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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
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

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
芯
の
鉛
筆
ま
た
は
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
、
消
し
ゴ
ム
、
鉛
筆
削
り
（
電
動
式
・
大
型
の
も
の
・

ハ
ン
ド
ル
付
き
の
も
の
は
不
可
、
鉛
筆
使
用
者
の
み
）
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
く
だ
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
く
こ
と
。
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
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

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
。 

 

座
席
番
号 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

【
問
題
】 

次
の
文
章
は
、
川
畑
秀
明
『
脳
は
美
を
ど
う
感
じ
る
か
―
ア
ー
ト
の
脳
科
学
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
二

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
、
そ
れ
に
続
く

設
問
に
答
え
な
さ
い
。 

 身
体
と
技
術
の
習
得 

ど
の
よ
う
な
ア
ー
ト
で
も
、
作
品
を
残
す
こ
と
が
最
低
条
件
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
身
体
を
用
い
た
表

現
が
必
要
と
な
る
。
美
術
家
の
創
造
性
の
背
景
に
は
、
豊
か
な
発
想
（
イ
メ
ー
ジ
）
や
応
用
力
が
あ
る
と
思
わ

れ
が
ち
だ
が
、
そ
れ
以
前
に
「
基
礎
・
基
本
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と
の
前
提
が
あ
る
。「
ま
な
ぶ
」
の
語
源
が

「
ま
ね
ぶ
（
ま
ね
る
）
」
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
訓
練
を
積
ん
だ
熟
練
し
た
画
家
で
も
、
本
格
的
に
絵
画
を

学
び
始
め
た
頃
は
、
ま
ね
る
こ
と
か
ら
技
術
の
習
得
を
始
め
た
は
ず
だ
。
模
倣
は
学
習
の
た
め
の
重
要
な
手

段
で
あ
り
、
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
に
な
る
た
め
の
出
発
点
で
も
あ
る
。 

脳
の
中
に
は
、
自
分
が
全
く
体
を
動
か
さ
な
く
て
も
、
他
人
の
身
体
の
動
き
を
観
察
す
る
だ
け
で
活
動
が

高
ま
る
場
所
が
三
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
側
頭
葉
の
上
側

じ
ょ
う
そ
く

頭
溝

と
う
こ
う

と
い
う
場
所
で
あ
り
、
口
の
動
き
や
手
の
動
き
、

身
体
の
全
身
の
動
作
な
ど
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
必
要
な
身
体
の
動
き
を
そ
れ
ぞ
れ
専
門
的
に
受
け
も

っ
て
処
理
す
る
場
所
だ
。
二
つ
目
は
頭
頂
葉
の
運
動
野
で
あ
り
、
自
分
が
動
か
な
く
て
も
、
見
た
後
で
ま
ね
を

し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
と
き
に
活
動
が
高
く
な
る
。
脳
内
で
動
作
の
再
現
を
し
て
、
自
分
が
動
く
と
き

の
準
備
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
三
つ
目
は
、
前
頭
葉
の
後
下
側
に
あ
る
場
所
で
、
自
分
自
身
が
あ
る
目

的
を
も
っ
て
動
作
を
実
行
す
る
場
面
で
も
、
他
者
が
同
じ
動
作
を
し
て
い
る
の
を
観
察
す
る
と
き
で
も
活
動

が
高
ま
る
。
鏡
映
し
の
よ
う
に
反
応
す
る
の
で
、
こ
の
脳
の
場
所
に
あ
る
神
経
細
胞
は
、
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン

と
よ
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
脳
の
場
所
は
、
模
倣
や
行
動
の
学
習
に
必
要
で
あ
り
、
ミ
ラ
ー
シ
ス
テ

ム
と
よ
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。 

で
は
、
ど
の
よ
う
に
技
術
は
習
得
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
伝
統
芸
能
の
演
者
の
述
懐
に
は
、
彼
ら
が

ど
の
よ
う
に
基
本
の
動
き
や
身
の
こ
な
し
を
習
得
し
て
い
っ
た
か
が
し
ば
し
ば
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
歌
舞
伎
役
者
の
場
合
、
基
本
的
に
代
々
の
家
系
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
そ
の
特
殊
な
環

境
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
伝
統
を
体
現
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
く
。
い
く
ら
幼
い
子
ど
も
で
も
、
彼

ら
の
周
り
が
そ
う
だ
か
ら
、
芸
事
や
稽
古
は
み
な
日
常
的
な
も
の
と
な
る
。
彼
ら
は
、
幼
い
頃
か
ら
何
度
も
稽

古
を
重
ね
、
身
体
に
身
振
り
を
染
み
こ
ま
せ
、
身
体
に
覚
え
さ
せ
る
の
だ
と
い
う
。 

こ
の
よ
う
な
経
験
に
基
づ
い
て
得
ら
れ
た
身
体
的
な
知
と
は
「
暗
黙
知
」
と
か
「
身
体
知
」
と
よ
ば
れ
て
い

る
。
自
転
車
に
乗
る
よ
う
に
、
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
よ
う
に
、
な
か
な
か
言
葉
で
は
言
い
表
せ
な
い
よ
う
な
体
に

染
み
つ
い
た
知
識
と
な
っ
て
い
る
状
態
だ
。
一
度
獲
得
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
が
当
た
り
前
の
よ
う
な
状
態

に
な
る
。
も
と
も
と
化
学
者
で
あ
っ
た
マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
、
科
学
上
の
発
見
や
創
造
に
は
「
我
々
は

語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
り
多
く
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
言
葉
で
表
現
し
え
な
い
こ
と
（
暗
黙
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知
）
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
芸
術
表
現
に
も
同
様
の
こ
と
は
当
て
は
ま
る
し
、
こ
れ
ま
で
に

も
多
々
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
。 

伝
統
的
に
歌
舞
伎
の
世
界
で
は
、
次
世
代
に
伝
え
る
べ
き
こ
と
を
書
い
て
残
す
こ
と
を
し
な
い
。
彼
ら
は

あ
え
て
書
か
な
い
の
で
は
な
く
、
卓
越
者
の
演
じ
方
や
振
る
舞
い
に
つ
い
て
は
そ
も
そ
も
書
け
な
い
の
だ
と

い
う
。
や
り
方
や
き
ま
り
に
つ
い
て
は
書
こ
う
と
思
え
ば
書
け
る
け
れ
ど
も
、
卓
越
者
の
表
現
に
見
ら
れ
る

彼
ら
の
気
持
ち
の
問
題
、
感
性
の
部
分
に
つ
い
て
は
書
き
よ
う
が
な
い
、
と
い
う
の
だ
。 

そ
の
こ
と
は
や
は
り
美
術
の
表
現
で
も
同
じ
こ
と
だ
。
色
彩
や
形
や
構
図
、
さ
ら
に
は
先
達
の
偉
業
の
細

か
な
分
析
や
美
の
概
念
の
構
築
に
つ
い
て
、
多
く
の
本
が
書
か
れ
て
き
た
し
、
美
術
学
校
や
大
学
で
も
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
は
教
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
人
々
が
美
し
い
と
感
じ
る
絵
を
描
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
い

い
の
か
に
つ
い
て
は
、
誰
も
教
え
て
は
く
れ
な
い
。 

あ
る
歌
舞
伎
役
者
は
、
基
本
的
な
動
き
や
身
の
こ
な
し
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
は
じ
め
て
役
に
な
り
き

る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
よ
う
な
基
礎
が
身
に
つ
か
な
け
れ
ば
芸
の
面
白
さ
が
見
る
人
た
ち
に
伝
わ
ら
な
い
の

だ
と
も
述
べ
て
い
る
。
書
き
記
し
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
知
識
や
理
解
の
断
片
に
過

ぎ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
が
き
ち
ん
と
習
得
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
先
に
あ
る
面
白
さ
を
伝
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
。 

そ
し
て
そ
れ
ら
の
断
片
の
全
て
が
つ
な
が
っ
た
と
き
、
そ
れ
以
上
の
も
の
が
発
揮
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
全

体
は
部
分
の
総
和
で
は
な
い
。
こ
れ
は
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
の
考
え
方
に
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
。
ゲ
シ
ュ

タ
ル
ト
と
い
う
の
は
ド
イ
ツ
語
で
（
ま
と
ま
っ
た
）
形
、
形
態
を
意
味
す
る
言
葉
だ
。
ま
と
ま
り
の
感
じ
方

は
、
一
つ
ひ
と
つ
の
部
分
で
は
な
く
部
分
同
士
の
関
係
に
よ
る
。
全
体
は
部
分
の
総
和
以
上
の
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
言
葉
は
、
心
理
学
で
は
使
い
古
さ
れ
た
言
葉
で
は
あ
る
が
、
面
白
さ
や
美
し
さ
と
い
っ
た
芸
術
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
の
伝
わ
り
方
が
、
個
々
の
技
術
や
表
現
の
総
和
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
普
遍
性
を
与
え
て

く
れ
る
。 

 

（
中
略
） 

 

型
と
守
・
破
・
離 

し
ば
し
ば
、
歌
舞
伎
は
「
型
」
の
芸
術
だ
と
い
う
。
演
目
や
役
に
は
、
型
や
様
式
が
あ
る
。
能
や
狂
言
や
落

語
で
も
そ
れ
は
同
じ
だ
が
、
多
く
の
古
典
演
目
を
抱
え
る
芸
術
は
、
型
を
守
る
こ
と
も
重
要
だ
と
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
、
型
や
様
式
の
習
得
は
基
本
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
伝
達
は
芸
の
目
的
で
は
な
い
。
師
匠
や
先
生
の
模
倣

は
欠
か
せ
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
一
人
の
演
者
の
独
自
の
芸
が
確
立
す
る
訳
で
は
な
い
。
独
自
の
芸
に
は
型

か
ら
抜
け
た
と
こ
ろ
に
個
性
（
色
）
が
生
じ
る
。「
か
た
や
ぶ
り
（
型
破
り
）
」
は
あ
っ
て
も
「
か
た
な
し
（
形

無
し
）
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。 

日
本
の
伝
統
芸
能
や
稽
古
事
で
し
ば
し
ば
登
場
す
る
言
葉
に
「
守
・
破
・
離
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
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言
葉
の
由
来
に
は
諸
説
が
あ
り
、
能
を
完
成
さ
せ
た
世
阿
弥
の
『
風
姿
花
伝
』
で
あ
る
と
も
、
千
利
休
が
茶
道

の
精
神
を
伝
え
る
た
め
に
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
利
休
道
歌
に
あ
る
「
規
矩

（
注
１
）

作
法
守
り
つ
く
し
て
破
る
と
も
離
る

る
と
て
も
本も

と

を
忘
る
な
」
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。「
守
」
と
は
師
匠
に
示
さ
れ
た
「
型
」
を
何
度
も
繰

り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
模
倣
す
る
段
階
、「
破
」
は
型
を
破
り
つ
つ
も
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
技
術
を
磨
く
段
階
、

「
離
」
で
は
師
匠
か
ら
離
れ
て
自
分
ら
し
い
色
の
あ
る
技
を
発
展
さ
せ
て
い
く
段
階
、
と
い
う
こ
と
だ
。
教
育

哲
学
者
の
生
田
久
美
子
は
、「
守
・
破
・
離
」
が
、
技
能
習
得
の
過
程
に
起
き
る
視
点
の
転
換
の
段
階
を
表
す

こ
と
を
指
摘
す
る
。
段
階
を
経
る
ご
と
に
、
自
分
の
技
を
客
観
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の

だ
。 美

術
に
お
け
る
「
型
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
筆
さ
ば
き
や
デ
ッ
サ
ン
の
技
術
に
加
え
て
ス
タ
イ
ル
や
様
式

に
つ
い
て
も
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
西
洋
美
術
で
い
う
と
、
バ
ロ
ッ
ク
や
ロ
コ
コ
と
い
っ
た
様
式
、
印
象

派
と
か
キ
ュ
ビ
ズ
ム
と
か
い
う
主
張
や
運
動
の
表
現
形
式
が
そ
れ
に
当
た
る
。
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に

か
け
て
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
の
美
術
界
で
は
、
様
式
が
複
雑
に
分
か
れ
て
い
っ
た
。 

様
式
は
時
代
の
必
然
だ
。
そ
の
複
雑
さ
は
社
会
に
お
け
る
価
値
観
の
多
様
化
と
も
重
な
っ
て
く
る
。
た
と

え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
八
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
王
政
と
貴
族
制
度
が
崩
壊
し
、
ナ
ポ
レ
オ

ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
に
よ
る
帝
国
政
治
へ
の
転
換
と
と
も
に
、
中
産
市
民
階
級
が
新
し
い
社
会
体
制
の
担
い
手

と
し
て
台
頭
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
美
術
は
、
宮
廷
や
教
会
と
い
う
一
部
の
権
力
者
の
支
配
に
あ
っ

た
も
の
が
、
市
民
へ
と
解
放
さ
れ
、
装
飾
的
で
華
麗
な
ロ
コ
コ
の
様
式
か
ら
新
古
典
主
義
へ
と
変
遷
す
る
。
新

古
典
主
義
の
背
後
に
は
、
哲
学
者
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
美
術
へ
の
賛
美
と
、
貴
族
趣
味
で
華

美
な
ロ
コ
コ
へ
の
反
発
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
広
告
塔
と
し
て
活
躍
し
、
そ
の
後
の
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
中
心
を

担
っ
た
ジ
ャ

（
注
２
）

ッ
ク
＝
ル
イ
・
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
存
在
な
ど
、
そ
の
当
時
の
美
術
の
変
遷
に
は
当
時
の
歴
史
的
背

景
が
折
り
重
な
っ
て
い
る
。 

一
つ
の
風
潮
や
様
式
が
過
剰
な
ま
で
に
流
布
し
た
り
、
社
会
で
大
き
な
力
を
持
っ
た
り
す
る
と
、
そ
れ
に

対
す
る
反
動
や
抵
抗
、
挑
戦
が
生
ま
れ
る
の
は
人
の
心
理
に
従
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
あ
ま
の
じ
ゃ
く
に
本

心
と
は
異
な
る
選
択
を
し
て
み
た
り
、
禁
止
さ
れ
る
と
つ
い
そ
う
し
て
み
た
く
な
っ
た
り
す
る
。
社
会
心
理

学
で
は
「
心
理
的
リ
ア
ク
タ
ン
ス
」
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
行
動
を
取
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
た
り
、
自

由
が
制
限
さ
れ
た
り
す
る
と
、
反
発
が
生
じ
て
自
由
の
感
覚
を
取
り
戻
す
よ
う
に
し
て
、
あ
え
て
逆
の
行
動

を
と
る
よ
う
に
意
欲
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
華
美
優
雅
で
貴
族
趣
味
な
ロ
コ
コ
美
術
へ
の
反
動
か
ら
新
古
典

主
義
へ
の
流
れ
は
、
当
時
の
古
代
ロ
ー
マ
の
遺
跡
発
掘
（
ヘ
ル
ク
ラ
ネ
ウ
ム
や
ポ
ン
ペ
イ
）
に
端
を
発
し
て
は

い
る
が
、
同
時
期
の
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
革
命
や
そ
の
後
に
訪
れ
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
な
ど
、
当
時
の
体
制
へ
の

社
会
的
な
リ
ア
ク
タ
ン
ス
も
相
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

い
く
ら
社
会
や
文
化
か
ら
逸
脱
を
試
み
よ
う
と
も
、
ア
ー
ト
の
様
式
は
、
脳
の
働
き
に
従
い
、
拘
束
さ
れ
て

い
る
も
の
だ
。
個
人
の
心
理
が
、
社
会
や
文
化
に
ど
の
程
度
置
き
換
え
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
批
判
が
あ
る

だ
ろ
う
が
、
流
布
し
て
い
る
芸
術
様
式
へ
の
反
発
は
、
心
理
的
リ
ア
ク
タ
ン
ス
が
示
す
よ
う
に
、
現
在
の
「
型
」
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を
破
る
こ
と
へ
と
流
れ
は
向
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

発
達
心
理
学
者
の
ピ
ア
ジ
ェ
は
、
「
心
は
そ
れ
自
身
を
組
織
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
を
組
織
化
す
る
」

と
い
う
。
個
人
の
心
＝
認
識
し
行
動
す
る
主
体
は
、
新
し
い
世
界
に
触
れ
る
と
い
う
自
ら
の
経
験
を
も
と
に

し
て
、
新
た
に
心
を
構
造
化
し
、
均
衡
を
保
と
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
心
や
社
会
は
均
衡
へ
と
向
か
う
性

質
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ア
ー
ト
も
ま
た
均
衡
へ
と
向
か
う
。
一
つ
の
極
が
あ
ま
り
に
も
強
い
力
を
も
っ

て
し
ま
う
と
、
自
由
を
求
め
る
よ
う
に
、
そ
の
反
対
の
極
へ
と
反
発
が
生
じ
、
全
体
と
し
て
の
均
衡
を
と
ろ
う

と
す
る
の
だ
ろ
う
。 

  

注
１ 

規
矩
作
法
（
キ
ク
サ
ホ
ウ
）
…
…
動
作
な
ど
が
手
本
に
従
い
規
則
通
り
に
正
し
く
行
わ
れ
る
こ
と
。 

 

注
２ 

ジ
ャ
ッ
ク
＝
ル
イ
・
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
…
…
フ
ラ
ン
ス
の
新
古
典
主
義
の
画
家
。
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一

九
世
紀
前
半
の
激
動
期
に
活
躍
し
た
。
代
表
作
に
「
ナ
ポ
レ

オ
ン
一
世
の
戴
冠
式
と
皇
妃
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ヌ
の
戴
冠
」

（
一
八
〇
八
年
公
開
）
な
ど
が
あ
る
。 

     

【 

設
問
１ 

】 

著
者
は
「
面
白
さ
や
美
し
さ
と
い
っ
た
芸
術
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
伝
わ
り
方
が
、
個
々
の
技
術
や
表
現
の
総

和
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
著
者
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
を
百
六
十
字
以
内
で
説

明
し
て
く
だ
さ
い
。 

  

【 

設
問
２ 

】 

著
者
の
言
う
「
守
・
破
・
離
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
あ
な
た
の
考
え
を
六
百
字
以
内
で
述
べ

て
く
だ
さ
い
。 

 

 

 


