
適 
性 

検 

査 

Ⅰ

１
　
問
題
は
　 

　
の
み
で
、
６
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

２
　
検
査
時
間
は
四
十
五
分
で
、
終
わ
り
は
午
前
九
時
四
十
五
分
で
す
。

３
　
声
を
出
し
て
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

４
　
答
え
は
全
て
解
答
用
紙
に
明
確
に
記
入
し
、
解
答
用
紙
だ
け
を
提
出
し
な
さ
い
。

５
　
答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
新
し
い
答
え
を
書
き
な
さ
い
。

６
　
受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
ら
ん
に
記
入
し
な
さ
い
。
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問
題
は
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
で
す
。
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次
の  

文
章
１  

と  

文
章
２  

と
を
読
み
、
あ
と
の
問
題
に
答
え
な
さ
い
。

　
　
（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
り
ま
す
。）

文
章
１

中
国
を
最
近
、
訪ほ
う

問も
ん

し
た
。
中
国
の
人
た
ち
と
話
し
合
っ
て
い
て
、＊

孔こ
う

子し

の
教

え
が
今
も
生
き
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
た
。そ
れ
に
つ
け
て
も
思
い
出
し
た
の
は
、

桑く
わ

原ば
ら

武た
け

夫お

先
生
の
『
論ろ
ん

語ご

』
で
あ
る
。
桑
原
先
生
の
名
解
説
で
、＊『
論
語
』
が
「
孔

子
と
そ
の
一
門
と
の
い
き
い
き
と
し
た＊
言
行
録
」
と
し
て
捉と
ら

え
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る 

道
学
者
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
、
孔
子
の
姿
す
が
た

を
生
き
生
き
と
浮う

か
び
あ
が
ら
せ

て
く
る
書
物
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

い
ろ
い
ろ
好
き
な
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
掲か
か

げ
た
の
は
、＊

雍よ
う

也や

第
六 

二
十
の

「
子
曰い
わ

く
、
之こ

れ
を
知
る
者
は
之
れ
を
好
む
者
に
如し

か
ず
、
之
れ
を
好
む
者
は
之
れ

を
楽
し
む
者
に
如
か
ず
」
の
後
半
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
知
る
、
好
む
、
楽
し
む
、

と
い
う
三
つ
の
動ど
う

詞し

が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
重
み
が
異こ
と

な
る
こ
と
を

＊

端た
ん

的て
き

に

示
し
て
い
る
。

最
近
は
情
報
化
社
会
と
い
う
表
現
が
も
て
は
や
さ
れ
て
、
誰だ
れ

も
が
新
し
い
情
報

を
で
き
る
だ
け
多
く
、
そ
し
て
早
く
キ
ャ
ッ
チ
す
る
こ
と
に
力
を
つ
く
し
て
い
る
。

確
か
に
「
知
る
」
こ
と
は
大
切
だ
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
心
を
使
い
す
ぎ
る
と
、

そ
れ
に
疲つ
か

れ
て
し
ま
っ
た
り
、
情
報
量
の
多
さ
に
押お

し
潰つ
ぶ

さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ

れ
に
主
体
的
に
か
か
わ
っ
て
い
く
力
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

「
好
む
」
者
は
、
つ
ま
り
「
や
る
気
」
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
積
極
性
が
あ
る
。

情
報
は
与あ
た

え
ら
れ
て
く
る
の
で
、
人
を
受
動
的
に
す
る
。
人
間
の
個
性
と
い
う
も

の
は
、
何
が
好
き
か
と
い
う
そ
の
人
の
積
極
的
な
姿し

勢せ
い

の
な
か
に
現
れ
や
す
い
。  

私わ
た
し

は
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
と
き
に
、
何
か
好
き
な
も
の
が
あ
る
か
を
問
う
こ
と
が

よ
く
あ
る
。
好
き
な
こ
と
を
中
心
に
、
そ
の
人
の
㋐
個
性
が
開
花
し
て
く
る
。

孔
子
は
、「
好
む
」
の
上
に
「
楽
し
む
」
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
な
か
な
か
味

わ
い
の
あ
る
言
葉
で
あ
る
。
桑
原
先
生
の
解
説
に
よ
れ
ば
、「『
楽
』
は
＊客
体
の
中 

に
入
っ
て
あ
る
い
は
そ
れ
と
一
体
化
し
て
安
住
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
最
初
の
二
つ

の
段だ
ん

階か
い

を
経
て
、
第
三
段
階
の
安
ら
ぎ
の
理
想
像
に
達
す
る
と
す
る
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

「
好
む
」
は
積
極
的
だ
が
、
下へ

手た

を
す
る
と
気
負
い
す
ぎ
に
な
る
。
そ
れ
は
「
近き
ん

所じ
ょ

迷め
い

惑わ
く

」
を
引
き
起
こ
す
こ
と
さ
え
あ
る
。「
楽
し
む
」
は
そ
れ
を
超こ

え
、
あ
く
ま

で
積
極
性
を
失
っ
て
は
い
な
い
が
安
ら
ぎ
が
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
理
想
像
」
で

あ
る
。
こ
れ
を
提
示
す
る
の
に
、「
知
」、「
好
」
の
段
階
を
置
い
た
と
こ
ろ
に
孔
子

の
知ち

恵え

が
感
じ
ら
れ
る
。

 

（
河か
わ

合い

隼は
や

雄お

「『
出
会
い
』
の
不
思
議
」
に
よ
る
）　

＊＊＊

＊

1
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〔
注
〕　

孔こ
う

子し  
 

 
 

 

古
代
中
国
の
思
想
家
。

　
　
　

桑く
わ

原ば
ら

武た
け

夫お

先
生
の
『
論ろ
ん

語ご

』  
  

フ
ラ
ン
ス
文
学
者
で
あ
る
桑
原
武
夫
氏

に
よ
る
『
論
語
』
の
解
説
書
。

　
　
　
『
論
語
』  

 
 

 
 

中
国
の
古
典
。

　
　
　

言
行
録  

 
 

 
  

言
っ
た
こ
と
や
行
お
こ
な

っ
た
こ
と
を 

書
き
記
し
た
も
の
。

　
　
　

道
学
者  

 
 

 
 

道
徳
を
説
く
人
。

　
　
　

雍よ
う

也や

第
六 

二
十  

 
 

 『
論
語
』
の
章
の
一
つ
。 

　
　
　
「
子
曰い
わ

く
、
之こ

れ
を
知
る
者
は

　
　
　

之
れ
を
好
む
者
に
如し

か
ず
、

　
　
　

之
れ
を
好
む
者
は

　
　
　

之
れ
を
楽
し
む
者
に
如
か
ず
」  

  

孔
子
が
言
う
、
知
る
と
い
う
こ
と
だ
け 

で
は
、ま
だ
、こ
れ
を
愛
好
す
る
こ
と
に 

及お
よ

ば
な
い
。
愛
好
す
る
と
い
う
こ
と
は
、 

こ
れ
を
楽
し
む
こ
と
に
は
及
ば
な
い
。

　
　
　

端た
ん

的て
き  

 
 

 
 

遠
回
し
で
な
く
、は
っ
き
り
と
表
す
さ
ま
。

　
　
　

私わ
た
し

は
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
と
き
に  

  

筆
者
は
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
仕
事
と 

し
て
い
る
。

　
　
　

客
体  

 
 

 
  

は
た
ら
き
か
け
る
さ
い
の
、
目
的
と 

な
る
も
の
。
対
象
。
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文
章
２ 以

前
か
ら
あ
こ
が
れ
の
あ
っ
た
小こ

鼓
つ
づ
み

を
京
都
で
習
っ
て
み
る
こ
と
に
な
っ

た
筆
者
は
、
着
物
を
き
ち
ん
と
着
付
け
て
も
ら
い
、
緊き
ん

張
ち
ょ
う

し
な
が
ら
お
稽け
い

古こ

の
場
に
の
ぞ
ん
だ
。

い
よ
い
よ
部
屋
を
移
動
し
て

＊
小こ

鼓
つ
づ
み

に
触さ
わ

っ
て
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
ま
ず
は
簡か
ん

単た
ん

に
小
鼓
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
鼓
は
馬
の
皮
で
で
き
て
お
り
ま

し
て
、
表
と
裏う
ら

が
あ
り
ま
す
。
桜
の
木
で
で
き
た
胴ど
う

と
い
う
部
分
が
あ
り
、
麻あ
さ

の

紐ひ
も

を
縦た
て

と
横
に
組
み
合
わ
せ
た
だ
け
の
打
楽
器
で
す
」

目
の
前
に
小
鼓
を
置
い
て
い
た
だ
く
と
、「
本
物
だ
あ
」
と
い
う
無む

邪じ
ゃ

気き

な
感
動

が
あ
っ
た
。

「
構
え
る
と
打だ

撃げ
き

面
が
見
え
な
い
と
い
う
の
が
、
小
鼓
の
特と
く

徴
ち
ょ
う

で
す
」

打
撃
面
が
見
え
な
い
、
と
い
う
の
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
咄と
っ

嗟さ

に
は
理
解
で

き
な
い
ま
ま
頭
の
中
で
必
死
に
メ
モ
を
と
る
。

「
ま
ず
は
固
定
観
念
な
し
で
い
っ
ぺ
ん
打
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
」

と
は
い
え
、
ど
う
持
っ
て
い
い
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
手
を
こ
う
や
っ
て
、
親

指
は
こ
の
形
に
し
て
、
く
る
り
と
ま
わ
し
て
、
と
言
わ
れ
る
ま
ま
に
お
そ
る
お
そ
る

小
鼓
を
持
ち
上
げ
て
、
右み
ぎ

肩か
た

に
掲か
か

げ
た
。

「
イ
メ
ー
ジ
通
り
に
打
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
」

勢
い
よ
く
腕う
で

を
振ふ

っ
て
、
小
鼓
を
手
の
ひ
ら
で
ば
し
り
と
叩た
た

い
た
。
テ
レ
ビ
な

ど
で
よ
く
見
る
映え
い

像ぞ
う

の
真ま

似ね

っ
こ
だ
。
イ
メ
ー
ジ
と
勢
い
に
反
し
て
、
ぺ
ん
、
と

い
う
間ま

抜ぬ

け
な
音
が
出
た
。

「
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
」

何
度
打
っ
て
も
、
ぺ
ん
、
ぱ
ん
、
と
い
う
、
机

つ
く
え

を
叩
い
て
い
る
よ
う
な
間
の
抜ぬ

け
た
音
し
か
出
な
い
。

打
撃
面
が
見
え
な
い
、
と
い
う
意
味
が
打
っ
て
み
て
わ
か
っ
た
。
自
分
の
手
の

ひ
ら
が
ど
ん
な
動
き
を
し
て
い
る
の
か
、
鼓
の
ど
の
辺
を
打
っ
て
い
る
の
か
自
分
で

は
わ
か
ら
な
い
の
だ
。

「
案
外
、
鳴
ら
な
い
も
の
で
し
ょ
う
」

先
生
の
言
葉
に
、「
は
い
」
と
し
み
じ
み
頷
う
な
ず

い
た
。

じ
ゃ
あ
、
と
、
先
生
が
姿し

勢せ
い

と
持
ち
方
を
正
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

「
手
を
ぶ
ら
ぶ
ら
に
し
て
」

言
わ
れ
た
通
り
に
手
首
か
ら
力
を
抜
く
。
先
生
が
腕
を
も
っ
て
一い
っ

緒し
ょ

に
打
っ
て

く
だ
さ
っ
た
。

ぽ
ん
！　

ぽ
ん
！

さ
っ
き
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
大
き
な
音
が
出
て
驚
お
ど
ろ

い
た
。
周
り
の
空
気
が

ぶ
る
ぶ
る
震ふ
る

え
る
感
じ
が
す
る
。
騒そ
う

音お
ん

の
振し
ん

動ど
う

と
は
ま
っ
た
く
違ち
が

う
、
部
屋
の
空

気
が
び
り
っ
と
引ひ

き
締し

ま
る
よ
う
な
震
え
だ
。

「
鼓
は
い
か
に
力
を
抜
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
す
。
鼓
は
、

実
は
こ
の
打
っ
た
面
で
は
な
く
、こ
っ
ち
の
後
ろ
か
ら
音
が
出
て
い
き
ま
す
。ち
ょ
っ

と
私
わ
た
し

の
言
う
こ
と
を
聞
い
て
い
た
だ
け
る
と
、
す
ぐ
鳴
る
ん
で
す
」

本
当
に
そ
の
通
り
で
、魔ま

法ほ
う

み
た
い
だ
っ
た
の
で
、感
動
し
て
何
度
も
「
は
い
！
」

と
頷
い
た
。

「
息
を
吸す

っ
た
り
吐は

い
た
り
す
る
と
、
も
っ
と
い
い
音
が
出
ま
す
。
吸
う
、
ぽ
ん
」
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息
を
吸す

い
込こ

ん
で
打
つ
と
、
ぽ
ん
、
と
い
う
音
が
も
っ
と
大
き
く
な
っ
た
。

「
村
田
さ
ん
ら
し
い
鼓
の
音
と
い
う
の
が
必
ず
あ
っ
て
、
同
じ
道
具
を
打
っ
て
も

人
に
よ
っ
て
違
う
音
が
出
ま
す
。
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
が
そ
れ
ぞ
れ
手
に
取
っ

た
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
音
が
出
ま
す
」

上じ
ょ
う

手ず

な
人
は
み
ん
な
完か
ん

璧ぺ
き

な
音
を
打
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
同
じ
音
色
な
の
だ
ろ

う
と
勝
手
に
想
像
し
て
い
た
の
で
、
驚
く
と
同
時
に
、
自
分
ら
し
い
音
と
は
ど
ん
な

音
な
の
か
、
と
胸む
ね

が
高
鳴
っ
た
。

「
今
、
村
田
さ
ん
が
打
っ
た
鼓
を
、
何
も
す
る
こ
と
な
し
に
私
が
打
っ
て
み
ま
す
」

先
生
が
打
つ
と
、
美
し
い
響ひ
び

き
に
、
部
屋
の
空
気
が
び
り
び
り
と
気
持
ち
よ
く

震
え
た
。
凜り
ん

と
し
た
振
動
に
呼こ

応お
う

し
て
、
部
屋
の
空
気
が
変
化
し
て
一
つ
の
世
界

と
し
て
完
成
さ
れ
た
感
覚
が
あ
っ
た
。

「
鼓
に
は
五
種
類
の
音
が
あ
り
ま
す
」

説
明
を
し
な
が
ら
先
生
が
鼓
を
打
つ
。
さ
っ
き
ま
で
自
分
が
触
っ
て
い
た
鼓
か

ら
、
魔
法
の
よ
う
に
複
雑
に
、
い
ろ
い
ろ
な
音
が
飛
び
出
す
。

「
今
日
み
た
い
に
湿し
っ

気け

が
あ
る
日
は
、
小
鼓
に
と
っ
て
は
と
っ
て
も
い
い
日
な
ん

で
す
」

た
ま
た
ま
来
た
日
が
よ
く
音
が
出
る
日
だ
と
い
う
偶ぐ
う

然ぜ
ん

が
、
な
ん
だ
か
自
分
が

小
鼓
と
ご
縁え
ん

が
あ
っ
た
み
た
い
で
う
れ
し
く
な
っ
た
。

今
度
は
掛か

け
声ご
え

を
か
け
て
鼓
を
打
っ
て
み
た
。

「
掛
け
声
も
音
の
一
つ
で
す
」

少
し
恥は

ず
か
し
か
っ
た
が
、
自
分
の
身
体
も
楽
器
の
一
つ
だ
と
思
う
と
、
少
し

勇
気
が
出
た
。
先
生
の

＊

謡
う
た
い

に
合
わ
せ
て
、

「
よ
ー
」

と
掛
け
声
を
出
し
、
ぽ
ん
、
と
打
っ
た
。
も
っ
と
大
き
く
響
か
せ
た
い
と
思
っ

て
も
、
な
か
な
か
お
腹な
か

か
ら
力
が
出
な
か
っ
た
。
声
に
気
を
と
ら
れ
て
、
鼓
の
音

も
ま
た
間
抜
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

「
音
が
出
な
い
の
も
楽
し
さ
の
一
つ
で
す
。
少
し
の
ア
ド
バ
イ
ス
で
音
が
鳴
る
よ

う
に
な
り
ま
す
、
素す

直な
お

な
人
ほ
ど
ぽ
ん
と
鳴
り
ま
す
」

先
生
の
言
葉
に
、
と
に
か
く
素
直
に
！　

と
し
っ
か
り
心
に
刻き
ざ

み
付つ

け
た
。

「
村
田
さ
ん
が
来
て
く
れ
て
一
番
の
喜
び
は
、
こ
れ
で
鼓
を
触
っ
た
こ
と
が
な
い

人
が
一
人
減
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
の
楽
器
な
の
に
、
ド
レ
ミ
は
知
っ
て
い

て
も
小
鼓
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
人
が
多
い
。
鼓
を
触
っ
た
こ
と
の
な
い
人

が
減
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
、
自
分
の
欲よ
く

と
い
う
か
野
望
で
す
」

先
生
の
中
に
ご
く
自
然
に
宿
っ
て
い
る
言
葉
が
、
何
気
な
く
こ
ち
ら
に
渡わ
た

さ
れ

て
く
る
。
先
生
の
言
葉
も
、
鼓
と
同
じ
よ
う
に
、
生
徒
に
よ
っ
て
違
う
音
で
鳴
る
の

だ
ろ
う
と
感
じ
た
。

「
＊

お
能
の
世
界
は
非
日
常
の
世
界
な
の
で
す
け
れ
ど
、
や
は
り
日
常
に
全
て
通
じ

て
い
る
ん
で
す
」

最
後
に
も
う
一
度
、
鼓
を
構
え
て
音
を
鳴
ら
し
た
。

と
に
か
く
素
直
に
、
素
直
に
、
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
、
身
体
の
全
部
を
先

生
の
言
葉
に
任
せ
る
よ
う
な
感
覚
で
、
全
身
か
ら
力
を
抜
い
た
。

ぽ
ん
！

今
日
、
自
分
ひ
と
り
で
出
し
た
中
で
一
番
の
大
き
な
音
が
、
鼓
か
ら
ぽ
ー
ん
と

飛
ん
で
い
っ
た
。
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「
と
て
も
素
直
な
音
で
す
ね
」

先
生
の
言
葉
に
う
れ
し
く
な
っ
て
し
ま
い
、
も
っ
と
鳴
ら
そ
う
と
思
う
と
、
㋑
今

度
は
変
な
音
が
出
た
。

「
今
度
は
ち
ょ
っ
と
欲よ
く

張ば

っ
て
き
ま
し
た
ね
」

音
で
な
ん
で
も
わ
か
っ
て
し
ま
う
の
だ
な
と
恥
ず
か
し
く
な
っ
た
。

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」

お
稽け
い

古こ

の
最
後
に
、
敬け
い

意い

を
込こ

め
て
先
生
に
深
く
頭
を
下
げ
た
。
お
礼
の
言
葉

は
日
常
で
も
使
っ
て
い
る
が
、
先
生
に
向
か
っ
て
、「
学
ば
せ
て
く
だ
さ
っ
て
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
い
う
気
持
ち
を
込
め
て
発
す
る
そ
の
言
葉
は
、
普ふ

段だ
ん

と

は
意
味
合
い
が
違
っ
て
い
た
。

そ
の
夜
は
ず
っ
と
鼓
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
ぽ
ー
ん
と
気
持
ち
よ
く
鳴
っ
た

音
だ
け
で
は
な
く
、
先
生
の
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
「
日
本
ら
し
さ
」
と
い
う
こ
と
。

鼓
を
触
っ
た
こ
と
の
な
い
人
間
が
、
今
日
一
人
減
っ
て
、
そ
れ
が
私
だ
と
い
う
こ
と
。

短
い
時
間
だ
っ
た
け
れ
ど
、
私
の
中
に
何
か
が
宿
っ
た
気
が
し
た
。
思
っ
た
以

上
に
忘わ
す

れ
ら
れ
な
い
経
験
と
し
て
、
自
分
の
中
に
刻
ま
れ
て
い
た
。

鼓
か
ら
飛
ん
で
い
っ
た
私
だ
け
の
「
音
」
の
感
覚
が
、今
も
身
体
に
残
っ
て
い
る
。

ぽ
ー
ん
、
と
響
い
た
、
私
だ
け
の
音
。
あ
の
音
に
も
う
一
度
会
い
た
い
と
、
東
京
に

戻も
ど

っ
た
今
も
、
た
ま
に
手
首
を
ぶ
ら
ぶ
ら
さ
せ
な
が
ら
想お
も

い
続
け
て
い
る
。

 

（
村む
ら

田た

沙さ

耶や

香か

「
と
な
り
の
脳の
う

世
界
」
に
よ
る
）　

〔
注
〕　

小こ

鼓
つ
づ
み  

 

日
本
の
伝
統
的
な
打
楽
器
の
一
つ
。（
図
１
）

　
　
　

謡
う
た
い  

  

日
本
の
古
典
的
芸
能
の
一
つ
で
あ
る
能
楽
の
歌か

詞し

を
う
た
う 

こ
と
。

　
　
　

お
能  

  

能
楽
。
室む
ろ

町ま
ち

時じ

代だ
い

に
完
成
し
た
。

 

図１
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〔
問
題
１
〕　 　
㋐
個
性 

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、 

文
章
２  

で
は
ど
の
よ
う
な
形

で
表
れ
て
い
ま
す
か
。
会
話
文
以
外
の
部
分
か
ら
、
五
字
以
上
十
字
以

内
で
ぬ
き
出
し
な
さ
い
。

〔
問
題
２
〕　 　
㋑
今
度
は
変
な
音
が
出
た
。 

と
あ
り
ま
す
が
、そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。

十
五
字
以
上
二
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。
た
だ
し
、 

文
章
１  

の

表
現
も
用
い
る
こ
と
。

〔
問
題
３
〕　 　

 

文
章
２  

の
お
稽け
い

古こ

の
場
面
で
は
、 

文
章
１  

の
「
知
る
、
好
む
、

楽
し
む
」
の
ど
の
段だ
ん

階か
い

ま
で
表
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。

あ
な
た
の
考
え
を
四
百
字
以
上
四
百
四
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。
た

だ
し
、
次
の
条
件
と
下
の
〔
き
ま
り
〕
に
し
た
が
う
こ
と
。

条
件　
　

次
の
三さ
ん

段だ
ん

落ら
く

構こ
う

成せ
い
に
ま
と
め
て
書
く
こ
と

　
　

①  

第
一
段
落
で
は
、「
知
る
」、「
好
む
」、「
楽
し
む
」
の
ど
の
段
階
ま
で
表

さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
、
自
分
の
意
見
を
明
確
に
示
す
。

　
　

②  

第
二
段
落
で
は
、「
①
」
の
根こ
ん

拠き
ょ
と
な
る
箇か

所し
ょ
を  

文
章
２  

か
ら
具
体

的
に
示
し
、 文
章
１  

と
関
係
付
け
て
説
明
す
る
。

　
　

③  

第
三
段
落
で
は
、「
①
」
で
示
し
た
も
の
と
は
ち
が
う
段
階
だ
と
考
え
る

人
に
も
分
か
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
そ
の
人
の
考
え
方
を
想
像
し
て
そ

れ
に
ふ
れ
な
が
ら
、
あ
な
た
の
考
え
を
筋す
じ

道み
ち

立
て
て
説
明
す
る
。

〔
き
ま
り
〕

　
　

○ 

題
名
は
書
き
ま
せ
ん
。

　
　

○ 

最
初
の
行
か
ら
書
き
始
め
ま
す
。

　
　

○ 

各
段だ
ん

落ら
く

の
最
初
の
字
は
一
字
下
げ
て
書
き
ま
す
。

　
　

○  

行
を
か
え
る
の
は
、
段
落
を
か
え
る
と
き
だ
け
と
し
ま
す
。

　
　

○   

ヽ 

や 

。 

や 

」
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
字
数
に
数
え
ま
す
。
こ
れ
ら
の
記
号

が
行
の
先
頭
に
来
る
と
き
に
は
、
前
の
行
の
最
後
の
字
と
同
じ
ま
す
め

に
書
き
ま
す
（
ま
す
め
の
下
に
書
い
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
）。

　
　

○   

。 

と 

」
が
続
く
場
合
に
は
、同
じ
ま
す
め
に
書
い
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

こ
の
場
合
、 

。」
で
一
字
と
数
え
ま
す
。

　
　

○ 

段
落
を
か
え
た
と
き
の
残
り
の
ま
す
め
は
、
字
数
と
し
て
数
え
ま
す
。

　
　

○ 

最
後
の
段
落
の
残
り
の
ま
す
め
は
、
字
数
と
し
て
数
え
ま
せ
ん
。




