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＊
受 

験 

上 

の 

注 

意 
 

① 

指
示
が
あ
る
ま
で
開
い
て
は
い
け
な
い
。 

② 

指
示
に
従
っ
て
、
静
粛
に
行
動
す
る
こ
と
。 

③ 

机
上
に
は
、
受
験
票
、
Ｈ
Ｂ
の
黒
鉛
筆
ま
た
は
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
（
シ
ャ
ー
プ
ペ

ン
シ
ル
の
芯
は
ケ
ー
ス
か
ら
取
り
出
し
た
も
の
）、
消
し
ゴ
ム
、
鉛
筆
キ
ャ
ッ
プ
、
鉛

筆
削
り
、
時
計
、
眼
鏡
、
目
薬
、
ハ
ン
カ
チ
、
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ペ
ー
パ
ー
（
袋
・
箱
か
ら

取
り
出
し
た
も
の
）
以
外
、
不
要
な
物
は
置
か
な
い
こ
と
。 

④ 

質
問
、
用
便
そ
の
他
、
特
に
必
要
の
あ
る
場
合
は
静
か
に
手
を
挙
げ
、
指
示
を
求
め

る
こ
と
。 

⑤ 

不
正
を
行
っ
た
も
の
は
試
験
を
中
止
し
、
以
後
の
受
験
資
格
を
失
う
も
の
と
す
る
。 
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次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
問
に
答
え
な
さ
い
。 

  

海
外
に
し
ば
ら
く
住
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
飛
行
機
で
海
を
よ
こ
ぎ
り
、
目
当
て
の
町
に
着
い
て
、
引

っ
越
し
荷
物
の
整
理
や
住
民
登
録
な
ど
の
手
続
き
も
済
ん
で
、
ほ
っ
と
一
息
つ
い
た
と
き
、
と
て
つ
も

な
い
自
由
を
感
じ
た
。
さ
あ
、
あ
し
た
は
何
を
す
る
か
？ 

だ
れ
か
ら
も
何
も
強
制
さ
れ
な
い
。
命
じ

ら
れ
な
い
。
ぜ
ん
ぶ
じ
ぶ
ん
が
決
め
れ
ば
よ
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
お
な
じ
よ
う
な
自
由
は
、
入
学
試

験
や
期
末
試
験
が
終
わ
っ
て
ふ
と
空
白
の
時
間
が
で
き
た
と
き
に
も
、
た
ぶ
ん
だ
れ
も
が
感
じ
て
き
た

は
ず
だ
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
う
長
く
は
続
か
な
い
。
じ
ぶ
ん
を
締
め
つ
け
て
き
た
も
の
が
も
う
な

ん
の
拘
束
力
も
も
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
、
ま
る
で
気
が
抜
け
た
よ
う
に
、
こ
ん
ど
は
自
由
の
ほ
う

が
色
褪
せ
て
く
る
。
自
由
か
不
自
由
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
、
半
端
な
、
虚う

つ

ろ
な
気
分
に
な
っ
て
、
こ

ん
ど
は
退
屈
し
は
じ
め
る
。
自
由
と
は
な
ん
と
も
や
っ
か
い
な
も
の
だ
。 

 

自
由
と
は
、
そ
れ
が
も
っ
と
も
忌
避
す
る
も
の
、
つ
ま
り
は
な
ん
ら
か
の
強
制
や
拘
束
が
同
時
に
な

い
と
、
実
感
も
想
像
も
で
き
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
こ
の
虚
ろ
さ
こ
そ
、
人
び
と
が

自
由
を
満
喫
し
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
、
あ
る
い
は
思
い
込
ま
さ
れ
て
い
る
社
会
が
孕
む
「
虚
偽

意
識
」
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。 

 

さ
き
ほ
ど
、「
だ
れ
か
ら
も
何
も
強
制
さ
れ
な
い
。
命
じ
ら
れ
な
い
。
ぜ
ん
ぶ
じ
ぶ
ん
が
決
め
れ
ば
よ

い
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
書
い
た
。
こ
こ
に
、「
自
由
」
と
い
う
概
念
の
二
つ
の
面
が
す
で
に
現
わ
れ
で

て
い
る
。 

 

自
由
と
は
、
ま
ず
、
他
か
ら
な
ん
の
強
制
も
干
渉
も
受
け
て
い
な
い
状
態
、
な
ん
の
拘
束
も
圧
力
も

か
け
ら
れ
て
い
な
い
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。
自
由
と
は
、
さ
ら
に
、
何
か
を
じ
ぶ
ん
の
意
志
で
お
こ
な

う
こ
と
で
あ
る
。
自
由
の
こ
の
二
つ
の
面
は
、
し
ば
し
ば
、「
～
か
ら
の
自
由
」
と
「
～
へ
の
自
由
」
と

し
て
対
比
さ
れ
る
。
「
消
極
的
自
由
」
と
「
積
極
的
自
由
」
と
し
て
対
比
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。 

 

強
制
や
干
渉
、
統
制
や
拘
束
、
命
令
や
圧
力
の
不
在
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
「
自
由
」
は
、
た
と
え

ば
規
定
演
技
と
自
由
演
技
、
定
型
詩
と
自
由
詩
、
管
理
貿
易
と
自
由
貿
易
と
い
う
言
い
方
の
な
か
に
も

見
ら
れ
る
。
表
現
や
行
動
を
制
限
す
る
定
ま
っ
た
枠
が
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
管
理
や
監
視
の
不
在
と

い
う
意
味
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
自
由
」
を
最
後
ま
で
貫
徹
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
わ
た
し
に

は
他
か
ら
の
な
ん
の
干
渉
や
拘
束
も
な
く
思
う
ま
ま
に
行
動
す
る
自
由
が
あ
る
、
つ
ま
り
他
者
に
よ
る

わ
た
し
の
自
由
の
侵
害
を
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
わ
た
し
が
主
張
す
る
と
き
、
そ
れ
が
他
者
た
ち
に

承
認
さ
れ
る
た
め
に
は
、
他
者
も
ま
た
お
な
じ
主
張
を
す
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

そ
の
主
張
は
そ
の
ま
ま
こ
ん
ど
は
わ
た
し
に
も
降
り
か
か
っ
て
き
て
、
わ
た
し
は
他
者
の
自
由
を
侵
害
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し
な
い
よ
う
に
自
己
抑
制
す
る
必
要
が
生
じ
る
か
ら
だ
。
そ
う
、
自
由
の
自
己
抑
制
で
あ
る
。 

 

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
Ｄ
・
ラ
フ
ァ
エ
ル
が
そ
の
著
『
道
徳
哲
学
』（
野
田
又
夫
・
伊
藤
邦
武
訳
）
の
な
か

で
あ
げ
て
い
る
た
わ
い
も
な
い
例
を
借
り
れ
ば
、
深
夜
に
じ
ぶ
ん
の
部
屋
で
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
・
ギ
タ

ー
を
弾
く
こ
と
は
わ
た
し
の
自
由
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
は
隣
人
の
安
眠
を
妨
げ
る
。
こ
の
と
き
、
わ
た

し
の
自
由
の
発
現
は
他
者
の
自
由
を
阻
害
す
る
。
だ
か
ら
わ
た
し
は
わ
た
し
の
自
由
を
制
限
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い…

…

。
つ
ま
り
、
と
ラ
フ
ァ
エ
ル
は
言
う
。「
完
全
な
る
社
会
的
自
由
は
、
人
々
が
互
い
に

全
く
関
係
を
も
つ
こ
と
が
な
い
の
で
な
い
限
り
、
自
己
矛
盾
で
あ
る
」
。
そ
こ
で
わ
た
し
は
音
量
を
下
げ

る
か
、
耳
に
レ
シ
ー
バ
ー
を
つ
け
る
な
り
し
て
、
他
者
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
み
ず
か
ら
の
行

為
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ふ
た
た
び
ラ
フ
ァ
エ
ル
を
引
け
ば
、「
す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
の
完

全
な
自
由
は
、
誰
に
と
っ
て
も
自
由
の
効
果
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
」
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
自
由
が
効
果
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
あ
る
て
い
ど
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ほ
か
な
い
。

不
自
由
の
な
い
ま
っ
た
き
自
由
と
は
虚
構
で
あ
る
。
人
び
と
が
「
自
由
の
は
き
ち
が
え
」
を
口
に
す
る

と
き
も
、
言
わ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
虚
構
の
こ
と
だ
ろ
う
。
古
今
の
政
治
理
論
は
、
こ
う
し
た
な
か
で
、

「
他
人
に
と
っ
て
も
同
量
の
自
由
が
両
立
で
き
る
よ
う
な
、
可
能
な
限
り
最
大
の
自
由
」
を
擁
護
す
る

道
を
模
索
し
て
き
た
。
自
由
に
制
限
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
制
限
は
で
き
る
か
ぎ
り
少
な
い

も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
。 

 

も
う
一
つ
の
「
自
由
」
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
強
制
や
拘
束
、
干
渉
や
圧
力
の
不
在
と
い
う

以
上
の
意
味
を
「
自
由
」
に
込
め
る
こ
の
考
え
方
は
、
「
思
い
ど
お
り
に
」
「
好
き
な
よ
う
に
」
す
る
の

が
自
由
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
ま
ず
は
否
定
す
る
。
「
思
い
ど
お
り
に
」
「
好
き
な
よ
う
に
」
と
い
う

の
が
ほ
ん
と
う
の
自
由
を
意
味
す
る
の
か
と
、
問
い
を
投
げ
か
け
る
の
だ
。 

「
思
い
ど
お
り
に
」「
好
き
な
よ
う
に
」
と
い
う
の
は
自
由
の
見
か
け
を
も
っ
て
い
る
が
、
じ
つ
は
自
由

の
反
対
物
、
つ
ま
り
は
「
欲
望
」
へ
の
隷
属
で
は
な
い
か
と
問
う
。
お
の
れ
の
な
か
の
制
御
不
能
な
「
欲

望
」
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
行
動
が
決
定
さ
れ
る
と
き
、
行
動
は
ま
さ
に
こ
の
制
御
不
能
な
「
欲
望
」
と

い
う
必
然
に
縛
ら
れ
て
い
る
。
「
思
い
ど
お
り
に
」
「
好
き
な
よ
う
に
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
じ
た
い
が

束
縛
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
。 

（
『<

ひ
と>

の
現
象
学
』 

鷲
田
清
一
著 

ち
く
ま
学
芸
文
庫 

二
〇
二
〇
年
よ
り
） 

 

問 

自
由
に
つ
い
て
、
あ
な
た
が
考
え
る
こ
と
を
八
〇
〇
字
以
上
一
〇
〇
〇
字
以
内
で
述
べ
な
さ
い
。 
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