
適 
性 

検 

査 

Ⅰ

１
　
問
題
は
　 

　
の
み
で
、
５
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
。

東
京
都
立
南
多
摩
中
等
教
育
学
校

注
　
　
　
意

１



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  

を
読
み
、
あ
と
の
問
題
に
答
え
な
さ
い
。

　
　
（
＊

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

文
章
１

思
い
込こ

み
が
怖こ
わ

い
の
は
、
そ
れ
で
こ
れ
か
ら
起
き
よ
う
と
し
て
い
る
出
来
事
を

言
わ
ば
色
眼
鏡
を
か
け
て
見
て
し
ま
い
が
ち
に
な
る
点
で
す
。

＊
対
人
関
係
で
も
、

最
初
出
会
っ
た
と
き
に
や
さ
し
い
表
情
を
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
人
を
い
っ
た
ん

よ
い
人
だ
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
と
、
そ
の
人
の
行こ

う

為い

が
す
べ
て
よ
い
よ
う
に
見
え

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
逆
に
一
度
嫌き

ら

い
だ
と
思
っ
た
人
の
行
為
は
ど

う
し
て
も

＊
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
評
価
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。

そ
う
し
た
こ
と
は
自
然
科
学
で
も
起
こ
り
ま
す
。
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
い
う
言
葉
を

聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
あ
る
時
代
に
多
く
の
人
が
当
然
の
前
提
と
し

て
受
け
入
れ
て
い
る
、
支
配
的
な
、
あ
る
い
は
規き

範は
ん

に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
の

見
方
や
考
え
方
を
指
す
言
葉
で
す
。
そ
れ
が
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

古
い
例
で
す
が
、
天
動
説
か
ら
地
動
説
へ
の
変
化
も
そ
の
代
表
的
な
例
で
す
。

従 

来
の

＊

枠わ
く

組ぐ

み
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
、
仮
に
そ
れ
か
ら
外
れ
た
例
を
示
さ

れ
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
枠
組
み
自
体
を
疑

う
た
が

う
と
い
う
こ
と
を
簡か
ん

単た
ん

に
は
し

ま
せ
ん
。
逆
に
、
何
か
特
別
な
理
由
が
あ
っ
て
そ
う
し
た
例
が
観
測
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
た
り
し
ま
す
。
従
来
の
枠
組
み
を
維い

持じ

し
よ
う
と
い
う
方
向
に
わ
た

し
た
ち
の
思
考
は
働
く
の
で
す
。
し
か
し
、
多
く
の

＊
反
例
が
示
さ
れ
て
、
い
よ
い

よ
と
な
っ
た
と
き
に
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
劇げ

き

的て
き

な
変
化
（
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
）
が

起
こ
る
の
で
す
。
い
っ
た
ん
信
じ
込
ん
だ
も
の
か
ら
自
由
に
な
る
の
が
と
て
も
む
ず

か
し
い
こ
と
が
こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
の
知
識
は
少
な
か
ら
ず
こ
の
よ
う
な
思
い
込
み
で
成
り
た
っ
て
い

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
思
い
込
み
を

＊
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
人
た
ち
は「
ド

ク
サ
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
ま
し
た
。
臆お

っ

見け
ん

と
訳や
く

さ
れ
た
り
し
ま
す
が
、
十
分

な
根こ

ん

拠き
ょ

が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
だ
憶お
く

測そ
く

に
基
づ
い
て
真
理
だ
と
思
い
込
ん

で
い
る
見
解
と
い
う
意
味
で
す
。

い
ま
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
い
っ
た
ん
正
し
い
と
思
い
込
ん

だ
も
の
か
ら
容
易
に
抜ぬ

け
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
す
ラ
テ

ン
語
の
お
も
し
ろ
い
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
。「
ク
ォ
ト
・
カ
ピ
タ
・
ト
ト
・
セ
ン

ス
ス
（Q

uot capita, tot sensus

）
と
い
う
も
の
で
す
。
も
と
も
と
は
ホ
ラ

テ
ィ
ウ
ス
と
い
う
古
代
ロ
ー
マ
を
代
表
す
る
詩
人
の
『

＊

風ふ
う

刺し

詩し

』
の
な
か
に
出
て

く
る
言
葉
で
す
。
試
み
に
訳
せ
ば
、「
頭
の
数
だ
け
意
見
が
あ
る
」
と
な
る
で
し
ょ

う
か
。
日
本
語
の
「
十
人
十
色
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
に
近
い
で
す
が
、
こ
ち
ら
の
方

は
主
に
好
み
や
趣し

ゅ

味み

の
違ち
が

い
を
指
し
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
ク
ォ
ト
・
カ
ピ
タ
・

ト
ト
・
セ
ン
ス
ス
」
の
方
は
、
考
え
方
や
見
解
が
そ
れ
ぞ
れ
の
人
で
違
う
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
誰だ

れ

も
が
自
分
の
判
断
や
見
解
に
自
信
を
も
っ

て
い
て
決
し
て
譲ゆ

ず

ら
な
い
、
誰
も
が
自
分
の
考
え
に
固こ

執し
つ

す
る
の
で
意
見
が
ま
と

ま
ら
な
い
、
議ぎ

論ろ
ん

し
て
も
簡
単
に
統
一
し
た
見
解
を
出
せ
な
い
と
い
う
状
態
を
表
し

た
も
の
で
す
。

1じ
ゅ
う
ら
い
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誰
で
も
、
自
分
が
こ
れ
こ
そ
正
し
い
と
思
い
込
ん
だ
も
の
に
し
が
み
つ
い
て
し

ま
う
の
で
す
。
そ
れ
は
逆
に
言
う
と
、
誰
の
も
の
で
あ
れ
、
人
の
も
の
の
見
方
や

考
え
方
と
い
う
の
は
、
絶
対
に
確
実
な
も
の
で
は
な
く
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
偏

か
た
よ

り

や
誤

あ
や
ま

り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
周
り
か
ら
見
る
と
た
と
え
こ
っ
け
い
な
も
の

で
あ
っ
て
も
、
し
ば
し
ば
本
人
は
真し

ん

剣け
ん

に
、
そ
し
て
か
た
く
な
に
そ
れ
を
信
じ
込

ん
で
し
ま
い
、
そ
れ
か
ら
離は

な

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

 
（
藤ふ
じ

田た

正ま
さ

勝か
つ

「
は
じ
め
て
の
哲て
つ

学が
く

」
に
よ
る
）　

　

〔
注
〕 

対
人
関
係  
 

 

他
人
と
の
関
係
。

 

ネ
ガ
テ
ィ
ブ  

 
 

否ひ

定て
い

的て
き

で
あ
る
さ
ま
。

 

枠わ
く

組ぐ

み  
 

 

物
事
の
し
く
み
。

 

反
例  

 
 

あ
る
主
張
に
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
を
示
す
例
。

 

古
代
ギ
リ
シ
ア  

 

大
昔
の
ギ
リ
シ
ア
。

 

風ふ
う

刺し

詩し  
 

 

詩
集
の
名
前
。
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文
章
２

「
哲て

つ

学が
く

対
話
」
と
い
う
日
本
語
の
語
句
が
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

か
な
り
最
近
の
こ
と
で
、早
く
と
も
二
〇
一
〇
年
以い

降こ
う

の
こ
と
で
す
。

＊
哲
学
カ
フ
ェ

や
子
ど
も
の
哲
学
な
ど
の
形
で
行
わ
れ
る
哲
学
的
な
対
話
が
、
い
つ
し
か
関
係
者
の

間
で
「
哲
学
対
話
」
と
呼よ

ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
哲
学
カ
フ
ェ
な
ど
の
活
動
が
広
ま

る
に
つ
れ
て
、
人
々
の
共
通
の
語ご

彙い

に
な
っ
た
の
で
す
。

哲
学
カ
フ
ェ
や
子
ど
も
の
哲
学
、
哲
学
相
談
（
哲
学
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
哲
学

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
）
な
ど
の
活
動
を
ま
と
め
て
「
哲
学
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」
と
呼
ぶ

こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」
は
英
語
で
「
実じ

っ

践せ
ん

」
と
い
う
意
味
で
、

「
哲
学
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」
と
は
「
哲
学
を
実
践
す
る
こ
と
」
で
す
。
そ
し
て
、
哲
学

プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
主
要
な
方
法
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
が
、
哲
学
対
話
で
す
。

哲
学
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
目
的
や
手
法
は
実
践
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、

そ
れ
に
応
じ
て
哲
学
対
話
の
あ
り
方
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
だ
か
ら
、
哲
学
対
話
の

一い
っ

般ぱ
ん

的て
き

な
定
義
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
哲
学
対
話
の
間
に

ゆ
る
や
か
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
特と

く

徴
ち
ょ
う

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
ま
と

め
る
と
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

哲
学
対
話
と
は
、
人
が
生
き
る
な
か
で
出
会
う
さ
ま
ざ
ま
な
問
い
を
、
人
々
と

言
葉
を
交か

わ
し
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り
、
じ
っ
く
り
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自じ

己こ

と

世
界
の
見
方
を
深
く
豊
か
に
し
て
い
く
こ
と
。

も
う
少
し
詳く

わ

し
く
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

哲
学
対
話
に
は
テ
ー
マ
が
あ
り
、
問
い
が
あ
り
ま
す
。
テ
ー
マ
や
問
い
を
設
定

せ
ず
に
哲
学
対
話
が
始
ま
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
場
合
は
対
話
の
な
か
で

テ
ー
マ
や
問
い
を
探さ

が

し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
哲
学
対
話
は
何
ら
か
の
テ
ー
マ

や
問
い
を
め
ぐ
っ
て
進
む
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
テ
ー
マ
や
問
い
が
哲
学
対
話
で

参
加
者
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
、
参
加
者
を
つ
な
ぐ
も
っ
と
も
大
切
な
も
の
に
な
り

ま
す
。

逆
に
言
え
ば
、
参
加
者
は
他
の
も
の
は
共
有
し
て
い
な
く
て
も
い
い
わ
け
で
す
。

い
や
、
共
有
し
て
い
な
い
ほ
う
が
い
い
と
す
ら
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
互た

が

い

の
職
業
、
地
位
、
履り

歴れ
き

、
人ひ
と

柄が
ら

、
名
前
す
ら
知
ら
な
く
て
も
、
テ
ー
マ
や
問
い
を

共
有
し
て
い
れ
ば
、
哲
学
対
話
は
成
立
す
る
し
、
そ
の
方
が
よ
い
哲
学
対
話
に
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

哲
学
対
話
で
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
問
い
を
問
い
ま
す
。
人
間
と
人
間
を
と
り

ま
く
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
哲
学
対
話
の
テ
ー
マ
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
で
も
、
あ
え
て
哲
学
対
話
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
問
い
の
特
徴
を
あ
げ
る
と
す
れ

ば
、
当
た
り
前
の
こ
と
を
あ
え
て
問
う
問
い
、
そ
し
て
そ
う
簡か

ん

単た
ん

に
答
え
の
出
な
い

問
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

た
と
え
ば
「
幸
せ
と
は
何
か
」「
な
ぜ
善ぜ

ん

悪あ
く

の
区
別
が
あ
る
の
か
」「
自
由
で
あ
る

こ
と
は
よ
い
こ
と
か
」
な
ど
で
す
。
誰だ

れ

も
が
「
幸
福
」「
善
悪
」「
自
由
」
な
ど
の

言
葉
を
理
解
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
幸
福
観

を
も
ち
、
幸
福
に
な
り
た
い
と
願
っ
て
生
き
て
い
る
し
、
た
い
て
い
の
人
々
は
善
悪

を
わ
き
ま
え
て
い
て
、
悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
非ひ

難な
ん

さ
れ
る
し
、
人
は
自
由
で
あ
り
た
い
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と
願
う
け
れ
ど
、
行
き
過
ぎ
た
自
由
は
よ
く
な
い
結
果
を
生
む
、
な
ど
と
思
っ
て
い

ま
す
。

し
か
し
、ひ
と
た
び
こ
れ
ら
当
た
り
前
の
こ
と
を
め
ぐ
る
問
い
を
問
う
と
、実
は
、

み
ん
な
さ
ま
ざ
ま
に
異こ

と

な
る
意
見
を
も
ち
、
誰
も
最
終
的
な
答
え
を
知
ら
な
い
こ

と
に
気
づ
い
て
驚

お
ど
ろ

き
ま
す
。
そ
の
驚
き
か
ら
哲
学
対
話
は
始
ま
り
ま
す
。
こ
れ
ら

は
、
生
き
る
な
か
で
誰
も
が
出
会
う
こ
と
の
あ
る
問
い
で
す
が
、
そ
れ
ら
を
日
常

生
活
の
な
か
で
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、

「
幸
福
」
も
「
善
悪
」
も
「
生
き
る
こ
と
」
も
あ
ま
り
に
当
た
り
前
の
こ
と
、
わ
か

り
き
っ
た
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
い
っ
た
ん

考
え
始
め
る
と
、
そ
れ
ら
は
ま
っ
た
く
当
た
り
前
の
こ
と
な
ど
で
は
な
い
こ
と
が

わ
か
る
の
で
す
。

　

 

（
寺て
ら

田だ

俊と
し

郎ろ
う

「
ゼ
ロ
か
ら
は
じ
め
る
哲て
つ

学が
く

対
話　
　
　
　
　
　
　
　

 

― 

哲
学
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
・
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
序
章
１
に
よ
る
）　

〔
注
〕 

哲て
つ

学が
く

カ
フ
ェ  
 

 

み
ん
な
で
哲
学
的
な
話
し
合
い
を
す
る
場
。
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〔
問
題
１
〕　 　

文
章
１ 

に
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
と
あ
り
ま
す
が
、

「
大
き
く
変
化
す
る
」
理
由
を
、
本
文
中
の
表
現
を
使
っ
て
、
五
十
字

以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

　
　
　
　
　

 　

な
お
、 

ヽ 

や 

。 

や
「 

な
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
字
数
に
数
え
、
一
ま
す

め
か
ら
書
き
始
め
る
こ
と
。

〔
問
題
２
〕　 　

文
章
２ 

に
「
幸
せ
と
は
何
か
」「
な
ぜ
善ぜ
ん

悪あ
く

の
区
別
が
あ
る
の
か
」

「
自
由
で
あ
る
こ
と
は
よ
い
こ
と
か
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
は
こ
れ

ら
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。 

解
答
ら
ん
に
合
う
よ
う
に
三
十
五
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、

「
当
た
り
前
」
と
い
う
言
葉
を
必
ず
用
い
る
こ
と
。

　
　
　
　
　

 　

な
お
、 

ヽ 

や 

。 

や
「 

な
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
字
数
に
数
え
、
一
ま
す

め
か
ら
書
き
始
め
る
こ
と
。

〔
問
題
３
〕　 　

文
章
１ 

と 

文
章
２ 

を
ふ
ま
え
て
、
あ
な
た
な
ら
「
哲て
つ

学が
く

対
話
」

と
い
う
方
法
を
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
ど
の
よ
う
に
生
か
す
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
ま
す
か
。
自
分
の
考
え
を
四
百
字
以
上
五
百
字
以
内
で

書
き
な
さ
い
。
た
だ
し
、
あ
と
の
〔
手
順
〕
と
〔
き
ま
り
〕
に
し
た

が
う
こ
と
。

〔
手
順
〕　　

１ 　
「
思
い
込
み
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
文
章
１ 

の
具
体
例
を

用
い
て
説
明
す
る
。

　
　
　
　
　

２  　

文
章
２ 

に
お
い
て
、「
哲
学
対
話
」
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な 

よ
い
点
が
生
じ
る
の
か
、
筆
者
の
考
え
を
ま
と
め
る
。

　
　
　
　
　

３ 　
〔
手
順
〕
の
１
と
〔
手
順
〕
の
２
を
関
係
付
け
な
が
ら
、
自
分
の

考
え
を
書
く
。

〔
き
ま
り
〕　

○ 

題
名
は
書
き
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　

○ 

最
初
の
行
か
ら
書
き
始
め
ま
す
。

　
　
　
　
　

○ 

各か
く

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
。


