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使
用
可
能
用
具

用

紙

注
意
事
項

問
題
文
は
、
二
枚
目
以
降
に
記
載
（
た
だ
し
、
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
見
な
い
こ
と
。
）

小
論
文

筆
記
用
具
（
鉛
筆
ま
た
は
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
、
消
し
ゴ
ム
、
鉛
筆
削
り
）

（
問
題
用
紙
）
本
冊
子
（
本
紙
を
含
む
）

三
枚

（
解
答
用
紙
）
原
稿
用
紙

一
枚

（
下
書
用
紙
）
Ａ
４
白
紙

一
枚

■

試
験
開
始
前
の
注
意

一
．
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
こ
の
問
題
用
紙
の
二
枚
目
以
降
を
見
な
い
こ
と
。

ま
た
、
解
答
用
紙
に
も
手
を
触
れ
な
い
こ
と
。

二
．
受
験
票
は
、
監
督
者
か
ら
見
え
る
よ
う
机
上
札
の
横
に
置
く
こ
と
。

受
験
票
を
忘
れ
た
場
合
は
、
受
付
で
仮
受
験
票
の
発
行
を
受
け
る
こ
と
。

三
．
筆
記
用
具
以
外
の
筆
箱
・
ペ
ン
ケ
ー
ス
な
ど
、
私
物
は
す
べ
て
か
ば
ん
の
中
に
片
付
け
る

こ
と
。

四
．
用
具
の
貸
し
出
し
は
一
切
い
た
し
ま
せ
ん
。

五
．
携
帯
電
話
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
時
計
・
ア
ラ
ー
ム
等
の
用
途
を
問
わ
ず
、
禁
止
し
ま
す
。

必
ず
電
源
を
切
り
、
か
ば
ん
の
中
に
し
ま
っ
て
く
だ
さ
い
。

■

試
験
開
始
後
の
注
意

一
．
試
験
開
始
後
、
問
題
用
紙
お
よ
び
解
答
用
紙
類
の
印
刷
不
鮮
明
な
箇
所
、
落
丁
、
乱
丁
、

汚
れ
、
不
備
な
ど
に
気
が
つ
い
た
ら
、
手
を
挙
げ
て
監
督
者
に
知
ら
せ
る
こ
と
。

二
．
解
答
用
紙
裏
面
の
所
定
欄
に
解
答
用
紙
記
入
番
号
・
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。

三
．
試
験
開
始
後
は
、
試
験
終
了
時
刻
ま
で
途
中
退
室
で
き
ま
せ
ん
（
お
手
洗
い
等
を
除
く
）。

四
．
質
問
が
あ
る
場
合
は
、
手
を
挙
げ
て
監
督
者
に
申
し
出
る
こ
と
。
質
問
は
試
験
終
了

十
五
分
前
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。
そ
れ
以
降
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

五
．
試
験
中
に
お
手
洗
い
を
希
望
す
る
場
合
は
、
手
を
挙
げ
て
監
督
者
に
申
し
出
る
こ
と
。

そ
の
際
は
、
他
の
受
験
生
の
受
験
を
阻
害
し
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
。

■

試
験
終
了
時
の
注
意

一
．
試
験
終
了
後
は
、
問
題
用
紙
の
み
持
ち
帰
っ
て
か
ま
い
ま
せ
ん
。
解
答
用
紙
を
提
出
せ
ず

に
持
ち
帰
っ
た
場
合
は
、
試
験
放
棄
と
み
な
し
ま
す
。

二
．
試
験
終
了
後
は
、
受
験
票
そ
の
他
の
忘
れ
物
に
注
意
す
る
こ
と
。

十
四
時
三
〇
分
～

十
六
時
〇
〇
分
（
一
時
間
三
十
分
）



 二 

【
設
問
】 

 
以
下
の
文
章
は
、『
わ
か
り
や
す
い
は
わ
か
り
に
く
い
？—

—

臨
床
哲
学
講
座(

ち
く
ま
新
書)

』（
鷲
田 

清
一
／
筑
摩
書

房
）
か
ら
の
抜
粋
で
す
。 

（
一
） 

こ
の
文
章
を
読
ん
で
、
筆
者
の
考
え
を
三
〇
〇
字
～
四
〇
〇
字
で
ま
と
め
な
さ
い
。 

（
二
） 

こ
の
文
章
で
語
ら
れ
て
い
る
「
自
由
」
と
い
う
概
念
を
参
考
に
し
て
、
自
由
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
あ
な
た

な
り
の
考
え
を
、
三
〇
〇
～
四
〇
〇
字
で
ま
と
め
な
さ
い
。 

解
答
用
紙
は
、
縦
書
き
で
使
用
す
る
こ
と
。 

 

【
課
題
文
】 

 

齢
を
重
ね
れ
ば
重
ね
る
ほ
ど
、「
自
己
」
と
い
う
も
の
が
確
立
し
て
き
て
、
自
分
の
行
動
に
つ
い
て
も
「
主
体
的
」

な
判
断
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
ふ
つ
う
考
え
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
は
逆
で
、
歳
が
ゆ

け
ば
ゆ
く
ほ
ど
何
か
行
動
を
起
こ
す
に
も
い
ろ
ん
な
こ
と
が
頭
に
浮
か
び
、
に
わ
か
に
は
行
動
に
移
せ
な
く
な
る
。

や
り
た
い
こ
と
が
ほ
ん
と
う
は
あ
っ
て
も
そ
れ
を
押
し
込
め
る
。
こ
こ
は
一
つ
こ
だ
わ
っ
て
お
き
た
い
と
い
う
気
持

ち
が
あ
っ
て
も
、
ま
わ
り
を
思
い
や
っ
て
、
そ
れ
を
押
し
通
す
の
を
つ
い
た
め
ら
う
。
そ
ん
な
癖
が
自
分
で
も
情
け

な
く
な
る
く
ら
い
に
つ
い
て
い
る
の
を
、
あ
る
日
ふ
と
思
い
知
る
。
考
え
あ
わ
せ
る
べ
き
こ
と
、
計
算
に
入
れ
て
お

く
べ
き
こ
と
が
増
え
て
ゆ
く
ば
か
り
、
気
が
つ
け
ば
、
悲
し
い
か
な
、
す
か
っ
と
し
た
決
断
が
下
せ
な
く
な
っ
て
い

る
…
…
。
要
は
、
歳
が
ゆ
け
ば
ゆ
く
ほ
ど
ひ
と
は
「
自
由
」
を
な
く
す
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。 

 

自
由
に
な
る
と
は
、
何
か
に
つ
な
が
れ
て
意
の
ま
ま
に
動
け
な
い
状
態
、
つ
ま
り
は
何
か
へ
の
隷
属
か
ら
解
き
放

た
れ
て
、
み
ず
か
ら
の
意
志
で
動
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
だ
と
、
と
り
あ
え
ず
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
籠 か

ご

の
鳥
が
外

へ
と
放
た
れ
る
よ
う
に
。
こ
こ
に
は
隷
属
が
不
当
な
事
態
で
あ
る
と
い
う
思
い
が
あ
る
。
だ
か
ら
「
自
由
」
は
「
権

利
」
と
い
う
考
え
と
す
ぐ
に
結
び
つ
く
。 

 

自
由
は
「
自
ら
に
由 よ

る
」
と
書
く
。
自
分
の
思
い
ど
お
り
に
ふ
る
ま
い
、
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
強
制
や
拘
束
か
ら
の
自
由
か
ら
一
歩
踏
み
込
ん
で
、「
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
」
か
ぎ
り

に
お
い
て—

—

そ
れ
は
他
人
の
自
由
を
制
限
し
た
り
否
定
し
た
り
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら—

—

、
ひ
と
は
し
た

い
と
思
う
何
を
し
て
も
よ
い
と
い
う
、
近
代
社
会
の
「
自
由
」
の
概
念
が
出
て
く
る
。
つ
ま
り
、「
自
由
」
の
概
念

は
「
自
己
」
の
概
念
と
も
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
行
動
が
自
分
の
思
い
ど
お
り
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は

「
わ
た
し
が
わ
た
し
の
主
人
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
わ
た
し
が
わ
た
し
の
生
の
主
宰
者

し
ゅ
さ
い
し
ゃ

で
あ
る
」
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
オ
ー
ト
ノ
マ
ス
（
自
律
的
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
自
分
の
行
動
を
自
分

で
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、autonom

ous

オ
ー
ト
ノ
マ
ス

で
あ
る
と
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
のautos

＋

nom
os

、
つ
ま
り
自
分
が
法
＝
掟
で
あ
る
よ
う
な
存
在
、
み
ず
か
ら
の
行
動
方
針
を
み
ず
か
ら
設
定
す
る
こ
と
の
で

き
る
「
自
己
立
法
」
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
ひ
と
の
誇
り
は
か
か
っ
て
い
る
。 

 

だ
か
ら
、
人
間
が
そ
の
誇
り
を
蹂
躙

じ
ゅ
う
り
ん

さ
れ
、
踏
み
に
じ
ら
れ
る
よ
う
な
場
面
に
ま
で
追
い
つ
め
ら
れ
た
と
き
、



 三 

た
と
え
ば
拷
問
を
受
け
る
と
き
に
は
、
ひ
と
は
最
後
の
最
後
、「
好
き
な
よ
う
に
せ
い
」「
し
た
い
よ
う
に
さ
せ
て
や

る
」
と
拷
問
者
に
吐
き
棄
て
る
こ
と
で
、
つ
ま
り
そ
れ
は
自
分
が
決
め
た
こ
と
だ
と
思
い
さ
だ
め
る
こ
と
で
、
か
ろ

う
じ
て
「
自
己
」
の
矜
持

き
ょ
う
じ

１
を
守
ろ
う
と
す
る
。
わ
た
し
が
相
手
に
し
た
い
よ
う
に
さ
せ
た
、
、
、と
宣
言
す
る
こ
と
で
、

他
者
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
「
自
己
」
の
最
後
の
誇
り
を
失
う
ま
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
自
分
の
存

在
を
自
分
の
所
有
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
蹂
躙
さ
れ
る
の
は
主
体
と
し
て
の
こ
の
わ
た
し
で
は
な
く
、
わ
た
し
が

所
有
し
て
い
る
対
象
と
し
て
の
わ
た
し
に
す
ぎ
な
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
た
し
は
無
傷
で
あ
る
と
思
い
な
す
の
で
あ

る
。 

 

わ
た
し
が
意
の
ま
ま
に
で
き
る
わ
た
し
、
つ
ま
り
わ
た
し
が
所
有
し
て
い
る
わ
た
し
、
わ
た
し
が
自
由
に
処
分
す

る
こ
と
の
で
き
る
対
象
と
し
て
の
わ
た
し
、
そ
れ
を
わ
た
し
の
意
志
で
相
手
に
供
す
る
こ
と
で
わ
た
し
は
自
由
を
確

保
で
き
る
…
…
。
こ
の
論
理
を
、
拷
問
に
さ
ら
さ
れ
る
と
き
も
、
身
を
「
売
る
」
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
き
も
、

ひ
と
は
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
身
を
保
つ
た
め
に
用
い
る
。 

 

し
か
し
、
は
た
し
て
自
由
と
は
、
自
分
の
存
在
が
自
分
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。 

                                        

          

 

１ 

矜
持
…
…
自
分
の
能
力
を
信
じ
て
い
だ
く
誇
り
。
自
負
。
プ
ラ
イ
ド
（『
広
辞
苑
』）
。 


