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解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
す
る
こ
と

注
意
事
項

一
、
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
こ
の
問
題
用
紙
を
開
か
な
い
こ
と
。

二
、
問
題
用
紙
は
、
表
紙
を
含
め
て
三
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。

三
、
解
答
用
紙
は
、
一
枚
で
あ
る
。
解
答
は
縦
書
き
に
す
る
こ
と
。

四
、
受
験
番
号
・
氏
名
は
、
監
督
者
の
指
示
に
従
っ
て
記
入
す
る
こ
と
。

五
、
問
題
用
紙
の
余
白
等
は
適
宜
使
用
し
て
よ
い
。
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問
　
題

　
　
　
　
教
育
学
部
　
児
童
幼
児
教
育
学
科

問
一
　
次
の
グ
ラ
フ
は
、
小
・
中
学
生
の
放
課
後
・
休
日
の
過
ご
す
場
所
に
関
す
る
調
査
結
果
で
あ
る
。
こ
の
調
査
結
果
を
見
て
、

ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
か
を
一
〇
〇
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
二
　
次
の
文
章
を
要
約
し
、
問
一
の
グ
ラ
フ
の
結
果
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
あ
な
た
の
考
え
を
四
〇
〇
字
以
内
で
述
べ
な
さ
い
。

　
子
ど
も
の
「
居
場
所
」
は
ど
の
よ
う
な
条
件
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　〈
中
略
〉

　「
居
場
所
」
の
条
件
に
は
主
観
的
条
件
と
客
観
的
条
件
と
い
う
二
つ
の
条
件
が
あ
る
。

　
主
観
的
条
件
と
い
う
の
は
、
子
ど
も
自
身
が
そ
の
場
所
を
自
分
の
「
居
場
所
」
と
し
て
実
感
し
、
そ
の
場
所
に
自
分
の
「
居
場
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所
」
と
し
て
の
意
味
を
付
与
す
る
と
い
う
主
観
性
の
こ
と
で
あ
る
。「
居
場
所
」
は
、
そ
こ
に
居
る
と
子
ど
も
自
身
が
安
心
と
か
安

ら
ぎ
と
か
く
つ
ろ
ぎ
を
感
じ
、
ま
た
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
そ
こ
に
居
る
他
者
が
受
け
入
れ
て
く
れ
る
と
確
信
で
き
る
よ
う
な
と
こ

ろ
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
何
よ
り
も
子
ど
も
自
身
が
ホ
ッ
と
安
心
で
き
る
、
心
が
落
ち
着
け
る
、
く
つ
ろ
げ
る
、
そ
こ
に
居
る
他
者
か

ら
受
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
実
感
を
持
ち
、
そ
の
よ
う
な
意
味
を
そ
の
場
所
に
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
理

的
な
場
所
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
子
ど
も
自
身
が
「
居
場
所
」
と
し
て
の
意
味
を
そ
の
場
所
に
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
が
、
こ
こ
で
言
う
主
観
的
条
件
で
あ
る
。
だ
か
ら
子
ど
も
自
身
が
抱
く
実
感
や
意
味
に
よ
っ
て
同
一
の
場
所
で
あ
っ
て
も

「
居
場
所
」
と
な
っ
た
り
な
ら
な
か
っ
た
り
す
る
。「
居
場
所
」
は
個
々
の
子
ど
も
の
主
観
性
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
形
成
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
子
ど
も
自
身
の
主
観
性
が
第
一
の
条
件
な
の
で
あ
る
。

　
次
に
客
観
的
条
件
で
あ
る
。︵
省
略
）

　「
居
場
所
」
は
、
子
ど
も
自
身
が
ホ
ッ
と
安
心
で
き
る
、
心
が
落
ち
着
け
る
、
そ
こ
に
居
る
他
者
か
ら
受
容
さ
れ
て
い
る
と
実
感

で
き
る
よ
う
な
場
所
で
あ
る
か
ら
、
当
の
子
ど
も
の
あ
り
の
ま
ま
を
、
そ
こ
に
い
る
他
者
が
受
け
入
れ
、
そ
の
子
ど
も
に
共
感
的

な
、
同
情
的
な
理
解
を
示
し
て
い
る
と
い
う
関
係
が
そ
こ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
安
心
、
安
ら
ぎ
、
く
つ
ろ
ぎ
、
そ
し
て
自
己
確

認
、
自
己
肯
定
感
や
安
定
感
と
い
っ
た
感
覚
は
他
者
と
の
関
係
の
な
か
で
こ
そ
実
感
で
き
る
も
の
な
の
だ
。
安
心
、
安
ら
ぎ
、
く
つ

ろ
ぎ
と
い
っ
た
個
人
的
だ
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
感
覚
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
他
者
に
よ
る
受
容
や
承
認
、
肯
定
的
評
価
が
あ
っ
て
こ

そ
実
感
で
き
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
誰
で
も
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
概
念
、
す
な
わ
ち
自
己
概
念
︵self-concept

）
を
持
っ
て
い

る
。
だ
が
、
自
分
の
抱
く
自
己
概
念
を
受
容
し
、
承
認
し
、
確
認
し
て
く
れ
る
よ
う
な
他
者
が
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
子
ど
も
は
自

己
に
確
信
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
不
安
な
、
不
安
定
な
、
そ
し
て
孤
独
な
状
態
に
陥
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
場
合
、

子
ど
も
は
自
己
の
内
で
自
己
の
確
認
を
繰
り
返
し
行
い
な
が
ら
自
己
を
安
定
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
自
己
の
内
で
繰
り
返
し

自
己
を
確
認
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
他
者
に
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
確
証
に
乏
し
い
か
ら
、
子
ど
も
は
自
己
に
不
安
を
感
じ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。
自
己
の
安
定
と
安
心
の
た
め
に
は
他
者
に
よ
る
承
認
と
そ
れ
を
通
し
て
の
自
己
の
再
確
認
が
必
要
な
の
で
あ

る
。
端
的
に
、
他
者
の
受
容
・
拒
否
あ
る
い
は
肯
定
・
否
定
と
い
っ
た
評
価
や
反
応
が
自
己
の
安
定
感
や
安
心
感
、
居
心
地
の
よ
さ

を
左
右
す
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
子
ど
も
の
場
合
は
、
未
だ
自
立
し
た
生
活
能
力
を
持
た
な
い
保
護
依
存
的
な
存
在
で
あ
る
か
ら
、

子
ど
も
が
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
他
者
、
す
な
わ
ち
「
重
要
な
他
者
」︵significant	others

）
―
―
―
と
く
に
両
親
、
さ
ら

に
仲
間
や
教
師
、
近
隣
の
大
人
な
ど
子
ど
も
が
日
常
的
に
接
触
す
る
人
々
を
も
含
む
―
―
―
の
評
価
は
重
要
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
わ
け
で
自
己
を
承
認
し
、
再
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
他
者
と
の
関
係
が
な
け
れ
ば
、
子
ど
も
は
自
己
肯
定
感
や
安

定
感
、
安
心
感
を
実
感
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
居
心
地
の
よ
さ
や
く
つ
ろ
ぎ
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
子
ど
も
が
自
己
を
再
確

認
で
き
る
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
子
ど
も
が
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
自
身
を
示
し
て
も
、
つ
ま
り
自
由
に
思
う
が
ま
ま
に

振
る
舞
っ
て
も
、
他
者
か
ら
決
し
て
無
視
さ
れ
た
り
否
定
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
取
り
残
さ
れ
る
と
い
う
不
安
も
な

く
、
そ
の
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
が
受
容
さ
れ
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
、
他
者
に
対
す
る
信
頼
感
や
安
心
感
を
抱
く
こ
と
が

で
き
、
自
己
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
、
他
者
に
対
す
る
信
頼
感
や
安
心
感

は
、
そ
の
他
者
が
子
ど
も
に
対
し
て
示
し
て
い
る
共
感
的
な
理
解
や
同
情
的
な
態
度
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
他
者
が
子
ど
も
に
共

感
的
な
、
あ
る
い
は
同
情
的
な
理
解
や
態
度
を
示
せ
ば
、
子
ど
も
は
他
者
の
、
そ
う
し
た
態
度
を
通
し
て
、
そ
の
他
者
に
対
し
て
信

頼
感
や
安
心
感
を
覚
え
、
そ
の
他
者
と
の
関
係
性
の
な
か
に
安
心
と
か
安
ら
ぎ
、
く
つ
ろ
ぎ
と
い
っ
た
居
心
地
の
良
さ
と
い
う
感
覚

的
な
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

︵
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