
令
和
七
年
度 

一
般
入
学
試
験
（
Ａ
日
程
）
現
代
の
国
語
・
言
語
文
化 

 
 

徳
山
看
護
専
門
学
校 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

※ 

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
。 

 

柿
食
へ
ば 

鐘
が
鳴
る
な
り 

法 ほ
う

隆

寺

り
ゅ
う
じ

（

正

岡

ま
さ
お
か

子
規

し
き

） 
 

※ 

読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
分
け
て
書
き
ま
し
た
。
以
下
の
短
歌
と
俳
句
も
同
じ
で
す
。 

こ
の
俳
句
を
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
い
や
、
国
語
の
教
科
書
に
➊
の
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
明
治
の
文
学
者 

正
岡
子
規 

の
句
で

す
。
病
気
療
養
の
た
め
一
時
帰
省
し
て
い
た
松
山
市
か
ら
東
京
に
帰
る
途
中
、
奈
良
の
法
隆
寺
に
立
ち
寄
っ
た
と
き
詠
み
ま
し
た
。
お
寺
の
そ
ば
の
茶

店

ち
ゃ
み
せ

で
、
奈
良
名

物
の
、
そ
し
て
、
自
身
も
大
好
物
の
柿
を
食
べ
て
い
た
ら
法
隆
寺
の
鐘
が
鳴
っ
た
と
い
う
句
で
す
。
ど
う
で
す
か
。
そ
の
風
景
が
言
葉
ど
お
り
に
浮
か
ん
で
き
ま
せ
ん

か
。
言
葉
に
よ
る
写
生
の
よ
う
で
す
。 

➀
奔
流
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
が
流
れ
込
ん
で
き
た
明
治
と
い
う
時
代
。
日
本
の
何
も
か
も
が
そ
の
➁
渦
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
き
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。

文
学
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
消
え
て
は
な
ら
な
い
日
本
文
学
が
あ
る
。
一
度
消
え
た
ら
も
う
帰
っ
て
こ
な
い
。
ど
う
す
る
か
。
そ
の
こ
と
を
問
い
続
け
、

こ
れ
か
ら
の
日
本
文
学
の
方
向
を
「
文
学
の
革
新
」
と
し
て
発
信
し
続
け
、
三
十
五
歳
で
結
核
に
倒
れ
た
正
岡
子
規
の
答
え
が
こ
の
句
な
の
で
す
。 

 

正
岡
子
規
は
、
江
戸
か
ら
明
治
に
な
る
前
の
年
に
、
四
国
の
現
在
の
愛
媛
県
松
山
市
に
生
ま
れ
ま
し
た
。 

 

子
規
が
生
ま
れ
た
松
山
市
に
は
道
後
温
泉
と
い
う
③
名
湯
が
あ
り
、
古
く
か
ら
遠
く
海
を
越
え
て
、
都
の
④
高
貴
な
人
々
も
訪
ね
て
来
て
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、

平
安
時
代
の
❷
げ
ん
じ
物
語
に
も
登
場
し
て
い
ま
す
。
早
く
か
ら
都
の
文
化
に
親
し
ん
で
い
た
の
で
す
。
ま
た
、
時
代
が
武
士
の
世
の
中
に
移
っ
て
も
松
山
は
学
問
の
盛

ん
な
城
下
町
で
、
芸
能
や
文
学
を
大
切
に
す
る
⑤
気
風
に
満
ち
て
い
ま
し
た
。
⑥
能
楽
、
茶
の
湯
、
陶
芸
。
文
学
で
は
、
俳

諧

は
い
か
い

（
俳
句
の
当
時
の
呼
び
方
）
が
盛
ん
で

お
殿
様
を
は
じ
め
み
ん
な
で
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
あ
の
小
林
❸
い
っ
さ
も
や
っ
て
来
て
い
ま
す
。
そ
の
上
、
子
規
の
母
方
の
お
祖
父
さ
ん
は
松
山
を
代
表
す
る
学
者
さ

ん
で
し
た
。
子
規
が
文
学
の
道
を
志
し
た
の
は
自
然
な
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

ま
た
、
子
規
の
心
に
は
、
現
存
す
る
我
が
国
最
古
の
歌
集
で
あ
る
万
葉
集
の
こ
の
歌
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。 

熱
田
津

に

き

た

つ

に 

船
乗

ふ
な
の

り
せ
む
と 

月
待
て
ば 

潮 し
ほ

も
か
な
ひ
ぬ 

今
は
漕 こ

ぎ
出 い

で
な
（
額

田

王

ぬ
か
た
の
お
お
き
み

） 

ま
だ
日
本
の
夜
明
け
の
時
代
、
国
の
➆
命
運
を
賭
け
て
、
天
皇
が
大
軍
を
率
い
て
海
を
渡
り
外
国
に
打
っ
て
出
た
と
き
の
歌
で
す
。
詠
ん
だ
の
は
天
皇
の
歌
の
代
作
も

務
め
る
額
田
王
。「
皆
の
者
聞
こ
え
る
か
。
わ
が
水
軍
は
こ
こ
熱
田
津
で
漕
ぎ
出
す
機
会
を
満
を
持
し
て
待
っ
て
い
た
。
月
が
出
た
ぞ
。
潮
の
流
れ
も
よ
く
な
っ
た
。
者

ど
も
、
い
ざ
、
出
陣
ぞ
。」
熱
田
津
と
は
松
山
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

㋐
こ
の
歌
が
、
若
い
子
規
の
心
に
燃
え
続
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
あ
の
時
の
よ
う
に
。
松
山
か
ら
日
本
文
学
を
守
る
声
を
上
げ
る
の
だ
、
と
。 

一
心
に
研
究
し
て
き
た
子
規
は
、
大
学
を
卒
業
し
て
新
聞
記
者
に
な
り
ま
し
た
。
自
分
の
考
え
を
世
の
中
に
伝
え
る
の
に
は
そ
れ
が
最
も
よ
い
方
法
だ
と
考
え
た
の

で
し
ょ
う
。
実
は
、
子
規
に
は
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
も
あ
り
ま
し
た
。
子
規
は
学
生
時
代
に
結
核
を
❹
は
っ
し
ょ
う
し
何
度
も
⑧
喀
血
を
繰
り
返
し
て
い
た
の

で
す
。
自
分
の
命
が
そ
ん
な
に
長
く
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

子
規
は
「
革
新
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
新
し
く
す
べ
き
は
新
し
く
し
て
日
本
文
学
を
守
る
。
自
分
の
考
え
を
全
国
に
精
力
的
に
発
信
し
て
い
き
ま
し
た
。 

ま
ず
俳
句
の
革
新
を
世
に
発
信
し
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
「
俳
諧
」
と
か
「
発
句

ほ
っ
く

」
と
言
っ
て
い
た
も
の
を
「
俳
句
」
と
改
め
、「
俳
句
と
は
言
葉
に
よ
る
写
生
だ
。
言

葉
で
風
景
を
写
す
の
だ
。
そ
こ
に
感
動
が
生
ま
れ
る
。
」
と
広
く
呼
び
か
け
ま
す
。
子
規
は
絵
画
で
も
写
生
の
名
手
で
し
た
。 

短
歌
の
革
新
も
発
信
し
ま
し
た
。
「
万
葉
集
に
帰
れ
。
力
強
く
❺
そ
ぼ
く
に
詠
む
の
だ
。
感
動
は
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
。
」 

文
章
の
革
新
も
発
信
し
ま
し
た
。
「
自
分
の
思
う
ま
ま
を
、
文
章
を
飾
ら
ず
に
率
直
に
書
く
の
だ
。
言
葉
に
化
粧
を
す
る
な
。」 

し
か
し
、
病
は
次
第
に
重
く
な
り
、
二
十
代
後
半
か
ら
の
七
年
間
は
思
う
よ
う
に
体
が
動
か
な
く
な
り
、
最
後
は
寝
た
き
り
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
子
規
は
自
分
が

勤
め
る
日
本
新
聞
社
の
新
聞
に
子
規
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
記
事
を
自
宅
か
ら
新
聞
社
に
送
り
、
毎
日
全
国
に
発
信
し
て
い
き
ま
す
。 

最
後
の
連
載
コ
ー
ナ
ー
を
子
規
は
「

病

床

び
ょ
う
し
ょ
う

六

尺

ろ
く
し
ゃ
く

」
と
名
付
け
、
そ
の
⑨
冒
頭
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。 

病
床
六
尺
（
注 

六
尺
と
は
約
一
八
〇
㎝
ほ
ど
。
一
枚
の
畳
の
長
さ
。
布
団
の
長
さ
で
も
あ
る
。
）
こ
れ
が
私
の
世
界
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
六
尺
の
病
床 

が
私
に
は
広
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
手
を
伸
ば
し
て
畳
に
触
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
布
団
の
外
へ
ま
で
足
を
延
ば
し
て
体
を
く
つ
ろ
ぐ
こ
と
も
で
き
な
い
。
は
な 

は
だ
し
い
と
き
は
極
端
の
苦
痛
に
苦
し
め
ら
れ
て
五
分

ご

ぶ

も
一

寸

い
っ
す
ん

（
注 

一
寸
は
約
三
セ
ン
チ
。
五
分
は
そ
の
半
分
。）
も
体
の
動
け
な
い
こ
と
が
あ
る
。 

 

氏 名 

受験番号 

得 点 



そ
れ
で
も
子
規
は
毎
日
「
病
床
六
尺
」
か
ら
発
信
し
続
け
ま
し
た
。
お
弟
子
さ
ん
に
も
熱
く
語
り
続
け
ま
し
た
。
す
さ
ま
じ
い
執
念
で
す
。「
炎
の
人
」
と
称
さ
れ
る

ゆ
え
ん
で
す
。 

こ
う
し
て
、
子
規
は
三
十
五
歳
で
亡
く
な
り
ま
す
が
、
そ
の
最
期
ま
で
子
規
を
看
病
し
た
の
は
、
母
の
八
重
さ
ん
と
妹
の
律
さ
ん
で
し
た
。
妹
の
律
さ
ん
は
離
婚
を
し

て
ま
で
兄
の
看
病
に
当
た
り
ま
し
た
。
終
始
穏
や
か
で
優
し
く
賢
い
母
の
八
重
さ
ん
は
、
お
弟
子
さ
ん
か
ら
「
ご
母
堂

ぼ
ど
う

」
と
呼
ば
れ
慕
わ
れ
ま
し
た
。 

秋

日

和

あ
き
び
よ
り 

子
規

し
き

の

母 は
は

君 ぎ
み 

来 き

ま
し
け
り
（
高
浜
虚
子

き
ょ
し

） 

 

子
規
⑩
一
周
忌
法
要
の
と
き
に
、
お
弟
子
さ
ん
の
高
浜
虚
子
が
詠
ん
だ
句
で
す
。
「
先
生
の
お
母
様
が
お
い
で
に
な
ら
れ
た
ぞ
。」
と
い
う
分
か
り
や
す
い
俳
句
で
す

が
、
私
が
子
規
を
思
う
と
き
、
ま
ず
ふ
っ
と
口
を
つ
い
て
出
る
の
は
実
は
こ
の
句
な
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
日
本
文
学
を
世
に
語
り
続
け
た
子
規
の
一
生
が
、
こ
の
句
に

写
生
さ
れ
て
見
え
る
の
で
す
。 

 
 

 
 

 

（
松
山
市
教
育
委
員
会
編
「
伝
記 

正
岡
子
規
」
青
葉
図
書
）
を
参
考
に
し
ま
し
た
。 

 

問
１ 

問
題
文
中
➊
～
❺
の
傍
線
部
を
漢
字
で
書
い
て
く
だ
さ
い
。 

 

問
２ 

問
題
文
中
➀
～
⑩
の
二
重
傍
線
部
の
読
み
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。 

 

問
３ 

問
題
文
の
意
味
段
落
は
四
段
落
で
す
。
第
二
段
落
と
第
四
段
落
の
書
き
出
し
文
の
第
一
文
節
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。 

 

問
４ 

問
題
文
中
に
「
㋐
こ
の
歌
が
、
若
い
子
規
の
心
に
燃
え
続
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。」
と
い
う
文
が
あ
り
ま
す
。
子
規
の
心
に
燃
え
続
け
た
の
は

こ
の
歌
の
中
の
ど
の
言
葉
で
し
ょ
う
。
書
き
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

問
５ 

問
題
文
を
読
ん
で
の
あ
な
た
の
感
想
を
聞
き
ま
す
。
心
に
残
っ
た
こ
と
を
一
〇
〇
字
程
度
で
ま
と
め
て
く
だ
さ
い
。 

  

問
題
二 

次
の
四
字
熟
語
を
完
成
し
て
く
だ
さ
い
。 

  
 

 
 

➀ 

一
喜
一
憂 

 
 

➁ 

古
今 

東
西 

 

③ 

心
機
一
転 

 
 

④ 

理
路 

整
然 

 
 

⑤ 

画
竜 

点
睛 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

ア 

一
転   

イ 

古
今 

 

ウ 

画
竜 

エ 

一
憂 

 

オ 

理
路 

 
 

 

  

問
題
三 

次
の
文
の
敬
語
の
使
い
方
は
適
切
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
に
な
ら
っ
て
訂
正
し
、
そ
の
理
由
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た 

 
 

 
 

（
例
）
市
長
が
参
ら
れ
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

【 

イ 

】 

 
 

 

 
 

 

➀ 

先
ほ
ど
先
生
が
申
さ
れ
た
件
で
す
が
・
・
・
。  

【 
   

】 

 
 

 
 

➁ 

そ
れ
は
、
私
が
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

  
 

【  
  

  

】  

 

ア 

過
剰
な
敬
語 
 

イ 

尊
敬
語
と
謙
譲
語
・
丁
寧
語
の
混
同 

 

ウ 

そ
の
他 

 

  

問
題
四 

次
の
短
歌
は
穂
村
弘
の
作
品
で
す
。
試
合
開
始
前
の
一
瞬
を
と
ら
え
て
い
ま
す
。
あ
な
た
に
は
ど
ん
な
情
景
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
か
。
自
由
に

想
像
し
一
〇
〇
字
程
度
で
書
い
て
く
だ
さ
い
。
書
き
方
も
自
由
で
す
。
ま
た
、
そ
の
あ
な
た
の
文
章
に
題
名
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。 

 

試
合
開
始
の
コ
ー
ル
忘
れ
て
審
判
は
風
の
匂
い
に
め
を
と
じ
た
ま
ま 


