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六
年
度 

 

一
般
入
学
試
験
（
Ｂ
日
程
）
国
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徳
山
看
護
専
門
学
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解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

問
題
一 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
い
に
答
え
て
く
だ
さ
い
。 

今
か
ら
百
五
十
年
ほ
ど
前
、
明
治
新
政
府
は
徳
川
幕
府
の
鎖
国
政
策
を
➀
ア
ラ
タ
め
、
国
の
制
度
を
初
め
広
く
積
極
的
に
❶
欧
米
に
学
び
始
め
た
。
日
本
が
世
界
に
仲
間

入
り
す
る
た
め
の
➁
セ
ン
タ
ク
だ
っ
た
。
何
も
か
も
が
一
気
に
大
き
く
変
わ
り
始
め
、
人
々
の
生
活
様
式
は
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
文
章
の
書
き
方
も
変
わ
っ
た
。 

 

そ
れ
ま
で
、
日
本
で
は
普
段
話
し
て
い
る
言
葉
で
は
書
か
な
い
➂
シ
ュ
ウ
カ
ン
が
あ
っ
た
。「
話
し
言
葉
」
と
「
書
き
言
葉
」
は
違
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
書
く
と
き
は
格

調
豊
か
な
伝
統
的
な
書
き
方
に
従
っ
て
書
く
の
が
正
式
だ
っ
た
。 

 
１ 

 
 

が
で
き
て
も
、
き
ち
ん
と
し
た
手
紙
は
苦
手
な
人
が
多
く
い
た
。
改
め
よ
う
で
は
な
い
か
。

普
段
話
し
て
い
る
言
葉
そ
の
ま
ま
で
書
け
ば
よ
い
で
は
な
い
か
。
第
一
、
今
の
「
書
き
言
葉
」
で
は
欧
米
の
文
化
を
伝
え
る
の
に
も
苦
労
す
る
。 

そ
う
し
て
、
ま
ず
、
小
説
家
が
取
り
組
み
始
め
た
。
「
話
し
言
葉
」
を
「
書
き
言
葉
」
に
し
よ
う
。
こ
れ
が
、
言
文
一
致
運
動
で
あ
る
。 

 
 

で
は
、
な
ぜ
「
話
し
言
葉
」
と
「
書
き
言
葉
」
が
違
っ
て
い
た
の
か
。 

 

千
二
百
年
ほ
ど
前
、
奈
良
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
に
な
る
が
、
現
存
す
る
中
で
は
我
が
国
最
古
の
歌
集
「

万

葉

集

ま
ん
よ
う
し
ゅ
う

」
が
作
ら
れ
た
。
編
集
し
た
の
は

大

伴

家

持

お
お
と
も
の
や
か
も
ち

と
い
う
貴
族
だ
ろ
う
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
四
千
五
百
余
り
の
様
々
な
身
分
の
人
々
の
歌
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
天
皇
の
歌
か
ら
農
民
の
労
働
歌
ま
で
。
➋
余
談

だ
が
、
こ
れ
が
万
葉
集
の
大
き
な
④
ミ
リ
ョ
ク
の
一
つ
で
も
あ
る
の
だ
が
、
当
時
の
人
々
が
ど
ん
な
生
活
を
し
て
い
た
の
か
が
よ
く
分
か
り
非
常
に
興
味
深
い
。
い
や
、
も

っ
と
以
前
、
ま
だ
私
た
ち
の
祖
先
が
文
字
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
い
時
代
の
、
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
❸
伝
承
ま
で
⑤
オ
サ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
万
葉
集
は
日
本
文
学
の
❹
源
流
で
あ
り
、
歴
史
の
宝
庫
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
歌
を
書
き
残
す
の
に
当
時
の
人
は
苦
労
し
た
ら
し
い
。 

な
ぜ
な
ら
、
万
葉
集
が
作
ら
れ
た
時
代
、
日
本
人
は
、
自
分
た
ち
の
文
字
を
ま
だ
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
文
字
と
言
え
ば
中
国
の
漢
字
を
知
っ
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
。
だ

か
ら
、
当
時
、
公
式
文
書
は
中
国
の
漢
字
を
用
い
、
中
国
の
文
章
で
あ
る
漢
文
で
書
い
た
。 

 

２ 
 

 

だ
け
に
漢
文
が
書
け
る
人
は
ご
く
一
部
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
中
国
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
周
辺
諸
国
と
の
意
思
の
❺
疎
通
は
で
き
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
中
国
語
は
、
い
わ
ば
、 

 

３ 
 

 

だ
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
は
日
本
語
を
表
す
日
本
の
文
字
が
無
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
万
葉
集
は
す
べ
て
漢
字
で
書
か
れ
て
い
る
。 

 

此
岳
尓

こ
の
を
か
に 

菜
採
須
兒

な
つ
ま
す
こ 

家
告

い
え
の

閑ら
せ 

名
告
紗

な
の
ら
さ

根ね

（
略
）
我
許

わ
に
こ

背そ

歯ば 

告
目

の
ら
め 

家
呼

い
へ
を

毛
名

も

な

雄
母

を

も 

（
万
葉
集
巻
一
・
一
） 

（「
萬
葉
集
」
塙
書
房
） 

 

こ
れ
は
万
葉
集
の
❻
巻
頭
に
置
か
れ
た
雄
略
天
皇
作
と
伝
え
ら
れ
る
歌
の
一
部
で
あ
る
。（
振
り
仮
名
は
参
考
の
た
め
に
付
け
て
あ
る
。）「
こ
の
丘
で
野
草
を
摘
ん
で
い
る

お
嬢
さ
ん
。
私
に
あ
な
た
の
お
名
前
を
教
え
て
く
れ
ま
せ
ん
か
。」
名
前
を
聞
く
の
は
プ
ロ
ポ
ー
ズ
。
答
え
れ
ば
そ
れ
を
受
け
る
こ
と
。
万
葉
集
が
作
ら
れ
る
四
百
年
も
前
の
、

も
ち
ろ
ん
文
字
の
な
い
時
代
の
、
大
ら
か
な
春
の
野
の
➅
フ
ウ
ケ
イ
で
あ
る
。 

こ
の
歌
の
よ
う
に
、
万
葉
集
は
、
日
本
語
の
意
味
に
合
う
漢
字
を
一
語
一
語
当
て
は
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
変
な
作
業
で
あ
っ
た
ろ
う
。
読
む
人
も
大
変
だ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
当
て
は
め
た
漢
字
を
今
日
「
万
葉
仮
名
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
や
が
て
私
た
ち
の
祖
先
は
、
こ
の
万
葉
仮
名
を
工
夫
し
て
仮
名
文
字
を
発
明
し
た
。 

こ
う
し
て
、
日
本
に
は
中
国
か
ら
借
り
て
き
た
漢
字
に
加
え
て
、
日
本
で
発
明
し
た
仮
名
文
字
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
当
初
は
公
用
文
を
初
め
正
式
な

文
章
は
あ
く
ま
で
漢
字
だ
け
を
使
っ
た
漢
文
で
書
か
れ
、
㋐
仮
名
文
字
は
や
や
低
く
見
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
漢
字
を
「
真
名
（
ま
な
）」、
仮
名
文
字
を
「
仮

名
（
か
な
）」
と
言
っ
て
い
た
。
真
名
と
は
正
式
な
文
字
、
仮
名
と
は
仮
の
文
字
を
意
味
す
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
百
年
後
、
天
皇
の
命
に
よ
り
「
古
今
和

こ
き
ん
わ

歌

集

か
し
ゅ
う

」
が
作
ら
れ
た
。
表
記
は
真
名
と
仮
名
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
う
、
今
、
私
た
ち
が
普
通
に

使
っ
て
い
る
仮
名
交
じ
り
文
で
あ
る
。
そ
の
古
今
和
歌
集
の
代
表
歌
の
❼
一
首
を
見
て
み
よ
う
。 

 花
の
色
は 

う
つ
り
に
け
り
な 

い
た
づ
ら
に 

我
が
身
世
に
ふ
る 

な
が
め
せ
し
ま
に 

 

小
野
小
町 

（
大
岡
信
「
百
人
一
首
」
世
界
文
化
社
） 

 

な
に
し
ろ
、
天
皇
の
命
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
歌
集
で
あ
る
。
㋑
仮
名
に
名
誉
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
漢
字
と
仮
名
を
組
み
合
わ
せ
た
日
本
語
表
記
が
➆
カ
ク
リ
ツ
し
、

ま
た
、
日
本
の
歌
は
中
国
の
漢
詩
に
対
し
て
「
和
歌
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
和
歌
」
と
は
「 

 

４ 
 

 

」。
高
ら
か
な
日
本
文
学
の
宣
言
で
あ
る
。 

ま
た
、
こ
の
表
記
は
、
美
し
い
筆
遣
い
を
生
み
、
仮
名
文
字
を
⑧
ト
ク
イ
と
し
た
平
安
時
代
の
宮
廷
女
性
も
次
々
に
美
し
い
文
字
で
和
歌
を
織
り
交
ぜ
た
物
語
を
書
き
始

め
た
。
そ
の
代
表
的
な
作
品
が
現
在
も
日
本
文
学
史
上
の
❽
金
字
塔
と
し
て
輝
き
、
❾
翻
訳
さ
れ
世
界
で
読
ま
れ
て
い
る
紫
式
部
の
「
源
氏
物
語
」
で
あ
る
。 

そ
れ
は
、
ま
さ
に 

 

５ 
 

 

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
和
歌
に
⑨
イ
ロ
ド
ら
れ
た
平
安
時
代
の
貴
族
の
文
章
が
、
や
が
て
「
書
き
方
」
の
お
手
本
と
な
り
「
型
」
と
な

り
「
書
き
言
葉
」
と
し
て
江
戸
時
代
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
書
き
方
に
従
っ
て
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
平
安
文
学
に
❿
琴
線
を
は
ぐ
く
ま

れ
な
が
ら
書
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
和
歌
の
教
養
も
リ
ズ
ム
も
自
然
に
身
に
付
け
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
美
し
い
「
書
き
言
葉
」
だ
っ
た
。 

し
か
し
、「
話
し
言
葉
」
は
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
く
。
時
代
が
進
む
ほ
ど
に
、
人
々
は
、
日
々
の
「
話
し
言
葉
」
と
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
「
書
き
言
葉
」
が
か
け

離
れ
て
い
く
と
い
う
現
実
的
な
不
便
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

そ
し
て
、
明
治
を
迎
え
言
文
一
致
運
動
が
起
こ
っ
た
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
は
各
藩
の
領
民
は
移
動
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
日
本
中
が
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
を
話
し
て

い
た
。「
話
し
言
葉
」
の
統
一
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
困
難
を
明
治
の
人
々
は
一
つ
一
つ
⑩
コ
ク
フ
ク
し
、
し
か
も
、
平
安
文
学
の
仮
名
交
じ
り
文
を
大

切
に
し
た
言
文
一
致
を
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
て
、
今
、
私
た
ち
は
、
日
本
語
の
伝
統
を
守
り
な
が
ら
自
由
に
の
び
の
び
と
文
章
を
書
い
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

得  点 

氏  名 



問
１ 

傍
線
部
❶
～
❿
の
漢
字
に
は
読
み
を
、
①
～
⑩
の
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
で
、
そ
れ
ぞ
れ
書
い
て
く
だ
さ
い
。 

 

問
２ 

 

１ 
～ 

５ 

に
入
る
と
思
わ
れ
る
言
葉
を
選
び
、
記
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

 
   

 

ア 
や
ま
と
う
た 

 

イ 

外
国
語 

 

ウ 

日
常
会
話 

 

エ 

国
際
語 

 

オ 

歌
物
語 

 

 

問
３ 

文
中 

㋐
仮
名
文
字
は
や
や
低
く
見
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
理
由
を
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。 

  

問
４ 

文
中 

㋑
仮
名
に
名
誉
が
与
え
ら
れ
た
。
と
あ
り
ま
す
が
、
仮
名
に
名
誉
が
与
え
ら
れ
る
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
の
言
葉
で
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

問
５ 

こ
の
文
章
に
は
題
名
が
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
題
名
に
し
ま
す
か
。 

 
 問

題
二 

日
本
語
の
名
詞
に
は 

➀
普
通
名
詞 

➁
固
有
名
詞 

➂
数
詞 

④
形
式
名
詞 

⑤
代
名
詞
が
あ
り
ま
す
。
該
当
す
る
名
詞
を
選
ん
で
記
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

 
   

 

ア 

富
士
山 

 
 

イ 

一
万
円 

 
 

ウ 

貴
婦
人 

 
 

エ 

あ
な
た 

 
 

オ 

こ
と 

 

 

問
題
三 

次
の
熟
語
が
「
対
義
語
（
意
味
が
正
反
対
）」
に
な
る
よ
う
に
漢
字
を
選
び
、
記
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。 

① 

静
脈 

❘ 

動 

脈 
 

➁ 

既
知
❘ 

未 

知 
 

➂ 

被
害 

❘ 

加 

害 
 

④ 

閉
鎖 
❘ 

開 

放 
 

⑤ 

出
席 

❘ 

欠 

席 

 

ア
ア 

開 
 

 

イ 

未 
 

 

ウ 

動 
 

 

エ 

欠 
 

 

オ 

加 
  

 

問
題
四 

例
え
ば
「
腕
が
鳴
る
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
言
葉
ど
お
り
の
意
味
か
ら
離
れ
て
別
の
意
味
を
表
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
慣
用
句
と
い
い
ま
す
。 

次
の
慣
用
句
を
使
っ
て
、
主
語
・
述
語
を
置
い
て
「
文
」
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。 

 

➀ 

胸
を
張
る 

 

➁ 

花
を
持
た
せ
る 

 

問
題
五 

次
の
俳
句
は
芥
川
龍
之
介
の
な
か
な
か
面
白
い
俳
句
で
す
。
俳
句
に
は
季
節
を
表
す
「
季
語
」
を
入
れ
る
と
い
う
約
束
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
俳
句
の
季
語
を
書
き
出

し
、
そ
の
季
節
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
俳
句
に
は
定
型
（「
五
・
七
・
五
」）
と
い
う
制
約
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
補
う
工
夫
と
し
て
「
切
れ
字
」
が
あ
り
ま
す
。「
か
な
」
や
「
け
り
」
が
代
表
的
で

す
が
、
言
い
切
る
こ
と
で
句
に
余
韻
が
生
ま
れ
ま
す
。
句
の
味
わ
い
を
よ
り
深
く
す
る
技
法
で
す
。
し
か
し
、「
切
れ
」
と
言
っ
て
、「
切
れ
字
」
を
使
わ
な
く
て
も
同

じ
効
果
を
ね
ら
っ
た
俳
句
も
多
く
あ
り
ま
す
。
こ
の
俳
句
に
も
あ
り
ま
す
。
ど
の
言
葉
の
後
に
「
切
れ
」
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
。 

青 あ
を

蛙
が
へ
る

お
の
れ
も
ペ
ン
キ
ぬ
り
た
て
か 

 
 

 
 

 

※ 

「
お
の
れ
」
と
は
こ
の
場
合
「
お
前
」
の
意
味 

  
 


