
標
を
、
あ
ら
た
め
て
「
戦
争
の
証
拠
」
と

し
て
扱
う
こ
と
に
し
た
い
。

農
耕
社
会
と
戦
争

さ
て
、
佐
原
氏
に
よ
る
と
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
戦
争
の
証
拠
は
、
世
界
の
ど
の
地
域
で
も
、
農
耕
社
会
が
成
立
し
た
の
ち
に
現
れ
る
と
い
う
。
た
だ

ぎ

ろ
う

し
、
佐
原
氏
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
少
数
の
例
外
は
あ
る
。
た
と
え
ば
、
北
ア
メ
リ
カ
の
北
西
海
岸
の
先
住
民
は
、
サ
ケ
な
ど
の
漁
撈
（
注

）
と
狩

猟
を
お
も
な
な
り
わ
い
と
し
な
が
ら
、
集
団
ど
う
し
で
激
し
く
戦

て
い
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
四
〇
〇
〇

五
〇
〇
〇
年
前
の
東
シ
ベ
リ
ア
で
「
グ

ラ
ス
コ

ヴ

文
化
（
注

）」
と
よ
ば
れ
る
文
化
を
営
ん
だ
人
び
と
も
、
狩
猟
や
漁
撈
で
生
計
を
た
て
な
が
ら
、
人
を
殺
す
た
め
の
武
器
を
も
ち
、
そ

の
墓
に
は
戦
死
者
の
人
骨
も
み
ら
れ
る
。
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そ
う
い
う
例
外
は
あ
る
が
、
考
古
学
で
明
ら
か
に
な

た
戦
争
の
証
拠
の
九
割
以
上
が
農
耕
社
会
に
と
も
な
う
事
実
は
、
佐
原
氏
が
説
く
と
お
り
だ
。

武
器
で
傷
つ
け
ら
れ
た
遺
骸
が
示
す
戦
い
の
激
し
さ
。
人
を
あ
や
め
る
た
め
の
セ
ン
ヨ
ウ
の
武
器
を
開
発
し
て
つ
ね
に
準
備
し
、
敵
の
攻
撃
を
見
こ
し
て

守
り
を
か
た
め
る
と
い
う
戦
い
へ
の
日
常
的
な
備
え
。
武
器
を
拝
ん
だ
り
、
墓
に
供
え
た
り
す
る
こ
と
に
み
ら
れ
る
、
戦
い
に
ま
つ
わ
る
儀
礼
や
宗
教
の

や
よ
い

登
場
。
こ
れ
ら
の
要
素
が
は

き
り
と
で
て
く
る
の
が
、
農
耕
社
会
の
特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
日
本
列
島
中
央
部
で
は
、
弥
生
時
代
（
注

）
に
入

て
か
ら
、
こ
う
し
た
戦
争
の
証
拠
が
は

き
り
と
現
れ
て
く
る
。

こ
の
点
か
ら
、
戦
争
の
発
生
に
つ
い
て
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、
農
耕
に
も
と
づ
く
生
産
シ
ス
テ
ム
や
生
活
ス
タ
イ
ル
が
成
立
す
る
こ
と
が
、
社
会
の

な
か
で
認
知
さ
れ
た
組
織
的
な
闘
争
と
し
て
の
戦
争
が
現
れ
る
た
め
の
経
済
的
な
条
件
と
な
る
可
能
性
だ
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
農
耕
を
軸
と
し
た
生
産

や
生
活
が
、
ど
の
よ
う
な

Ｂ

で
戦
争
を
生
み
出
す
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
前
に
、
農
耕
社
会
と
は
ど
の
よ
う
な
社
会
で
あ
る
か
、
確
認
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。

食
べ
る
た
め
の
植
物
を
育
て
、
そ
の
実
り
を
収
穫
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
農
耕
だ
。
そ
し
て
、
農
耕
の
作
業
が
日
々
の
労
働
の
中
心
と
な
り
、
そ
れ
が
も

か
て

た
ら
す
実
り
を
大
き
な
糧
と
し
て
人
び
と
が
生
き
て
い
く
よ
う
に
な

た
社
会
を
、
農
耕
社
会
と
呼
ぶ
。
日
本
列
島
中
央
部
で
は
、
弥
生
時
代
か
ら
が
農

耕
社
会
と
さ
れ
る
。

農
耕
社
会
の
も
ろ
さ

で
は
、
農
耕
社
会
に
な
る
と
、
な
ぜ
戦
争
が
生
み
出
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

⑵
人
類
学
の
世
界
で
は
、
農
耕
社
会
に
な

て
ま
ず
認
め
ら
れ
る
の
は
、
な
に
よ
り
も
人
口
の
急
激
な
増
加
で
、
そ
れ
こ
そ
が
戦
争
発
生
の
条
件
に
な

た
と
考
え
る
人
が
多
い
。
私
も
そ
の
賛
同
者
の
ひ
と
り
だ
。
で
は
な
ぜ
、
農
耕
社
会
に
突
入
す
る
と
人
口
が
急
増
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

か
て

Ⅱ

、
農
耕
社
会
で
主
な
糧
と
さ
れ
る
穀
物
は
、
栄
養
が
あ

て
消
化
も
よ
く
、
成
人
や
老
人
の
余
命
を
長
く
し
、
子
ど
も
や
赤
ち

ん
の
死
亡

率
を
低
く
す
る
。
つ
ま
り
、
平
均
寿
命
を
延
ば
す
。

さ
ら
に
、
穀
物
か
ら
す
ぐ
れ
た
離
乳
食
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
赤
ち

ん
の
乳
離
れ
が
早
く
な
り
、
結
果
と
し
て
ひ
と
り
の
女
性
が
一
生
に
産
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む
こ
と
の
で
き
る
子
ど
も
の
数
は
多
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
出
生
数
が
増
加
す
る
。

ま
た
、
集
団
が
移
動
し
て
生
活
す
る
狩
猟
社
会
で
は
、
子
ど
も
は
、
足
手
ま
と
い
と
な

て
集
団
の
中
に
多
く
置
い
て
お
け
な
い
の
に
対
し
、
年
中
ひ

と
と
こ
ろ
に
定
住
し
て
暮
ら
す
農
耕
社
会
で
は
、
幼
い
子
ど
も
た
ち
が
何
人
い
て
も
問
題
は
な
い
。
し
か
も
、
か
れ
ら
が
少
し
大
き
く
な
れ
ば
、
草
と
り

な
ど
の
簡
単
な
作
業
の
担
い
手
と
し
て
貴
重
な
労
働
力
と
な
る
。
こ
の
こ
と
も
、
子
ど
も
の
労
働
に
ほ
と
ん
ど
頼
れ
な
い
狩
り
や
漁
撈
と
大
き
く
違
う
点

だ
ろ
う
。
同
じ
こ
と
は
、
老
人
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

Ⅲ

、
定
住
が
も
た
ら
す
安
定
し
た
生
活
様
式
が
、
た
く
さ
ん
の
弱
者
の
存
在
を
許
す
の
だ
。

右
の
よ
う
な
要
因
に
よ
り
、
農
耕
社
会
に
突
入
し
た
当
初
は
、
順
調
に
い
け
ば
人
口
は
ウ
ナ
ギ
の
ぼ
り
で
増
え
る
。
こ
の
こ
と
は
多
く
の
事
例
で
認
め

ら
れ
て
い
る
。
人
口
が
ふ
え
た
か
ら
に
は
、
そ
れ
を
養
え
る
だ
け
の
穀
物
を
得
る
た
め
に
、
耕
地
を
次
々
と
広
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、

そ
れ
に
は
物
理
的
な
限
界
が
あ
り
、
い
ず
れ
は
人
口
に
対
す
る
耕
地
の
、
つ
ま
り
は
食
糧
の
不
足
が
生
じ
て
く
る
。
あ
る
年
に
日
照
り
が
続
い
た
り
、
洪

水
が
起
こ

た
り
す
る
と
、
事
態
は
も

と
深
刻
だ
。
予
定
し
て
い
た
収
穫
が
で
き
な
く
な
り
、
人
び
と
は
た
ち
ま
ち
飢
餓
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
。

た
く
さ
ん
の
食
糧
源
を
も

た
狩
猟
・
採
集
の
社
会
な
ら
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
二
つ
が
だ
め
に
な

て
も
、
ほ
か
の
食
糧
源
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
。

Ⅳ

、
穀
物
の
実
り
に
ほ
と
ん
ど
の
労
働
力
を
つ
ぎ
込
ん
だ
農
耕
社
会
で
は
、
そ
の
穀
物
が
だ
め
に
な

た
と
き
、
そ
れ
を
補
う
べ
き
ほ
か
の
食
糧

じ

う
も
ん

源
は
、
細

て
し
ま

て
い
る
の
が
ふ
つ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
縄
文
（
注

）
人
の
胃
袋
を
満
た
し
た
ド
ン
グ
リ
類
が
実

て
い
た
森
林
を
、
弥
生
人

は
切
り
払

て
水
田
に
し
た
。
か
つ
て
は
み
ん
な
が
知

て
い
た
狩
り
や
漁
撈
の

Ｃ

も
、
限
ら
れ
た
も
の
に
な

た
だ
ろ
う
。
も
と
へ
戻
ろ
う
と

し
て
も
、
自
然
や
社
会
の
姿
を
大
き
く
変
え
て
し
ま

た
の
ち
で
は
、
も
う
無
理
な
の
だ
。

な
ぜ
戦
争
は
農
耕
社
会
に
多
い
か

こ
の
よ
う
に
、
農
耕
社
会
は
、
短
期
的
に
み
れ
ば
、
年
ご
と
に
驚
く
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
収
穫
が
約
束
さ
れ
る
、
い

け
ん
魅
力
に
満
ち
た
社
会
に
映
る
。

け
れ
ど
も
、
何
世
代
も
の
ち
の
こ
と
ま
で
見
通
せ
ば
、
土
地
や
水
と
い

た
食
糧
生
産
を
支
え
る
資
源
の
ケ
ツⓑ
ボ
ウ
や
、
気
候
不
順
に
よ
る
飢
餓
の
危
険

な
ど
、
避
け
ら
れ
な
い
大
き
な
リ
ス
ク
を
は
ら
ん
だ
社
会
と
も
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
、
単
一
の
資
源
に
大
き
く
依
存
し
、
環
境
の
変
化
に
対
す
る
耐
性
の
少
な
い
生
産
シ
ス
テ
ム
の
成
立
が
、
農
耕
社
会
で
始
ま
る
戦
争
の
根
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本
的
な
経
済
条
件
を
作

た
可
能
性
が
高
い
。
す
な
わ
ち
、
農
耕
社
会
で
生
じ
る
右
の
よ
う
な
危
機
に
面
し
た
と
き
の
リ
ア
ク
シ

ン
の
一
つ
と
し
て
、

戦
争
が
始
ま

た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
口
増
加
や
凶
作
に
よ

て
、
長
期
的
に
、
ま
た
は
一
時
的
に
不
足
し
た
資
源
を
力
ず
く
で
押
さ
え
る
こ
と

が
、
農
耕
社
会
に
お
け
る
、
も

と
も
根
本
的
な
戦
争
の
動
機
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
生
活
形
態
の
変
化
か
ら
く
る
戦
争
の
誘
因
が
考
え
ら
れ
る
。
農
耕
社
会
は
、
定
住
生
活
を
営
み
、
大
き
な
労
働
力
を
つ
ぎ
込
ん
で
、

ま
わ
り
の
原
野
を
開
拓
し
て
耕
地
に
す
る
。
耕
地
は
血
と
汗
の
結
晶
で
あ
り
、
命
を
つ
な
い
で
く
れ
る
食
糧
の
み
な
も
と
だ
か
ら
、
そ
れ
を
守
る
意
識
は
、

狩
り
や
採
集
の
社
会
の

Ｄ

を
守
る
気
持
ち
よ
り
も
何
倍
も
真
剣
で
強
烈
な
も
の
に
な
る
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、
耕
地
の
よ
う
な
明
確
な
不
動
産
が
現

れ
た
こ
と
が
、
人
び
と
の
排
他
的
な
防
衛
意
識
を
強
め
、
争
い
を
激
し
く
さ
せ
た
大
き
な
原
因
と
な

た
に
ち
が
い
な
い
。
佐
原
氏
も
近
年
、
農
耕
に
加

え
て
定
住
と
い
う
現
象
を
、
戦
争
発
生
の
要
件
と
し
て
重
視
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
さ
き
に
例
外
と
し
て
あ
げ
た
、
狩
り
を
主
と
す
る
社
会
で
あ
り
な
が
ら
戦
争
を
行

て
い
る
例
に
つ
い
て
も
、⑶
多
少
の
説
明

が
で
き
る
。
四
〇
〇
〇
年

五
〇
〇
〇
年
前
の
東
シ
ベ
リ
ア
の
例
は
わ
か
ら
な
い
が
、
北
ア
メ
リ
カ
北
西
海
岸
の
先
住
民
は
、
非
常
に
め
ぐ
ま
れ
た
サ
ケ

の
漁
場
の
お
か
げ
で
定
住
生
活
を
営
み
、
人
口
密
度
も
高
く
、
ま
た
そ
れ
が
た
め
に
、
漁
場
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
の
排
他
的
な
規
制
も
高
か

た

よ
う
だ
。
つ
ま
り
、
定
住
、
人
口
の
多
さ
、
資
源
の
集
中
と
そ
れ
に
対
す
る
排
他
性
、
と
い
う
点
で
、
農
耕
社
会
に
似
か
よ

た
条
件
を
も

て
い
た
の

で
あ
る
。

し
た
が

て
、
戦
争
が
多
い
か
少
な
い
か
は
、
厳
密
に
い
う
と
、
農
耕
社
会
か
、
狩
猟
・
漁
撈
・
採
集
の
社
会
か
と
い
う
違
い
に
決
定
さ
れ
る
の
で
は

か
て

か
て

な
い
。
耕
地
や
恵
ま
れ
た
漁
場
の
よ
う
な
、
糧
の
大
半
を
そ
こ
に
頼
る
メ
イ
ン
の
食
糧
源
を
も

て

イ

社
会
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
食
糧
源
か
ら
糧
を

取
得
し
、
あ
ま
り

ロ

社
会
か
と
い

た
、
資
源
や
生
産
の
あ
り
か
た
と
生
活
様
式
の
タ
イ
プ
の
違
い
が
、
戦
争
の
多
い
少
な
い
に
関
係
し
て
い
る

可
能
性
が
高
い
。
前
者
の
よ
う
な
社
会
に

ハ

社
会
が
圧
倒
的
に
多
く
、
後
者
の
よ
う
な
社
会
に

ニ

社
会
の
大
半
が
当
て
は
ま
る
こ
と
が
、

見
か
け
上
、
農
耕
社
会
か
そ
う
で
な
い
か
に
よ

て
戦
争
の
多
い
少
な
い
が
決
ま

て
い
る
よ
う
に
映
る
の
だ
ろ
う
。
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Ⅱ

戦
争
は
な
ぜ
起
き
る
の
か

戦
争
を
拒
ん
だ
縄
文
人
？

以
上
、
生
産
や
生
活
の
あ
り
よ
う
が
、
経
済
的
な
ベ

ス
の
部
分
に
お
い
て
、
戦
争
の
発
生
に
深
く
か
か
わ

て
い
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
生
産
面
・
生
活
面
の
条
件
が
そ
ろ

て
い
て
も
戦
争
が
発
動
さ
れ
な
い
社
会
も
あ
る
し
、
そ
の
逆
も
あ
る
。「
例
外
」
と
し
て
注
意
さ
れ
て
こ

な
か

た
こ
の
よ
う
な
事
実
へ
の
注
目
に
よ

て
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な

た
視
点
か
ら
戦
争
の
発
生
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

Ⅴ

、
日
本
列
島
の
縄
文
時
代
の
場
合
、
そ
の
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
本
州
東
半
部
の
社
会
は
、
単
一
で
は
な
い
が
特
定
の
食
糧
を
大
量
に

さ
ん
な
い
ま
る
や
ま

生
産
し
、
多
く
の
人
口
を
か
か
え
、
本
格
的
な
定
住
を
行

て
い
た
。
青
森
県
三
内
丸
山
遺
跡
（
注

）
な
ど
の
大
集
落
の
存
在
が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
道
具
や
利
器
で
傷
つ
け
ら
れ
た
人
骨
の
例
も
、
縄
文
社
会
で
一
〇
例
ほ
ど
は
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
個
人
的
な
攻
撃
の
行
為
は
け

し
て
ま
れ
で

な
か

た
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
条
件
の
も
と
で
は
、
集
団
ど
う
し
の
戦
争
が
発
生
し
て
も
、
何
ら
不
自
然
で
は
な
い
。

し
か
し
、
考
古
資
料
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
縄
文
社
会
に
は
戦
争
は
行
わ
れ
な
か

た
。
縄
文
時
代
の
終
わ
り
近
く
に
、
関
東
・
中
部
・
瀬
戸
内
な

や
じ
り

ど
で
石
の
鏃
が
大
き
く
な
り
、
対
人
用
の
武
器
に
な

た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
ま
だ
確
か
で
な
い
し
、
戦
争
の
存
在
を

物
語
る
ほ
か
の
証
拠
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
縄
文
社
会
が
、
弥
生
社
会
と
比
べ
て
は
る
か
に
戦
争
と
縁
遠
か

た
こ
と
は
確
か
だ
。

近
年
、
筑
波
大
学
（
当
時
）
の
マ

ク
・
ハ
ド
ソ
ン
氏
は
、
縄
文
文
化
に
つ
い
て
興
味
深
い
見
方
を
示
し
て
い
る
。
大
陸
で
は
す
で
に
紀
元
前
六
〇
〇

〇
年
頃
か
ら
農
耕
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
と
の
接
触
が
あ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
縄
文
の
人
び
と
が
本
格
的
な
農
耕
に
数
千
年
間
も
手
を
染
め
よ
う

と
し
な
か

た
こ
と
に
、
ハ
ド
ソ
ン
氏
は
注
目
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
縄
文
社
会
側
の

Ｅ

的
な
「
抵
抗
」
が
あ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た

の
で
あ
る
。

ハ
ド
ソ
ン
氏
の
こ
の
考
え
方
は
、
戦
争
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
大
陸
で
は
、
縄
文
時
代
の
中
頃
に
当
た
る
紀
元
前
五
〇
〇
〇

前

四
〇
〇
〇
年
に
は
戦
争
が
始
ま
り
、
縄
文
時
代
の
お
し
ま
い
頃
に
は
、
中
国
は
戦
国
の
動
乱
の
ま

た
だ
中
だ
。
さ
ら
に
、
そ
の
余
波
が
か
な
り
早
く
か

ら
朝
鮮
半
島
に
ま
で
迫

て
い
る
こ
と
も
考
古
資
料
か
ら
確
か
だ
が
、
縄
文
社
会
は
そ
れ
を
受
け
つ
け
た
気
配
が
な
い
の
で
あ
る
。
本
格
的
な
稲
作
農
耕
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と
戦
争
と
は
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
の
地
域
で
は
、
一
つ
の
文
化
を
構
成
す
る
セ

ト
を
な
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
る
と
、
固
有
の
伝

統
を
守
り
つ
づ
け
る
傾
向
が
強
か

た
縄
文
の
人
び
と
が
稲
作
農
耕
を
「
拒
絶
」
し
た
こ
と
が
、
そ
れ
と
表
裏
の
関
係
に
あ

た
戦
争
の
導
入
を
も
は
ば

む
結
果
に
つ
な
が

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
想
定
が
浮
か
び
あ
が

て
く
る
。

戦
争
発
動
に
お
け
る
「
思
想
」
の
役
割

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
あ
る
社
会
に
戦
争
と
い
う
行
為
が
現
れ
る
根
底
に
は
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
な
経
済
上
・
生
活
上
の
前
提
が
あ
る
と
し
て

も
、⑸
そ
の
戦
争
行
為
が
実
際
に
発
動
さ
れ
る
具
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
人
び
と
の
意
識
や
思
想

こ
こ
で
い
う
思
想
と
は
、
人
び
と
の
世
界
観
や
も
の

の
考
え
方
を
さ
す

の
レ
ベ
ル
で
の
要
因
が
、
か
な
り
の
比
重
を
も

て
働
い
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

逆
に
、
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
程
度
強
力
な
思
想
や
社
会
的
意
識
の
裏
づ
け
が
あ
れ
ば
、
経
済
上
の
前
提
が
そ
ろ
わ
な
い
場
合
、
た
と
え
ば
資
源
の
ケ
ツ

ボ
ウ
が
ま
だ
限
界
に
達
し
て
い
な
い
状
況
下
や
、
外
敵
に
よ
る
テ
リ
ト
リ

の
侵
害
が
い
ま
だ
現
実
の
も
の
と
な
ら
な
い
状
況
下
に
お
い
て
も
、
戦
争
の

発
動
が
あ
り
え
た
可
能
性
を
示
す
。
ま
た
、
戦
争
が
、
そ
の
要
因
と
な

た
経
済
上
の
矛
盾
を
解
消
し
た
の
ち
も
、
思
想
や
意
識
を
動
力
源
と
し
て
な
お

継
続
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
事
実
、
日
本
列
島
中
央
部
で
は
、
資
源
の
ケ
ツ
ボ
ウ
を
引
き
金
と
す
る
弥
生
時
代
の
戦
い
が
、
そ
う
し
た
当
面

の
経
済
危
機
を
ひ
と
ま
ず
解
消
さ
せ
て
も
終
わ
り
を
む
か
え
る
こ
と
な
く
、
古
墳
時
代
か
ら
古
代
・
中
世
を
通
じ
て
レ
ンⓒ
メ
ン
と
続
い
て
い
る
。

戦
争
を
支
え
る
意
識
や
思
想
が
、
経
済
上
・
生
活
上
の
動
因
を
乗
り
越
え
て
戦
争
状
態
を
保

て
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
き
あ
か
す
の
は
難
し
い
。
た

だ
、
戦
争
と
い
う
状
況
が
か
も
し
出
す
イ
デ
オ
ロ
ギ

環
境
が
、
そ
こ
で
育
つ
次
代
の
人
び
と
の
認
知
構
造
や
思
考
形
式
、
問
題
解
決
の
方
法
な
ど
に
決

定
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
戦
争
へ
の
走
り
や
す
さ
、
戦
士
の
イ
デ
ア
（
注

）、
敵
意
な
ど
が
世
代
を
越
え
て
受
け
つ
が
れ
、
強

化
さ
れ
、
つ
い
に
は
そ
れ
自
体
が
戦
争
の
発
動
要
因
に
ま
で
な
る
こ
と
す
ら
あ

た
だ
ろ
う
。
支
配
者
の
政
治
的
権
力
が
作
ら
れ
、
国
家
が
生
み
出
さ
れ

て
い
く
歩
み
は
、
こ
う
し
た
意
識
・
思
想
が
発
生
し
、
世
代
を
越
え
て
そ
れ
が
継
続
・
強
化
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
と
表
裏
一
体
と
い
え
る
。

（
松
木
武
彦
『
人
は
な
ぜ
戦
う
の
か

考
古
学
か
ら
み
た
戦
争
』
中
公
文
庫

二
〇
一
七
年
一
六－

三
〇
頁
よ
り
。
問
題
の
作
成
上
、
一
部
の
省
略
、

一
部
の
ひ
ら
が
な
表
記
の
漢
字
表
記
へ
の
変
更
、「
Ⅰ
」「
Ⅱ
」
と
い
う
節
番
号
を
新
た
に
付
す
こ
と
を
し
た
。）
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（
注
）

佐
原
真

－

日
本
の
考
古
学
者
。
戦
争
へ
の
考
古
学
的
な
探
究
を
と
お
し
て
、
戦
争
は
人
間
が
生
得
的
に
も
つ
殺

戮
本
能
を
原
因
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
。

土
塁

土
を
地
上
か
ら
盛
り
上
げ
る
こ
と
に
よ

て
築
い
た
砦
の
こ
と
。

鏃

矢
の
先
端
に
取
り
つ
け
、
射
当
て
た
も
の
に
突
き
刺
さ
る
部
分
。
石
・
骨
・
銅
・
鉄
な
ど
が
用
い
ら
れ
た
。

レ
リ

フ

彫
刻
物
の
こ
と
。

利
器

鋭
利
で
鋭
い
刃
物
の
こ
と
。
特
に
武
器
と
し
て
使
用
さ
れ
る
鋭
い
刃
物
を
指
す
。

漁
撈

魚
や
貝
、
海
藻
な
ど
の
水
産
物
を
と
る
作
業
の
こ
と
。

グ
ラ
ス
コ

ヴ

文
化

ロ
シ
ア
の
バ
イ
カ
ル
地
方
に
お
け
る
初
期
青
銅
器
時
代
（
紀
元
前

年
頃

）
の
文
化
の
こ
と
。
銅
器

・
青
銅
器
・
石
器
・
骨
角
器
を
使
用
し
た
こ
と
が
わ
か

て
い
る
。

弥
生
時
代

日
本
列
島
に
お
い
て
農
耕
に
よ
る
食
料
生
産
が
開
始
さ
れ
た
最
初
の
文
化
で
あ
る
弥
生
文
化
の
時
代
を
指
す
。
約

年
前
か
ら
約

年
前
ま
で
。

縄
文
（
時
代
）

日
本
列
島
に
お
け
る
弥
生
時
代
の
前
の
時
代
。
狩
猟
採
集
を
生
活
の
基
礎
と
し
、
若
干
の
栽
培
も
行

て
い
た
こ
と
が
わ

か

て
い
る
。
約

万

万

年
前
頃
に
始
ま
り
、
約

年
前
頃
に
弥
生
時
代
に
移
行
し
た
。

三
内
丸
山
遺
跡

青
森
県
青
森
市
に
あ
る
縄
文
時
代
前
期
か
ら
中
期
の
遺
跡
。
大
規
模
な
竪
穴
住
居
や
大
型
の
掘
立
柱
建
築
物
な
ど
の
跡

が
発
見
さ
れ
、
木
製
品
・
漆
器
・
骨
角
器
な
ど
の
多
数
の
遺
物
が
出
土
し
た
。

イ
デ
ア

こ
こ
で
は
、
人
々
の
考
え
や
イ
メ

ジ
の
こ
と
。「
戦
士
の
イ
デ
ア
」
と
は
、
人
々
が
想
像
し
考
え
る
典
型
的
な
戦
士
の
イ
メ

ジ
、
理
想
的
な
戦
士
像
を
意
味
す
る
。

国語総合

問

傍
線
部
ⓐ

ⓒ
の
カ
タ
カ
ナ
と
同
じ
漢
字
表
記
を
す
る
も
の
を
、
次
の
各
群
の

の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号

は

。

新
事
業
の
立
ち
上
げ
に
セ
ン
シ
ン
す
る
。

国
威
を
セ
ン
ヨ
ウ
し
て
圧
力
を
か
け
る
。

ⓐ

セ
ン
ヨ
ウ

こ
の
絵
画
は
セ
ン
メ
イ
な
印
象
を
与
え
た
。

セ
ン
ボ
ウ
の
眼
差
し
を
向
け
る
。

生
徒
会
の
役
員
を
セ
ン
ニ
ン
す
る
。

師
走
は
タ
ボ
ウ
を
極
め
る
。

高
速
道
路
で
ム
ボ
ウ
な
運
転
を
す
る
。

ⓑ

ケ
ツ
ボ
ウ

富
士
登
山
の
シ

ク
ボ
ウ
を
遂
げ
る
。

コ
ロ
ナ
禍
で
生
活
が
キ

ウ
ボ
ウ
す
る
。

会
社
の
ソ
ン
ボ
ウ
を
か
け
て
計
画
す
る
。

ワ
ク
チ
ン
接
種
で
メ
ン
エ
キ
力
を
高
め
る
。

今
日
会
う
人
と
は
メ
ン
シ
キ
が
な
い
。

ⓒ

レ
ン
メ
ン

事
前
に
メ
ン
ミ
ツ
に
調
査
し
た
。

メ
ン
ル
イ
は
私
の
好
物
だ
。

「
メ
ン
ド
リ
歌
え
ば
家
滅
ぶ
」
と
は
よ
く
言

た
も
の
だ
。

国語総合

問

空
欄

Ⅰ

Ⅴ

に
当
て
は
ま
る
語
句
を
、
次
の

の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
各
選
択
肢
は
一
度
し
か
使
え

な
い
。
Ⅰ
か
ら
Ⅴ
の
解
答
番
号
は

。

し
か
し

ま
ず

そ
れ
と
も

お
よ
び

た
だ
し

す
る
と

た
と
え
ば

で
は

つ
ま
り

な
ぜ
な
ら

問

空
欄

Ａ

Ｅ

に
当
て
は
ま
る
語
句
を
、
次
の

の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
各
選
択
肢
は
一
度
し
か
使
え

な
い
。
Ａ
か
ら
Ｅ
の
解
答
番
号
は

。

イ
デ
オ
ロ
ギ

バ

ク
ボ

ン

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

ノ
ウ
ハ
ウ

ス
テ
イ
タ
ス

バ
リ
ケ

ド

カ
リ
ス
マ

メ
カ
ニ
ズ
ム

サ
ス
テ
ナ
ブ
ル

テ
リ
ト
リ

国語総合



33

国

語

問

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
戦
争
が
あ

た
こ
と
を
示
す
六
つ
の
考
古
学
的
証
拠
を
、
説
明
順
に
（
一
）

（
六
）
で
表
す
と
す
る
。
こ
れ

ら
（
一
）

（
六
）
の
名
称
を
次
の
Ｌ

Ｑ
か
ら
選
ぶ
と
き
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

の
う
ち
か
ら
一
つ

選
べ
。
解
答
番
号
は

。

Ｌ：
武
器
崇
拝

Ｍ：

対
人
用
武
器

Ｎ：

武
器
副
葬

Ｏ：

戦
争
芸
術

Ｐ：
受
傷
遺
体

Ｑ：

防
御
施
設

（
一
）
Ｍ

（
二
）
Ｎ

（
三
）
Ｐ

（
四
）
Ｑ

（
五
）
Ｌ

（
六
）
Ｏ

（
一
）
Ｍ

（
二
）
Ｑ

（
三
）
Ｏ

（
四
）
Ｎ

（
五
）
Ｌ

（
六
）
Ｐ

（
一
）
Ｑ

（
二
）
Ｍ

（
三
）
Ｏ

（
四
）
Ｎ

（
五
）
Ｌ

（
六
）
Ｐ

（
一
）
Ｎ

（
二
）
Ｍ

（
三
）
Ｐ

（
四
）
Ｑ

（
五
）
Ｌ

（
六
）
Ｏ

（
一
）
Ｍ

（
二
）
Ｑ

（
三
）
Ｐ

（
四
）
Ｎ

（
五
）
Ｌ

（
六
）
Ｏ

国語総合

問

以
下
の
⑴

⑹
の
設
問
に
答
え
よ
。
解
答
番
号
は

。

⑴

傍
線
部
⑴
「
こ
れ
ら
の
証
拠
は
、
・
・
・
こ
と
の
証
し
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最

も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

。

傷
を
受
け
た
人
骨
以
外
の
五
つ
の
証
拠
は
、
ケ
ン
カ
や
殺
人
な
ど
の
個
人
的
な
争
い
が
、
宗
教
的
な
感
化
や
集
団
を
治
め
る
統
治
者
の
策

略
に
よ

て
さ
ら
に
激
化
し
、
最
終
的
に
集
団
成
員
の
闘
争
意
識
が
集
団
同
士
の
戦
闘
行
為
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
証
拠
で
あ
る
。

傷
を
受
け
た
人
骨
以
外
の
五
つ
の
証
拠
は
、
実
際
に
集
団
同
士
が
戦
闘
を
す
る
以
前
に
、
前
も

て
兵
士
や
武
器
や
防
御
設
備
が
集
団
社

会
の
な
か
に
準
備
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
集
団
同
士
の
戦
い
が
単
な
る
個
人
間
の
争
い
と
は
異
質
な
、
統
率
さ
れ
た
特
別
な
行
動
で
あ
る
こ
と

が
そ
の
社
会
の
成
員
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
証
拠
で
あ
る
。

傷
を
受
け
た
人
骨
以
外
の
五
つ
の
証
拠
は
、
集
団
社
会
の
な
か
で
日
常
的
に
争
い
や
ケ
ン
カ
が
頻
繁
に
生
じ
る
よ
う
に
な

た
た
め
集
団

を
統
率
す
る
政
治
的
行
為
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
政
治
的
行
為
と
し
て
個
人
の
日
常
的
怨
恨
を
他
集
団
に
向
け
る
戦
い
が
組
織
化
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
示
す
証
拠
で
あ
る
。

傷
を
受
け
た
人
骨
以
外
の
五
つ
の
証
拠
は
、
集
団
同
士
の
戦
闘
が
個
人
間
の
争
い
と
は
種
類
の
異
な
る
特
別
な
戦
い
で
あ
る
こ
と
を
正
当

化
し
喧
伝
す
る
政
治
家
や
宗
教
家
が
集
団
の
な
か
に
現
れ
、
そ
う
し
た
一
部
の
人
々
が
集
団
を
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
し
て
戦
闘
行
為
に
ま
で
発
展
し

て
し
ま

た
こ
と
を
示
す
証
拠
で
あ
る
。

傷
を
受
け
た
人
骨
以
外
の
五
つ
の
証
拠
は
、
自
ら
の
集
団
の
利
益
の
た
め
に
他
集
団
を
攻
撃
す
る
こ
と
が
正
し
い
行
為
で
あ
る
と
い
う
意

識
が
宗
教
や
政
治
の
力
を
と
お
し
て
集
団
社
会
に
所
属
す
る
人
々
に
定
着
し
、
自
覚
的
か
つ
自
発
的
に
戦
闘
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
戦
い
へ
の

強
い
動
機
づ
け
が
人
々
に
前
も

て
あ

た
こ
と
を
示
す
証
拠
で
あ
る
。

国語総合

⑵

傍
線
部
⑵
「
人
類
学
の
世
界
で
は
、
・
・
・
と
考
え
る
人
が
多
い
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
人
口
の
急
激
な
増
加
が
戦
争
発
生
の
条
件
と
な
る
の
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

。

増
加
し
た
人
口
を
養
う
た
め
よ
り
多
く
の
食
糧
を
生
産
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
、
よ
り
多
く
の
農
耕
地
が
必
要
と
な
る
。
新
し
い

土
地
を
開
拓
し
農
耕
地
を
次
々
と
広
げ
る
う
ち
に
、
所
有
権
の
定

て
い
な
い
土
地
を
我
が
も
の
に
し
よ
う
と
集
団
間
で
力
ず
く
の
戦
い
が
生

じ
た
か
ら
。

増
加
し
た
人
口
を
養
う
食
糧
の
増
産
を
目
的
に
農
耕
は
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
う
す
る
と
や
が
て
人
々
が
食
べ
て
も
ま
だ

あ
ま
る
食
糧
の
余
裕
が
で
き
る
。
こ
の
余
剰
生
産
物
が
富
と
し
て
蓄
え
ら
れ
、
富
を
め
ぐ

て
集
団
間
で
力
ず
く
の
戦
い
が
生
じ
た
か
ら
。

人
口
増
に
と
も
な
い
求
め
ら
れ
る
食
糧
増
産
の
た
め
、
耕
地
不
足
が
生
じ
た
り
、
あ
る
い
は
天
候
不
順
や
自
然
災
害
で
凶
作
と
な

た
り

し
て
、
食
糧
不
足
が
起
こ
る
。
し
か
し
農
耕
以
外
に
食
糧
確
保
の
代
替
手
段
が
な
い
。
そ
の
た
め
農
耕
を
支
え
る
資
源
を
戦
い
に
よ
り
力
ず
く

で
奪
う
こ
と
が
生
じ
た
か
ら
。

人
口
が
増
加
す
る
と
よ
り
多
く
の
食
糧
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
農
耕
地
の
不
足
や
、
日
照
り
や
水
不
足
と
い

た
天
候
不
順
に
よ

り
、
食
糧
不
足
の
危
険
が
頻
繁
に
起
こ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
危
険
が
人
々
の
道
徳
意
識
を
低
下
さ
せ
、
戦
い
を
起
こ
し
や
す
く
し
た
か

ら
。人

口
が
増
加
す
る
と
よ
り
多
く
の
食
糧
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
自
己
の
集
団
だ
け
の
限
ら
れ
た
労
働
力
で
は
多
く
の
食
糧
を

生
産
し
て
食
糧
不
足
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
食
糧
増
産
の
た
め
に
必
要
な
労
働
力
を
他
集
団
か
ら
力
ず
く
で
奪
い
合
う

戦
い
が
生
じ
た
か
ら
。

国語総合

⑶

傍
線
部
⑶
「
多
少
の
説
明
が
で
き
る
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
説
明
が
で
き
る
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

。

狩
り
を
主
と
す
る
社
会
で
あ

て
も
農
耕
社
会
と
類
似
し
た
条
件
を
も

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
定
住
し
な
が
ら
で
も
十
分

食
糧
を
確
保
で
き
る
恵
ま
れ
た
狩
場
や
漁
場
が
あ

た
た
め
に
人
口
が
増
加
し
た
。

狩
り
を
主
と
す
る
社
会
で
あ

て
も
農
耕
社
会
と
類
似
し
た
条
件
を
も

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
定
住
し
、
食
糧
源
を
決
ま

た
狩
場
や
漁
場
か
ら
の
獲
得
物
の
み
に
依
存
す
る
よ
う
に
な

た
た
め
、
そ
う
し
た
場
所
の
条
件
が
悪
化
し
て
十
分
な
獲
物
を
獲
得
で
き
ず

食
糧
不
足
に
な

た
。

狩
り
を
主
と
す
る
社
会
で
あ

て
も
農
耕
社
会
と
類
似
し
た
条
件
を
も

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
定
住
し
、
決
ま

た
狩
場

や
漁
場
を
食
糧
の
獲
得
場
所
と
し
て
大
切
に
す
る
よ
う
に
な
り
、
狩
場
や
漁
場
へ
の
占
有
意
識
と
他
の
集
団
へ
の
排
他
意
識
が
生
じ
た
。

狩
り
を
主
と
す
る
社
会
で
あ

て
も
農
耕
社
会
と
類
似
し
た
条
件
を
も

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
定
住
す
る
と
移
動
し
な
く

な
る
た
め
狩
猟
や
漁
撈
で
は
十
分
な
食
糧
を
確
保
で
き
な
く
な
り
、
す
ぐ
に
食
糧
不
足
に
な

た
。

狩
り
を
主
と
す
る
社
会
で
あ

て
も
農
耕
社
会
と
類
似
し
た
条
件
を
も

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
定
住
し
て
一
定
の
決
ま

た
狩
場
や
漁
場
で
食
糧
を
確
保
し
て
い
る
た
め
、
狩
場
や
漁
場
を
他
の
集
団
か
ら
防
衛
す
る
意
識
が
人
々
に
生
ま
れ
た
。

国語総合
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⑷

空
欄

イ

ニ

に
入
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号

は

。

イ－

定
住
す
る

ロ－

定
住
し
な
い

ハ－

狩
猟
・
漁
撈
・
採
集

ニ－

農
耕

イ－
定
住
し
な
い

ロ－

定
住
す
る

ハ－

農
耕

ニ－

狩
猟
・
漁
撈
・
採
集

イ－

定
住
す
る

ロ－

定
住
し
な
い

ハ－

農
耕

ニ－

狩
猟
・
漁
撈
・
採
集

イ－

定
住
し
な
い

ロ－

定
住
す
る

ハ－

狩
猟
・
漁
撈
・
採
集

ニ－

農
耕

⑸

傍
線
部
⑸
「
そ
の
戦
争
行
為
が
実
際
に
発
動
さ
れ
る
具
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
・
・
・
と
判
断
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
う

判
断
す
る
に
い
た

た
の
は
「
縄
文
人
は
意
識
的
に
戦
争
を
拒
否
し
た
」
と
推
測
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
推
測
す
る
根
拠
は
複
数
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
根
拠
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

。

日
本
の
縄
文
期
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
地
域
で
は
、
本
格
的
な
稲
作
農
耕
と
戦
争
行
為
が
一
緒
に
セ

ト
に
な

て
行
わ
れ
て
い
た
。

紀
元
前
五
〇
〇
〇

前
四
〇
〇
〇
年
に
大
陸
で
は
戦
争
が
始
ま
り
、
ま
た
日
本
の
縄
文
期
の
終
わ
り
頃
は
中
国
で
は
激
し
い
戦
乱
が
あ
り
、

そ
の
影
響
は
朝
鮮
半
島
に
ま
で
い
た

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
縄
文
期
の
日
本
に
戦
乱
の
影
響
は
及
ば
な
か

た
。

紀
元
前
六
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
大
陸
で
は
農
耕
が
行
わ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
縄
文
人
は
そ
の
時
期
か
ら
の
ち
、
数
千
年
間
も
本
格

的
に
農
耕
を
始
め
な
か

た
。

弥
生
時
代
に
起
こ

た
人
口
増
加
に
よ
る
食
糧
不
足
が
解
消
さ
れ
た
以
降
の
時
代
で
も
戦
争
は
な
く
な
ら
な
か

た
。

考
古
資
料
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
戦
争
は
縄
文
社
会
で
は
行
わ
れ
な
か

た
が
弥
生
社
会
で
は
行
わ
れ
た
。

国語総合

⑹

戦
争
を
考
古
学
的
に
分
析
・
研
究
し
た
成
果
を
も
と
に
戦
争
を
抑
止
す
る
方
法
を
考
え
る
と
す
る
。
本
文
の
主
旨
を
ふ
ま
え
て
そ
う
し
た
検
討

を
す
る
と
き
、
ど
ん
な
点
に
留
意
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
か
。
そ
う
し
た
留
意
点
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の

の
う
ち
か

ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

。

あ
る
民
族
や
国
家
が
他
の
民
族
や
国
家
に
対
し
ど
う
交
流
し
関
わ
る
の
か
と
い
う
や
り
方

人
々
が
ど
の
よ
う
な
環
境
で
何
を
な
り
わ
い
と
し
て
生
活
し
て
い
る
の
か
と
い
う
経
済
的
要
因

集
団
内
の
人
口
数
・
人
口
増
加
率
の
変
化
と
食
糧
需
給
と
の
関
係

食
糧
の
獲
得
や
生
産
の
た
め
に
依
存
し
て
い
る
手
段
や
資
源
の
種
類
の
多
寡

あ
る
地
域
・
民
族
や
あ
る
国
家
に
暮
ら
す
人
々
に
浸
透
し
て
い
る
世
界
観
や
考
え
方

国語総合



35

解　答　編
2023年度

一般選抜　ベスト２教科
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　　第 1問

　　第 2問

　　第 3問

　　第 4問

　　第 5問

　　第 1問

　　第 2問

　　第 3問

　　第 4問

　　第 5問

　　第 1問

　　第 2問

　　第 3問

　　第 4問

　　第 5問

英　語

日本史

世界史

解

答

問 1 問 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

③ ① ④ ② ① ② ④ ① ③ ③
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

④ ② ④ ③ ① ② ① ④ ② ④
21 22 23 24 25

② ④ ③ ① ②
26 27 28 29 30

④ ③ ① ④ ②
31 32 33 34 35

② ② ① ④ ④

問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10

③ ② ① ③ ① ③ ③ ③ ① ③
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10

① ④ ② ① ④ ② ③ ③ ① ④
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10

② ② ③ ④ ① ② ③ ④ ② ③
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10

④ ④ ② ④ ② ① ① ② ④ ③
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10

② ② ④ ① ③ ③ ② ① ④ ④

問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10

② ④ ① ② ④ ② ③ ② ③ ①
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10

① ③ ④ ② ③ ② ④ ② ① ④
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10

② ① ① ③ ④ ① ④ ③ ② ①
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10

④ ② ③ ② ① ③ ③ ① ② ④
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10

① ④ ③ ② ③
②
または
③

④ ② ② ①



37

　　第 1問

　　第 2問

　　第 3問

　　第 4問

　　第 5問

　　第 6問

　　第 7問

　　第 1問

　　第 2問

　　第 3問

　　第 4問

　　第 5問

　　第 6問

政治・経済

現代社会

解

答

問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8

④ ② ② ④ ① ③ ② 削除
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8

④ ② ④ ③ ④ ② ① ①
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

② ② ④ ④ ④
問 1 問 2 問 3 問 4

④ ② ② ②
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10 問 11 問 12

③ ④ ② 削除 ② 削除 ③ 削除 ② ② ② ④
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8

③ 削除 削除 ④ ③ ① ③ 削除
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

② ④ ① ② ④

問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8

① ④ ③ ③ ④ ③ ④ 削除
問 1 問 2 問 3 問 4

③ ② ③ ②
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8

④ ② 削除 ④ 削除 ③ ② ①
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8

④ ③ ③ ① ① ② ③ ④
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7

② ③ ① ③ ④ ③ ②
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10 問 11 問 12

① ④ ② ② ① ③ ③ ④ ① ① ③ ②
問 13 問 14 問 15

④ ① ④
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数 学

国 語

　　第 1問

　　第 2問

　　第 3問

　　第 4問

　　第 5問

　　第 1問

　　第 2問

　　第 3問

　

解

答

問 1 問 2 問 3
1 ア イ 5 6

4 1 1 2 3 3

問 1 問 2 問 3ア イ

8 1 0 6

問 1 問 2
⑴ ⑵

p q ア イ ウ エ 17 オ カ 最大 最小

2 2 1 5 1 8 3 2 8 6 7
問 1 問 2 問 3

22 23 24 25 26 27

2 2 2 3 1 5
問 1 問 2 問 3

ア イ ウ エ オ カ キ

2 4 1 6 2 4 0

問 1 問 2
ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

① ③ ② ⑤ ③ ② ⓪ ⑥ ③ ⑧
問 3 問 4

A B C D E ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸

⑨ ② ① ⑤ ⑧ ③ ② ④ ② ③
問 1 問 2

a b c d e ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸

④ ⑨ ① ⑥ ③ ⑦ ⑤ ⑧ ① ⑥
問 1 問 2

ⓐ ⓑ ⓒ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

① ④ ③ ⑤ ② ⑨ ① ⑦
問 3 問 4 問 5

A B C D E ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹

⑥ ⑧ ④ ⓪ ① ⑤ ② ③ ④ ③ ④ ①
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MEMO
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MEMO





入試課
TEL 0120－012－816　FAX 03－3313－9034

※無断の転載・複製は禁じます。




