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【
注   

意
】 

 

一
、
試
験
監
督
者
の
指
示
が
あ
る
ま
で
、
問
題
冊
子
や
筆
記
用
具
に
触
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

二
、
試
験
中
の
使
用
が
認
め
ら
れ
た
も
の
以
外
は
、
す
べ
て
カ
バ
ン
に
収
納
す
る
こ
と
。
使
用
用
具
は

黒
鉛
筆
ま
た
は
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
、
消
し
ゴ
ム
、
鉛
筆
削
り
（
手
動
式
・
小
型
に
限
る
）
と
し
、

そ
れ
以
外
の
使
用
は
認
め
ま
せ
ん
。 

三
、
携
帯
電
話
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
イ
ヤ
ホ
ン
、
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
端
末
、
電
子
辞
書
、
Ｉ
Ｃ
レ
コ
ー
ダ

ー
な
ど
の
電
子
機
器
類
は
、
必
ず
電
源
を
切
っ
て
か
ら
、
カ
バ
ン
に
収
納
す
る
こ
と
。 

四
、
試
験
開
始
の
合
図
に
よ
り
、
試
験
を
始
め
て
下
さ
い
。 

五
、
解
答
は
、
す
べ
て
「
解
答
用
紙
」
の
所
定
の
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。 

六
、
試
験
終
了
の
合
図
と
と
も
に
直
ち
に
筆
記
用
具
を
置
い
て
く
だ
さ
い
。
試
験
終
了
後
に
解
答
用
紙

や
筆
記
用
具
に
触
れ
た
場
合
は
、
不
正
行
為
と
み
な
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
試
験
監
督
者
が
指
示

す
る
ま
で
、
絶
対
に
席
を
立
た
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

七
、
問
題
冊
子
お
よ
び
解
答
用
紙
は
、
試
験
終
了
後
に
す
べ
て
回
収
す
る
の
で
、
持
ち
帰
っ
て
は
い
け

ま
せ
ん
。 
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【
問
題
】 

次
の
文
章
は
、
青
木
保
『
「
日
本
文
化
論
」
の
変
容
―
―
戦
後
日
本
の
文
化
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
―
―
』

（
中
公
文
庫
、
一
九
九
九
年
）
か
ら
の
抜
粋
で
す
（
出
題
の
都
合
上
、
一
部
変
更
を
加
え
て
い
ま
す
）
。
文
章

を
読
ん
で
以
下
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。 

 

一
九
六
五
年
に
『
日
本
の
経
営
』
を
著
し
て
、
こ
の
面
で
の
先
駆
的
な
議
論
を
提
出
し
た
、
尾
高
邦
雄
は
、

二
十
年
後
、
同
じ
テ
ー
マ
で
の
再
論
を
試
み
な
が
ら
、
自
分
の
立
場
が
以
前
と
逆
に
な
っ
た
こ
と
を
認
め
て

い
る
。
そ
れ
は
前
に
触
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
者
に
し
て
日
本
通
の
経
営
学
者
ア
ベ
グ
レ
ン
の
『
日
本
の

経
営
』（
一
九
五
八
）
が
、「
終
身
雇
用
・
年
功
序
列
・
人
の
和
の
尊
重
」
な
ど
の
「
日
本
的
経
営
」
の
特
徴
を

評
価
し
て
、
欧
米
人
か
ら
み
れ
ば
前
近
代
的
で
後
進
的
な
社
会
集
団
の
特
徴
を
示
す
も
の
に
映
る
と
指
摘
し

な
が
ら
、
し
か
し
、
そ
う
し
た
「
後
進
性
」
を
近
代
化
を
と
げ
る
中
で
「
温
存
」
し
た
こ
と
が
、「
日
本
的
経

営
」
の
成
功
し
た
理
由
で
あ
り
、「
時
代
遅
れ
の
慣
行
」
が
西
洋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
新
鋭
の
生
産
技
術
と
結
び

つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
驚
く
べ
き
繁
栄
と
成
功
を
も
た
ら
し
た
と
す
る
説
に
対
し
て
、
尾
高
は
「
後
進
性
」
を

「
温
存
」
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
積
極
的
な
価
値
を
主
張
し
て
、「
日
本
の
経
営
」
の
独
自
な
展
開
を
擁
護

し
た
の
で
あ
っ
た
。 

し
か
る
に
、
そ
の
後
二
十
年
経
っ
て
か
ら
の
再
論
で
は
、
尾
高
は
次
の
よ
う
な
「
ま
え
が
き
」
を
記
す
の
で

あ
る
。「
お
な
じ
も
の
を
取
り
扱
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
、
そ
れ
を
批
判
す
る
立
場
に
変
わ

っ
た
の
は
、
べ
つ
に
君
子

く

ん

し

豹
変

ひ
ょ
う
へ
ん

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
は
、
も
と
よ
り
十
分
な
理
由
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
わ
た
く
し
の
こ
の
立
場
の
変
更
は
、
最
初
の
論
文
が
書
か
れ
た
一
九
六
〇
年
代
の

は
じ
め
と
今
回
と
の
あ
い
だ
に
は
約
二
十
年
の
へ
だ
た
り
が
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
間
に
、
こ
の
神
話
（
日
本
的

経
営
の
神
話
―
―
筆
者
注
）
は
そ
の
内
容
を
し
だ
い
に
誇
大
化
し
な
が
ら
世
界
各
国
に
普
及
し
、
こ
の
結
果
、

と
く
に
日
本
の
国
内
に
は
、
あ
る
憂
う
べ
き
事
態
が
発
生
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
―
―
こ
の
事
実
に
対
応

す
る
た
め
の
変
更
だ
っ
た
」
。 

そ
し
て
、
そ
の
「
憂
う
べ
き
事
態
」
と
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、「
元
来
外
国
人
の
こ

と
ば
か
ら
つ
く
ら
れ
、
日
本
的
経
営
の
現
実
か
ら
は
逸
脱
す
る
い
く
つ
か
の
点
を
ふ
く
み
、
ま
た
そ
れ
の
効

果
に
つ
い
て
は
メ
リ
ッ
ト
面
の
賛
美
ば
か
り
や
っ
て
い
る
こ
の
神
話
が
、
い
つ
の
ま
に
か
本
家
本
元
の
日
本

人
の
あ
い
だ
に
多
く
の
信
奉
者
を
つ
く
り
、
そ
の
結
果
、
か
れ
ら
を
い
た
ず
ら
に
得
意
に
し
、
か
れ
ら
の
た
め

に
新
し
い
お
国
自
慢
の
タ
ネ
を
つ
く
っ
て
い
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
こ
う
指
摘
し
て
か
ら
さ
ら
に

尾
高
は
い
う
。「
現
在
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
あ
る
こ
う
し
た
事
態
は
、
や
が
て
日
本
人
に
日
本
的
経
営
の
真
の

姿
を
見
失
わ
せ
、
い
ま
や
し
だ
い
に
明
ら
か
と
な
り
つ
つ
あ
る
そ
れ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
取
り
除
く
た
め
の
ま

じ
め
な
努
力
を
怠
ら
せ
、
結
局
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
少
な
か
ら
ぬ
功
績
の
あ
っ
た
日
本
的
経
営
の
慣
行
体

系
を
ス
ク
ラ
ッ
プ
化
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
意
味
で
、
ま
こ
と
に
危
険
な
状
態
で
あ
る
。
と
わ
た
く
し
は

考
え
る
」
。
尾
高
の
こ
う
し
た
発
言
の
意
味
は
重
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
日
本
的
経
営
」
論
は
、
こ
の
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「
再
論
」
に
も
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
日
本
文
化
論
」
と
強
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
。
日
本

企
業
が
経
営
の
組
織
体
や
労
使
一
体
と
な
る
雇
用
関
係
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

（
注
１
）

や
中
根

（
注
２
）

千
枝
な
ど
「
日
本
文
化

論
」
の
代
表
的
論
者
が
考
察
の
対
象
と
し
た
こ
と
と
重
な
り
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
モ
チ
ー
フ
を
得
て
い
る
が
、

「
日
本
文
化
論
」
が
展
開
し
た
点
の
多
く
も
ま
た
「
日
本
的
経
営
」
を
推
し
進
め
る
企
業
体
に
よ
っ
て
吸
収
さ

れ
て
い
る
。 

も
と
も
と
「
日
本
的
経
営
」
と
は
独
特
の
「
人
事
労
務
慣
行
の
体
系
を
も
つ
日
本
の
伝
統
的
な
企
業
経
営
の

様
式
」
の
こ
と
を
指
す
。
そ
こ
に
は
、
終
身
雇
用
、
丸
抱
え
的
な
一
括
採
用
、
平
均
的
な
会
社
人
間
を
つ
く
る

定
型
訓
練
、
年
功
に
よ
る
処
遇
と
地
位
の
序
列
、
競
争
の
抑
制
と
人
の
和
の
尊
重
、
稟
議

（
注
３
）

制
度
、
お
み
こ
し
経

営
と
集
団
責
任
体
制
、
権
威
主
義
的
で
あ
る
と
と
も
に
民
主
的
・
参
画
的
な
組
織
、
私
生
活
に
ま
で
お
よ
ぶ
従

業
員
福
祉
へ
の
温
情
的
配
慮
、
な
ど
の
特
徴
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
源
は
歴
史
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
認
め

ら
れ
、
江
戸
時
代
中
期
の
関
西
の
大
商
家
の
経
営
方
針
に
そ
の
芽
生
え
が
あ
る
。
そ
れ
が
近
代
化
の
過
程
で

意
図
的
に
企
業
経
営
体
の
集
団
運
営
方
式
に
組
み
込
ま
れ
て
発
達
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
尾
高
に
よ
れ
ば
、

そ
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
一
、
雇
用
の
安
定
性
、
二
、
人
事
の
柔
軟
性
、
三
、
従
業
員
の
会
社
一
体
感
の
育
成
、
に

あ
る
。 

し
か
し
、
一
九
八
四
年
に
尾
高
は
、
そ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
、
先
に
引
い
た
「
神
話
」
の
蔓
延

ま
ん
え
ん

の
弊
害
を
危
惧

し
て
、
次
の
四
点
に
ま
と
め
て
指
摘
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
一
、
従
業
員
の
依
頼
心
の
助
長
と
自
由
創
造
の
精
神

の
抑
制
、
二
、
雇
用
に
お
け
る
差
別
待
遇
と
自
由
な
横
断
的
労
働
市
場
形
成
へ
の
障
害
、
三
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ

ー
・
シ
ス
テ
ム
の
弊
害
と
中
高
年
齢
層
人
事
の
渋
滞
、
四
、
従
業
員
の
働
く
喜
び
と
働
き
が
い
の
喪
失
、
で
あ

る
。 「

日
本
的
経
営
」
が
注
目
さ
れ
て
か
ら
二
十
数
年
た
っ
て
、
そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
「
神
話
」
と
な
っ
て
横

行
し
、
ま
さ
に
「
大
衆
消
費
財
」
と
し
て

夥
お
び
た
だ

し
く
「
消
費
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
苦
々
し
さ
が
「
再

論
」
に
は
溢あ

ふ

れ
て
い
る
が
、
尾
高
が
「
危
険
」
だ
と
い
う
よ
う
に
、
八
〇
年
代
に
入
る
と
、「
高
度
成
長
」
経

済
大
国
日
本
へ
の
風
当
り
が
国
際
社
会
に
お
い
て
強
く
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、
尾
高
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、「
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
日
本
」
と
外
国
人
に
評
さ
れ
て
い
い
気
に
な
る
日
本
人
の
態
度
と
行
動
の
逸
脱
が
あ

り
、
海
外
で
そ
の
傲
慢
と
金
権
ぶ
り
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
、
批
判
が
相
つ
ぐ
と
い
う
事
態
も
顕
著
に
な

っ
た
「
誇
示
的
」
行
動
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、「
日
本
的
経
営
」
に
関
し
て
も
、
礼
賛
か

ら
批
判
へ
と
風
向
き
が
変
わ
っ
て
き
た
事
実
が
あ
る
。「
日
本
的
経
営
」
は
、
日
本
社
会
で
は
大
変
う
ま
く
機

能
し
生
産
性
を
高
め
る
が
、
日
本
以
外
の
社
会
で
は
必
ず
し
も
う
ま
く
ゆ
く
と
は
限
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
社

会
で
も
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
に
し
て
も
、
デ
メ
リ
ッ
ト
も
大
き
い
。「
日
本
的
経
営
」
の
大
部
分
は
、
か

な
り
「
特
殊
」
日
本
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
多
民
族
・
多
言
語
・
多
文
化
社
会
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
的
作
用
が
露あ

ら

わ
な
も
の
と
な
る
。
こ
う
し
た
批
判
的
な
議
論
が
次
第
に
行
な
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。 

ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
、
日
本
流
の
人
事
採
用
は
、「
人
種
差
別
」
や
「
性
差
別
」
な
ど
を
示
し
て
、
世
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論
の
批
判
を
あ
び
、
失
敗
す
る
ケ
ー
ス
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。「
文
化
差
」
と
い
う
も
の
が
、
そ
こ
に
は

考
慮
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
般
に
「
日
本
的
経
営
」
は
、
異
文
化
に
弱
い
の
で
は
な
い
か
。
い
や
、

そ
の
運
営
を
す
る
日
本
人
が
、
異
文
化
や
民
族
差
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
。
す
べ
て
「
内
輪
」
の
論
理
で
外

国
に
お
い
て
も
「
や
っ
て
ゆ
け
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
日
本
人
の
独
り
よ
が
り

の
態
度
で
異
文
化
の
中
で
の
「
仕
事
」
に
臨
む
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
が
「
現
地
の
従
業
員
」
に
と
っ
て
は
独
断

的
で
傲
慢
に
映
り
、「
自
分
た
ち
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
」
姿
勢
と
感
じ
ら
れ
る
面
が
あ
り
、
社
会
的
に
も

マ
イ
ナ
ス
効
果
が
大
き
く
な
る
。 

ご
く
単
純
化
し
て
い
え
ば
、
以
上
の
よ
う
な
批
判
が
「
現
地
」
か
ら
生
じ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
理
論
的
に
は

外
国
で
活
動
す
る
日
本
企
業
に
対
し
て
「
日
本
的
経
営
」
に
関
し
て
向
け
ら
れ
る
批
判
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
現
象
が
目
立
っ
て
き
た
の
が
、
八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、「
日
本
シ
ス
テ
ム
」
の
問
題
が

徐
々
に
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
東
南
ア
ジ
ア
や
北
米
に
お
い
て
、
私
自
身
も
い
く
度
も
耳
に
し
た
こ
と

で
あ
る
。
経
営
学
の
専
門
家
で
な
く
と
も
、
ご
く
一
般
に
入
っ
て
く
る
批
判
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と

も
、
他
方
で
「
ヒ
ュ

（
注
４
）

ー
マ
ン
ウ
ェ
ア
の
経
営
」
と
し
て
の
評
価
が
み
ら
れ
る
面
も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
そ
の
成
果
が
批
判
の
声
を
封
じ
る
ほ
ど
で
は
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。 

尾
高
が
信
頼
す
べ
き
識
見
を
も
っ
て
「
自
説
」
を
修
正
し
、
そ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が

「
日
本
的
経
営
」
そ
の
も
の
の
内
部
に
存
在
す
る
問
題
点
で
あ
る
の
は
そ
の
通
り
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
が

メ
リ
ッ
ト
も
含
め
て
は
た
し
て
「
国
際
的
」
に
通
用
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
日
本
に
「
特
殊
」
な

も
の
で
あ
る
の
か
、
こ
う
し
た
点
に
議
論
が
移
っ
て
き
た
。
尾
高
は
「
日
本
的
経
営
」
の
デ
メ
リ
ッ
ト
の
修
正

案
を
出
し
な
が
ら
、「
現
在
日
本
の
国
内
で
も
そ
れ
の
マ
イ
ナ
ス
効
果
ば
か
り
目
立
つ
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る

日
本
的
経
営
の
諸
慣
行
を
、
現
在
の
ま
ま
の
形
で
海
外
に
移
植
し
て
も
、
そ
れ
が
神
話
の
な
か
で
期
待
さ
れ

て
い
た
よ
う
な
プ
ラ
ス
効
果
を
あ
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
は
な
は
だ
お
ぼ
つ
か
な
い
」
と
述
べ
る
。
そ
し

て
、
彼
の
デ
メ
リ
ッ
ト
修
正
案
が
実
行
に
移
さ
れ
た
な
ら
ば
効
果
を
発
揮
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
が
、
デ
メ
リ

ッ
ト
修
正
案
と
は
先
に
引
い
た
四
点
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
な
く
そ
う
と
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら

に
尾
高
は
「
神
話
で
は
当
然
う
ま
く
い
く
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
日
本
的
経
営
の
慣
行
体
系
の
海
外
へ

の
移
植
は
、
は
た
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
よ
う
に
産
業
近
代
化
の
い
ち
じ
る
し

く
進
ん
だ
先
進
国
に
そ
れ
が
移
植
さ
れ
た
ば
あ
い
、
そ
れ
は
期
待
さ
れ
た
プ
ラ
ス
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
か
」
と
問
う
の
で
あ
る
。 
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注
１ 
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
…
…
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
（
一
八
八
七
―
一
九
四
八
）
は
、
米
国
の
文
化
人
類

学
者
。
一
九
四
六
年
に
『
菊
と
刀
』
を
著
し
、
他
者
と
の
関
係
か
ら
生
ま
れ
る

「
恥
」
を
強
く
意
識
す
る
日
本
の
文
化
を
、
自
律
し
た
個
人
の
良
心
が
生
む
「
罪
」

を
意
識
す
る
欧
米
の
文
化
と
対
比
的
に
論
じ
た
。 

注
２ 

中
根
千
枝
…
…
中
根
千
枝
（
一
九
二
六
―
二
〇
二
一
）
は
、
日
本
の
社
会
人
類
学
者
。
一
九
六
七
年

に
『
縦
社
会
の
人
間
関
係
』
を
著
し
、
資
格
よ
り
も
場
が
優
先
さ
れ
る
日
本
独
自
の

集
団
構
造
を
指
摘
し
た
。 

注
３ 

稟
議

り

ん

ぎ

…
…
承
認
を
得
た
い
事
柄
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
説
明
す
る
文
書
を
作
成
し
、
関
係
者
に
回
し
て

承
認
を
得
る
こ
と
。 

注
４ 

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ウ
ェ
ア
…
…
意
識
や
能
力
・
資
質
と
い
っ
た
人
間
的
要
素
。
特
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

な
ど
が
多
く
使
わ
れ
る
ハ
イ
テ
ク
時
代
に
お
け
る
人
間
的
な
面
の
意
味

で
使
わ
れ
る
。 

    

［
設
問
１
］ 

「
日
本
的
経
営
」
の
成
功
を
も
た
ら
し
た
慣
行
が
、
本
文
中
の
波
線
部
「
時
代
遅
れ
の
」
と
形
容
さ
れ
て

い
る
理
由
を
本
文
中
の
言
葉
を
用
い
な
が
ら
、
五
〇
字
以
上
一
〇
〇
字
以
内
で
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。 

  

［
設
問
２
］ 

本
文
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
日
本
的
経
営
」
の
説
明
を
踏
ま
え
て
、
と
く
に
多
民
族
・
多
言
語
・

多
文
化
社
会
に
お
い
て
、
そ
の
マ
イ
ナ
ス
効
果
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
理
由
を
、
四
〇
〇

字
以
上
六
〇
〇
字
以
内
で
論
述
し
て
く
だ
さ
い
。 


