
注

意

事

項

1．

試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
こ
の
問
題
冊
子
を
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

2．

問
題
冊
子
は
一
冊（
四
頁
）、
解
答
用
紙
は
二
枚
、
下
書
用
紙
は
二
枚
で
す
。
落
丁
、
乱
丁
、
印
刷
不
鮮
明
の
箇
所
等
が
あ
っ
た
場
合
に
は
申
し
出

て
く
だ
さ
い
。

3．

氏
名
と
受
験
番
号
は
解
答
用
紙
の
所
定
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

4．

解
答
は
指
定
の
解
答
用
紙
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

5．

解
答
用
紙
は
持
ち
帰
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

6．

問
題
冊
子
と
下
書
用
紙
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。
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1
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
に
答
え
な
さ
い（
な
お
、
出
題
の
都
合
に
よ
り
、
一
部
表
記
等
を
改
め
た
）。

我
が
子
が
通
う
小
学
校
で
、
子
ど
も
た
ち
が
ポ
ス
タ
ー
を
見
せ
て
説
明
を
す
る
と
い
う
授
業
が
あ
り
ま
し
た
。
大
学
生
や
社
会
人
で
も
、
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
機
会
な
ど
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

こ
ん
な
と
き
に
気
に
な
る
、
発
表
の
際
に
よ
く
使
わ
れ
る
論
理
関
係
を
表
す
接
続
詞
に「
な
の
で
」が
あ
り
ま
す
。
こ
の「
な
の
で
」が
、
厳
し
い
国

語
の
先
生
や
年
配
の
上
司
な
ど
か
ら「
正
し
い
表
現
で
は
な
い
」と
言
わ
れ
る
と
、
皆
、
一
様
に
驚
き
ま
す
。

こ
こ
で
、
少
し
、
こ
の「
な
の
で
」に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
き
ょ
う
は
雨
な
の
で
」や「
き
ょ
う
は
雨
だ
か
ら
」の
よ
う
な
、「（
な
）の
で
」と「（
だ
）か
ら
」は
、
文
の
中
で
使
わ
れ
別
の
語
に
続
く
接
続
助
詞
と

呼
ば
れ
る
形
式
で
す
。
一
方
、「
き
ょ
う
は
雨
だ
。
だ
か
ら
…
」や「
き
ょ
う
は
雨
だ
。
な
の
で
…
」と
、
い
っ
た
ん
文
が
終
わ
っ
て
か
ら
使
わ
れ
る
と

接
続
詞
と
な
り
ま
す
。

接
続
助
詞
の「（
雨
な
）の
で
」「（
雨
だ
）か
ら
」は
、
正
式
な
表
現
と
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
接
続
詞
で
は
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。
接
続
詞
の

「
な
の
で
」は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
表
現
と
し
て
、「
余
計
な
一
言
」と
注
意
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
実
際
、「
な
の
で
」を
間
違
い
と
位
置
づ
け

て
い
る
本
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

「
な
の
で
」が
間
違
い
で
あ
る
と
い
う
根
拠
は
、「
辞
書
に
は
認
め
ら
れ
て
な
い
形
式
だ
か
ら
」と
い
う
一
点
に
つ
き
ま
す
。
辞
書
に
認
め
ら
れ
て
い

な
い
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
表
現
が
新
し
い
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、「
私
が
生
ま
れ
た

頃
に
な
か
っ
た
こ
と
ば（
よ
り
正
確
に
は
、
私
の
言
語
形
成
期
を
過
ぎ
た
後
に
生
じ
た
表
現
）だ
か
ら
、
い
け
な
い
」の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
要
は
単
な
る
世
代
差
で
す
。
感
情
的
に
な
ら
ず
論
理
的
に
考
え
れ
ば
、
ど
ち
ら
も
間
違
い
で
あ
る
か
、
ど
ち
ら
も
正
用
で

あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
で
も
っ
と
も
収
録
語
彙
数
が
多
く
、
歴
史
的
な
用
例
も
拾
っ
て
い
る『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
』で
見
て
み
ま
す
と
、「
だ
か
ら
」は
、
初

こ
っ
け
い

出
例
と
し
て
江
戸
時
代
末
期
の
滑
稽
本
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
前
に
用
例
が
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
す
で
に
、
一
五
〇
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年
以
上
の
歴
史
を
も
つ
語
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、「
な
の
で
」は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』に
は
用
例
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
比
較

的
新
し
く
、
そ
の
た
め
口
語
的
な
表
現
と
言
え
ま
す
。

で
は
、
文
法
的
に
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

「
の
で
」も「
か
ら
」も
接
続
助
詞
で
あ
る
こ
と
は
、先
に
も
述
べ
ま
し
た
。そ
の
前
に
つ
い
て
い
る「
な
」と「
だ
」は
、い
ず
れ
も
断
定
の
助
動
詞
の
、

そ
れ
ぞ
れ
連
体
形
と
終
止
形
で
す
。
連
体
形
の「
な
」は
、
そ
の
後
に
準
体
助
詞
に
由
来
す
る「
の
」が
あ
る
た
め
に
連
体
形
に
な
っ
て
お
り
、
一
方
、

「
か
ら
」は
単
純
に
終
止
形
の「
だ
」に
続
い
て
い
る
の
で
す
。

た
だ
、
よ
く
考
え
れ
ば
、
こ
の「
な
」も「
だ
」も
、
助
動
詞
の
活
用
形
で
す
。
助
動
詞
は
、
付
属
語
と
い
っ
て
、
前
に
何
か
の
自
立
語
が
あ
る
場
合

に
の
み
使
わ
れ
る
形
式
で
す
。
つ
ま
り
、「
雨
な
の
で
」や「
雨
だ
か
ら
」の
よ
う
に
、
前
に
自
立
語
で
あ
る「
雨
」の
よ
う
な
名
詞
が
あ
る
場
合
か
、「
元

気
な
の
で
」「
元
気
だ
か
ら
」の
よ
う
に
、
自
立
語
で
あ
る
形
容
動
詞
の
活
用
形「
元
気
な
」「
元
気
だ
」の
場
合
に
は
正
用
と
言
え
ま
す
が
、
そ
の
い
ず

れ
で
も
な
く
単
独
で「
な
」や「
だ
」が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
す
。つ
ま
り
、「
だ
か
ら
」も「
な
の
で
」も
文
法
的
に
同
じ
構
造
を
持
ち
、

「
な
の
で
」が
ダ
メ
な
ら
、「
だ
か
ら
」も
ダ
メ
な
の
で
す
。

そ
も
そ
も
、
接
続
詞
の「
だ
か
ら
」は「
そ
う
だ
か
ら
」が
省
略
さ
れ
た
形
で
す
。
今
で
も
関
西
な
ど
の
方
言
で
は「
そ
う
や
か
ら
」類
の「
せ
や
か
ら
」

な
ど
が
用
い
ら
れ
ま
す
が
、「
や
か
ら
」と
始
め
る
こ
と
は
基
本
的
に
あ
り
ま
せ
ん
。
必
ず
副
詞
の「
そ
う
」を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
同

様
に
、「
だ
か
ら
」も
、
本
来「
そ
う
だ
か
ら
」と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
単
独
で
接
続
詞
の
用
法
を
も
っ
て
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
て
、「
だ
か
ら
」単
独
で
用
い
て
も
間
違
い
と
は
言
わ
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
語
の
文
法
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
時
代
に
は
、
す

で
に「
だ
か
ら
」と
い
う
こ
と
ば
は
、
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
。

も
し
、
こ
の「
だ
か
ら
」を
正
し
い
表
現
と
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
論
理
的
に
は
、「
な
の
で
」も
正
し
い
表
現
と
認
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
だ

か
ら
」と「
な
の
で
」の
間
に
線
を
引
け
る
と
す
れ
ば
、「
私
が
使
わ
な
い
」と
い
う
主
観
的
な
基
準
に
よ
る
も
の
で
し
か
な
い
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
時
差
に
よ
る
線
引
き
は
、
言
語
が
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
常
に
い
つ
の
世
の
中
で
も
起
き
る
も
の
で
す
。『
枕
草
子
』の
作
者

清
少
納
言
は
、
第
一
八
六
段
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す（『
枕
草
子

新
日
本
古
典
文
学
大
系
二
五
』岩
波
書
店
に
よ
る
）。
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ふ
と
心
お
と
り
と
か
す
る
も
の
は
、
男
も
女
も
こ
と
ば
の
文
字
い
や
し
う
遣
ひ
た
る
こ
そ
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
よ
り
ま
さ
り
て
わ
ろ
け
れ
。
た
だ

文
字
一
つ
に
、
あ
や
し
う
、
あ
て
に
も
い
や
し
う
も
な
る
は
、
い
か
な
る
に
か
あ
ら
む
。（
略
）

な
に
事
を
い
ひ
て
も
、「
そ
の
こ
と
さ
せ
む
と
す
、
い
は
む
と
す
、
な
に
と
せ
む
と
す
」と
い
ふ「
と
」文
字
を
失
ひ
て
、
た
だ「
い
わ
む
ず
る
、

里
へ
い
で
む
ず
る
」な
ど
い
へ
ば
、
や
が
て
い
と
わ
ろ
し
。（
略
）「
ひ
て
つ
車
に
」と
い
ひ
し
人
も
あ
り
き
。「
求
む
」と
い
ふ
こ
と
を「
み
と
む
」な

ん
ど
は
み
な
い
ふ
め
り
。

男
も
女
も
言
葉
遣
い
が
下
品
だ
と
が
っ
か
り
す
る
と
い
う
中
で
、「
い
は
ん
と
す
」が
正
し
い
言
い
方
で「
い
は
む
ず
る
」の
よ
う
に
言
う
の
は
好
ま

し
く
な
い
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
言
い
間
違
い
の
例
と
し
て
、「
ひ
と
つ
」と
い
う
と
こ
ろ
を「
ひ
て
つ
」と
言
っ
た
り「
求
む
」と
い
う
と
こ
ろ
を

「
み
と
む
」と
言
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
も
挙
げ
て
い
ま
す
。

（
山
田
敏
弘『
そ
の
一
言
が
余
計
で
す
―
日
本
語
の「
正
し
さ
」を
問
う
』二
〇
一
三

筑
摩
書
房
七
七
頁
―
八
一
頁
）

問

本
文
を
一
〇
〇
字
程
度
で
要
約
し
た
う
え
で
、
傍
線
部「
時
差
に
よ
る
線
引
き
」に
つ
い
て
、
あ
な
た
自
身
の
意
見
を
述
べ
な
さ
い
。（
八
〇
〇

字
以
内
）
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2
以
下
の
マ
ン
ガ
を
ふ
ま
え
て
、
問
に
答
え
な
さ
い
。

（
毎
日
新
聞
二
〇
一
六
年
九
月
三
〇
日
）

問

あ
な
た
な
ら
、（
ゲ
ー
ム
も
世
界
を
広
げ
る
が
）本
を
読
む
こ
と
も
世
界
を
広
げ
る
こ
と
を
マ
ン
ガ
の
子
ど
も
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
せ
る

か
、
実
在
の
本
を
取
り
上
げ
る
な
ど
し
て
、
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
述
べ
な
さ
い
。（
四
〇
〇
字
以
内
）
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