
平
成
三
十
年
七
月
十
七
日
提
出

質

問

第

四

六

六

号

新
し
い
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
へ
の
英
語
民
間
試
験
導
入
に
関
す
る
公
正
性
、
公
平
性
の
担
保
に
関
す
る
質
問

主
意
書

提

出

者

城

井

崇

466



新
し
い
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
へ
の
英
語
民
間
試
験
導
入
に
関
す
る
公
正
性
、
公
平
性
の
担
保
に
関
す
る
質
問

主
意
書

高
大
接
続
改
革
、
特
に
新
し
い
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
へ
の
英
語
民
間
試
験
導
入
に
関
す
る
公
正
性
、
公
平
性
の
担
保
に
つ

い
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

セ
ン
タ
ー
試
験
や
個
別
試
験
は
、
高
度
の
公
正
性
・
公
平
性
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
セ
ン
タ
ー
試
験
は
、
大
学

入
試
セ
ン
タ
ー
が
発
行
す
る
実
施
要
領
に
基
づ
き
、
全
国
の
全
会
場
で
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
が
ま
っ
た
く
同
じ
ペ
ー
ス
で
進

め
ら
れ
、
遅
刻
や
ト
イ
レ
中
断
へ
の
対
応
は
も
ち
ろ
ん
嘔
吐
や
鼻
血
の
対
応
ま
で
前
も
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
。
出
題
・
採

点
ミ
ス
が
あ
っ
た
場
合
は
、
追
加
入
学
や
補
償
金
等
で
対
応
し
て
き
た
。
先
般
、
文
部
科
学
省
は
個
別
試
験
の
問
題
の
解
答

公
表
を
原
則
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
各
民
間
試
験
に
も
同
様
の
公
正
さ
公
平
さ
を
求
め
る
の
か
。
政

府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

同
じ
共
通
テ
ス
ト
の
枠
内
で
実
施
し
な
が
ら
、
各
民
間
試
験
に
つ
い
て
だ
け
、
他
の
試
験
と
同
様
の
公
正
性
・
公
平
性
を

求
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
の
か
。
公
正
性
・
公
平
性
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
国
民
に
ど
う
説
明
し
、
理
解
を
得
る
の
か
。

受
験
生
や
保
護
者
、
教
員
が
納
得
す
る
と
思
う
の
か
。
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



三

障
害
等
の
あ
る
受
験
生
へ
の
対
応
と
し
て
、
全
盲
の
受
験
者
の
た
め
の
点
字
冊
子
の
提
供
、
弱
視
の
受
験
者
の
た
め
の
拡

大
文
字
冊
子
の
提
供
、
重
高
度
難
聴
の
受
験
者
の
た
め
の
リ
ス
ニ
ン
グ
・
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
の
免
除
、
中
・
軽
度
難
聴
の
受
験

者
の
た
め
の
ヘ
ッ
ド
フ
ォ
ン
の
貸
与
、
座
位
を
保
つ
こ
と
が
困
難
な
受
験
者
や
両
上
肢
の
機
能
障
害
を
持
つ
受
験
者
の
た
め

の
解
答
方
法
の
配
慮
や
試
験
会
場
・
部
屋
の
配
慮
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
が
、
全
国
の
受
験
会
場
で
確
実
に
行
わ
れ
る
こ
と
を

文
部
科
学
省
と
し
て
ど
の
よ
う
に
担
保
す
る
の
か
。
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

毎
年
度
、
全
都
道
府
県
で
複
数
回
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
二
十
三
種
類
の
試
験
に
つ
い
て
、
実
施
団
体
の
公
表

情
報
ど
お
り
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
の
は
そ
も
そ
も
現
実
的
で
な
い
の
で
は
な
い
か
。
結
局
は
、
実
施
団
体
に

丸
投
げ
す
る
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
結
果
、
犠
牲
に
な
る
の
は
、
受
験
生
と
こ
の
国
の
入
試
制
度
で
あ
る
と
考
え

る
が
、
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

共
通
テ
ス
ト
と
し
て
の
民
間
試
験
の
利
用
は
一
年
半
後
に
始
ま
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。
す
べ
て
の
受
験
生
が
、
受
験
し

た
い
試
験
を
滞
り
な
く
、
少
な
く
と
も
二
回
受
け
ら
れ
る
見
通
し
は
立
っ
て
い
る
か
。
例
え
ば
、
ど
の
試
験
を
何
人
く
ら
い

の
生
徒
が
ど
こ
で
い
つ
受
験
す
る
と
い
う
よ
う
な
想
定
に
基
づ
い
て
、
制
度
の
実
現
可
能
性
は
確
認
さ
れ
て
い
る
の
か
。
政

府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二



六

文
部
科
学
省
は
、
各
高
等
学
校
に
ニ
ー
ズ
調
査
を
実
施
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
新
制
度
が
実
現
可
能
で
あ
る
か

否
か
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
確
認
し
判
断
す
る
の
か
。
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


