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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
．
試
験
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 

【
問
い
】 

 
以
下
の
文
章
は
、『
大
学
生
の
論
文
執
筆
法
』（
石
原
千
秋 

著
／
筑
摩
書
房
／
二
〇
〇
六
年
）
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
～
四
〇
〇
字
で
ま
と
め
な
さ
い
。 

（二）
あ
な
た
の
身
の
回
り
に
引
か
れ
た
「
線
」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
そ
の
「
線
」
に
つ
い
て
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
】 

 

僕
た
ち
の
思
考
は
、
線
を
引
く
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
い
や
、
僕
た
ち
の
世
界
は
線
を
引
く
こ
と
で
成
り
立
っ
て

い
る
。 

 

線
を
引
い
た
り
、
消
し
た
り
す
る
の
は
文
化
の
仕
事
だ
。
し
か
し
、
文
化
は
着
て
い
る
こ
と
さ
え
忘
れ
て
し
ま
っ
た
衣

服
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
文
化
に
よ
っ
て
引
か
れ
た
線
は
ふ
つ
う
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
空
気
の
よ
う
に
自
然
な
も
の

だ
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
気
づ
か
な
い
う
ち
に
線
が
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
り
も
す
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
意
識
化

す
る
の
は
、
知
性
の
仕
事
だ
。 

 

文
化
に
よ
っ
て
線
が
引
か
れ
た
り
消
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
を
あ
え
て
意
識
化
す
る
に
は
、
新
た
に
線
を
引
き
直
す
か
、

す
で
に
引
か
れ
た
線
を
消
す
か
、
そ
れ
と
も
線
を
引
い
た
こ
と
で
で
き
た
差
異
（
差
別
）
を
問
題
に
す
る
か
、
い
く
つ
も

の
や
り
方
が
あ
る
。
僕
が
そ
う
い
う
仕
事
に
は
じ
め
て
接
し
た
の
は
、
懐
か
し
き
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
流
行

し
た
、
ニ
ュ
ー
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
知
の
世
界
の
運
動
だ
っ
た
。 

 

た
と
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
旗
手
た
ち
は
、
そ
れ
ま
で
西
洋
的
知
性
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
「
精
神
」
重
視

の
発
想
を
、「
身
体
」
重
視
の
発
想
に
転
換
し
て
見
せ
た
。
こ
れ
は
、
精
神
と
身
体
と
の
間
に
引
か
れ
た
線
が
身
体
を
差

別
し
て
き
た
歴
史
に
異
議
申
し
立
て
を
し
た
の
で
あ
る
。
差
別
さ
れ
て
き
た
身
体
の
側
に
立
つ
こ
と
で
、
精
神
と
身
体
と

の
間
に
引
か
れ
た
線
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
の
だ
と
言
っ
て
も
い
い
。 

 

彼
等
は
さ
ら
に
、
精
神
と
身
体
と
は
別
々
の
も
の
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
な
が
り
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
は
じ
め
た
。

そ
こ
で
、「
精
神
と
し
て
の
身
体
」
と
い
う
言
い
方
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
精
神
と
身
体
と
の
間
に
引
か
れ

た
線
を
消
し
て
見
せ
た
の
だ
と
言
っ
て
い
い
。
そ
ん
な
風
に
し
て
、
彼
等
は
次
々
と
線
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
そ
れ
ま
で

の
価
値
観
を
ひ
っ
く
り
返
し
、
線
を
消
し
て
い
っ
た
。
大
人
と
子
供
で
は
子
供
の
側
に
立
ち
、
意
識
と
無
意
識
で
は
無
意

識
の
側
に
立
ち
、
正
常
と
狂
気
で
は
狂
気
の
側
に
立
ち
、
文
明
と
野
蛮
で
は
野
蛮
の
側
に
立
ち
、
男
と
女
で
は
女
の
側
に

立
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
目
眩

め
ま
い

が
す
る
ほ
ど
知
的
で
軽
や
か
な
仕
事
だ
っ
た
。 

（
中
略
） 

線
を
引
く
こ
と
で
物
事
が
は
っ
き
り
す
る
こ
と
、
線
を
引
く
こ
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
差
（
あ
る
場
合
に
は
差
別
）
を
生
み

出
す
こ
と
。
そ
し
て
最
も
大
切
な
の
は
、
線
は
ど
こ
に
で
も
引
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
れ
を
消
す
こ
と
も
で
き
る
と
い

う
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
現
実
に
は
実
社
会
で
新
し
く
線
を
引
い
た
り
、
す
で
に
引
か
れ
て
い
る
線
を
消
し
た
り
す
る
こ

と
に
は
大
変
な
努
力
や
犠
牲
を
要
す
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
白
人
と
黒
人
と
の
間
に
引
か
れ
た
線
を



 三 

（
少
な
く
と
も
建
前
上
は
）
消
す
こ
と
に
、
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
の
命
と
、
ど
れ
だ
け
の
時
間
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
か
。 

 
し
か
し
、
知
性
は
そ
れ
を
軽
や
か
に
や
っ
て
み
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
や
、
そ
れ
が
軽
や
か
に
で
き
な
い
よ
う
で
は

知
性
と
は
呼
べ
な
い
。
知
性
は
す
で
に
実
社
会
に
お
い
て
引
か
れ
て
い
る
線
を
い
と
も
簡
単
に
消
し
た
り
、
い
と
も
簡
単

に
新
し
い
線
を
引
い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
、
特
に
こ
れ
か
ら
の
社
会
で
求
め
ら
れ
る
発
想
の
柔
軟
さ
と
い

う
も
の
だ
。 

 

す
で
に
引
か
れ
て
い
る
線
を
守
ろ
う
と
す
る
の
は
保
守
派
の
す
る
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
保
守
派
が
常
に
非
生
産
的
だ

な
ど
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
引
か
れ
て
い
る
線
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
基
準
は
個
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
対
話
や
議
論
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
と
き
に
、
そ
の
基
準

そ
れ
自
体
に
つ
い
て
対
話
を
し
た
り
議
論
を
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
ま
た
知
性
の
仕
事
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、

知
性
は
線
を
自
由
に
引
き
直
す
こ
と
も
、
消
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
だ
か
ら
。 

 

知
的
で
な
い
人
間
は
、
対
話
や
議
論
を
拒
む
。「
い
け
な
い
こ
と
は
理
屈
で
は
な
く
、
有
無
を
言
わ
さ
ず
い
け
な
い
と

教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
が
品
格
と
い
う
も
の
だ
」
な
ど
と
い
う
人
間
に
知
性
は
存
在
し
な
い
。
こ
う
い
う
知
的

で
な
い
言
説
が
大
衆
受
け
す
る
の
は
、「
い
け
な
い
」
こ
と
の
内
容
を
自
分
で
勝
手
に
代
入
し
て
、
現
在
の
自
分
の
立
場

を
無
反
省
に
正
当
化
で
き
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。こ
れ
が
大
衆
の
保
守
化
で
あ
る
。平
成
大
不
況
の
中
で
疲
れ
果
て
、

知
的
に
考
え
る
こ
と
が
面
倒
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
何
度
で
も
繰
り
返
す
が
、
そ
こ
に
は
知
性
は
な

い
。 


