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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
、
筆
記
用
具
、
消
し
ゴ
ム
、
鉛
筆
削
り
、
時
計
、
眼 

鏡
、
目
薬
、
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ペ
ー
パ
ー
以
外
、
不
要
な
も
の
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
黙
っ
て
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
。 



1 

 

 
次
の
文
を
読
み
、
あ
と
の
問
に
答
え
な
さ
い
。 

  

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
大
学
で
は
レ
ポ
ー
ト
を
課
題
に
出
す
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

（
中
略
） 

そ
れ
は
、「
自
分
の
意
見
を
根
拠
づ
け
て
主
張
す
る
」
と
い
う
ス
キ
ル
を
身
に
付
け
て
も
ら
う
た
め
で
す
。「
な
ん
だ
、
そ

ん
な
こ
と
か
。
当
た
り
前
じ
ゃ
な
い
か
」
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
が
見
る
に
、
こ
れ
こ
そ
が
現
在
の
日
本

に
お
い
て
最
も
必
要
な
は
ず
な
の
に
多
く
の
人
が
身
に
付
け
て
い
な
い
ス
キ
ル
で
す
。 

 

自
分
の
意
見
に
根
拠
を
つ
け
る
こ
と
は
、「
相
手
の
意
見
を
よ
く
聞
い
て
、
そ
れ
を
理
解
し
、
適
切
に
反
論
す
る
こ
と
」

と
表
裏
一
体
で
す
。
こ
う
し
た
ス
キ
ル
が
身
に
付
い
て
い
な
い
か
ら
、
政
治
家
は
あ
る
グ
ル
ー
プ
の
意
見
（
と
い
う
よ
り

感
情
的
な
反
応
）
に
引
っ
張
ら
れ
て
方
針
を
発
表
し
、
そ
れ
が
別
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
反
発
を
受
け
る
と
正
反
対
の
方
針

に
転
換
す
る
。
そ
う
し
た
態
度
に
対
し
て
「
方
針
が
ブ
レ
た
」
な
ど
と
批
判
す
る
政
治
家
が
登
場
し
、
こ
ち
ら
は
他
人
の

意
見
に
耳
を
貸
さ
ず
自
分
の
方
針
に
固
執
す
る
。
そ
れ
で
は
独
裁
で
す
。
こ
う
し
た
状
況
の
繰
り
返
し
は
、
ま
さ
し
く
民

主
主
義
の
危
機
と
言
う
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

「
民
主
主
義
と
は
多
数
決
だ
」
と
多
く
の
日
本
人
が
誤
解
し
て
い
ま
す
が
、
実
は
民
主
主
義
の
本
質
は
、
す
べ
て
の
人

が
対
等
な
立
場
で
自
分
の
意
見
を
根
拠
づ
け
て
主
張
し
、
討
議
し
、
お
互
い
に
納
得
で
き
る
合
意
点
を
探
る
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
り
ま
す
。
多
数
決
は
、
合
意
で
き
た
か
ど
う
か
を
最
後
に
確
認
す
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
も
し
も
民
主

主
義
が
多
数
決
だ
と
す
る
な
ら
、
国
会
は
い
つ
も
強
行
採
決
を
す
れ
ば
よ
い
は
ず
だ
し
、
あ
る
い
は
ネ
ッ
ト
社
会
で
は
国

会
な
ど
不
要
で
国
民
が
直
接
ネ
ッ
ト
で
投
票
し
て
決
め
て
い
け
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
ん

な
こ
と
を
す
れ
ば
、
感
情
に
流
さ
れ
て
道
理
の
通
ら
な
い
恐
ろ
し
い
社
会
に
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

個
人
的
な
こ
と
に
つ
い
て
決
め
る
と
き
、
ふ
つ
う
人
は
自
分
の
感
情
や
思
い
を
根
拠
に
し
て
行
動
し
ま
す
。
し
か
し
、

他
人
と
と
も
に
行
動
す
る
こ
と
が
必
要
な
社
会
生
活
の
場
で
は
、
感
情
や
思
い
は
通
用
し
ま
せ
ん
。
感
情
は
個
人
的
、
主

観
的
な
も
の
で
す
か
ら
、
自
分
以
外
の
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
す
。 

 

た
と
え
ば
、「
原
子
力
発
電
所
が
キ
ラ
イ
だ
か
ら
反
対
」
で
は
、「
原
子
力
発
電
所
が
大
好
き
」
な
人
た
ち
と
、
ケ
ン
カ

に
し
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
な
る
と
結
局
、
力
の
あ
る
方
の
意
見
が
通
っ
て
し
ま
い
ま
す
。「
正
し
い
意
見
」
で
な
く
、「
強

者
の
意
見
」
が
通
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
原
子
力
発
電
に
つ
い
て
言
え
ば
、
放
射
線
の
危
険
性
、
放
射
性
物
質
の
管
理
技

術
の
水
準
、
発
電
所
設
備
の
破
壊
が
起
こ
る
リ
ス
ク
と
起
こ
っ
た
と
き
の
コ
ス
ト
な
ど
、
客
観
的
な
デ
ー
タ
に
つ
い
て
の

み
、
真
偽
を
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
お
互
い
に
納
得
で
き
る
結
論
を
導
く
こ
と
も
可
能
に
な
り
ま

す
。 

 
 

（
中
略
） 

 

「
自
分
の
意
見
を
根
拠
づ
け
て
主
張
す
る
」
と
い
う
こ
と
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
の
が
、「
人
そ
れ
ぞ
れ
」
と
い
う
言



2 

 

葉
で
す
。
本
文
で
も
書
い
た
こ
と
で
す
が
、
最
近
、
レ
ポ
ー
ト
を
書
か
せ
る
と
、
ど
の
よ
う
な
課
題
を
出
し
て
も
、「
結
局
、

正
し
さ
は
人
そ
れ
ぞ
れ
だ
。
だ
か
ら
自
分
で
決
め
れ
ば
よ
い
」
と
い
っ
た
結
論
を
書
く
学
生
さ
ん
が
激
増
し
て
い
ま
す
。

み
ん
な
が
み
ん
な
同
じ
よ
う
に
「
人
そ
れ
ぞ
れ
」
と
言
う
と
い
う
、
自
己
矛
盾
的
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

（
中
略
） 

 

「
人
そ
れ
ぞ
れ
」
と
は
、
一
見
相
手
を
尊
重
す
る
と
見
せ
か
け
て
、
相
手
の
意
見
を
よ
く
聞
か
ず
に
体
よ
く
切
り
捨
て

る
言
葉
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
み
な
さ
ん
が
こ
の
言
葉
を
ど
ん
な
時
に
使
う
か
、
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
し

ょ
う
。「
人
そ
れ
ぞ
れ
」
と
言
っ
て
も
平
気
な
の
は
、
自
分
に
と
っ
て
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
に
つ
い
て
か
、
ど
う
で
も
よ
い

相
手
の
場
合
で
す
よ
ね
。
逆
に
自
分
が
、
大
切
な
友
人
や
恋
人
に
真
剣
に
相
談
し
た
時
に
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
ら
、

ど
ん
な
気
持
ち
が
し
ま
す
か
？ 

 

（
中
略
） 

 

ま
た
、「
人
そ
れ
ぞ
れ
」
と
い
う
言
葉
は
、
自
分
の
意
見
を
根
拠
づ
け
て
主
張
す
る
と
い
う
骨
の
折
れ
る
作
業
を
し
な
い

で
済
ま
せ
て
し
ま
う
言
葉
で
も
あ
り
ま
す
。「
相
手
の
意
見
を
聞
い
て
、
そ
れ
を
理
解
し
、
適
切
に
反
論
す
る
こ
と
」
は
、

実
に
骨
の
折
れ
る
作
業
で
す
。
自
分
の
意
見
に
客
観
的
な
根
拠
を
付
け
る
た
め
に
は
し
っ
か
り
勉
強
し
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
相
手
か
ら
の
反
論
を
受
け
て
、
自
分
の
意
見
を
引
っ
込
め
る
と
な
れ
ば
、
プ
ラ
イ
ド
が
傷
つ
く
こ
と
も
あ
る
で
し

ょ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
こ
と
は
、
他
人
と
と
も
に
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
く
う
え
で
、
避
け
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
の

で
す
。「
人
そ
れ
ぞ
れ
」
と
言
う
こ
と
で
、
そ
う
し
た
作
業
を
し
な
い
で
ご
ま
か
し
て
し
ま
う
な
ら
、
他
人
と
の
社
会
的
連

帯
を
築
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。「
人
そ
れ
ぞ
れ
」
と
は
、
実
に
無
責
任
な
自
己
責
任
論
な
の
で
す
。 

 

多
く
の
市
民
が
、
自
分
の
意
見
を
根
拠
づ
け
て
主
張
す
る
能
力
を
持
た
ず
、
市
民
同
士
で
連
帯
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

の
で
あ
れ
ば
、「
正
し
い
意
見
」
で
な
く
「
強
者
の
意
見
」
が
ま
か
り
通
る
社
会
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
し
た
社
会

は
、
大
多
数
の
弱
者
（
つ
ま
り
、
お
そ
ら
く
み
な
さ
ん
の
大
多
数
が
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
「
ふ
つ
う
の
人
」）
に
と
っ
て
た

い
へ
ん
生
き
に
く
い
社
会
で
す
。 

 
 
 

（「
コ
ピ
ペ
と
言
わ
れ
な
い
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方
教
室
」
山
口
裕
之
著 

新
曜
社 

二
〇
一
三
年 

よ
り
） 

  

問 
 

議
論
に
お
い
て
「
自
分
の
意
見
を
根
拠
づ
け
て
主
張
す
る
」
こ
と
と
、「
人
そ
れ
ぞ
れ
」
と
い
う
態
度
を
と
る
こ
と

に
つ
い
て
、
あ
な
た
が
考
え
る
こ
と
を
八
百
字
以
上
千
字
以
内
で
述
べ
な
さ
い
。 


