
令　和　７　年　度 

社 会 人 入 学 試 験 

 

国語総合 

 

広島県立三次看護専門学校 

第一看護学科 

 

受験番号(　　　　)　氏名(　　　　　　　　　　) 

 

 

  
答案作成上の注意 

 
１　受験番号、氏名は、解答用紙の所定の欄に必ず記入すること。 
 
２　解答は解答用紙の所定の場所に記入すること。 
 
３　配布した問題用紙、解答用紙は持ち出してはならない。 





1 

　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 
小
説
家
で
自
作
解
説
を
す
る
人
が
た
ま
に
い
る
。
ぼ
く
は
「
ち
ょ
っ
と
な
…
」
と
思
う
。
な
ぜ
そ
ん
な
ふ
う
に
思
う
の
か
と
言
う
と
、
一
つ
は
「
ぼ
く
の
自
由
に
読
ま
せ
て
よ
」
と

言
い
た
い
か
ら
だ
。
も
う
一
つ
は
、
自
作
解
説
が
で
き
る
ほ
ど
言
い
た
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
な
ら
、
な
に
も
小
説
な
ど
と
い
う
回
り
く
ど
い
表
現
形
式
を
と
る
必
要
は
な
か

っ
た
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
だ
。
は
じ
め
か
ら
評
論
を
書
け
ば
よ
か
っ
た
の
だ
。 

①

小
説
は
言
葉
を
使
っ
て
こ
の
世
界
に
似
せ
た
イ
メ
ー
ジ
を
作
る
表
現
形
式
で
あ
る
。
世
界
は
そ
れ
自
身
で
は
主
張
を
持
た
な
い
か
ら
、
ぼ
く
た
ち
は
小
説
を
「
自
由
」
に
解
釈
で
き

る
。
そ
れ
が
、
小
説
を
読
む
楽
し
み
だ
。
と
こ
ろ
が
、
評
論
は
そ
う
で
は
な
い
。
古
典
的
名
著
と
も
な
れ
ば
評
論
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
キ
ソ
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
ふ
つ
う
は

ａ

評
論
の
主
張
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
「
自
由
」
に
解
釈
す
れ
ば
「
誤
読
」
と
な
る
こ
と
が
多
い
。 

　
　

Ａ　
　

、
ぼ
く
た
ち
は
な
ぜ
評
論
を
読
む
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
や
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
、
知
り
た
い
し
わ
か
り
た
い
か
ら
だ
。
そ
れ
が
知
的
な
虚
栄

き
ょ
え
い

心
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
が
な
く
な
っ
た
ら
精
神
的
な
「
老
人
」
で
あ
る
。
精
神
的
な
「
若
者
」
は
、
友
人
が
本
を
読
ん
だ
と
聞
け
ば
、
た
と
え
自
分
が
読
ん
で
な
い
本
で
あ
っ
て
も

し
ん「

読
ん
だ
よ
」
と
答
え
る
も
の
だ
。
そ
し
て
、
あ
わ
て
ふ
た
め
い
て
本
屋
さ
ん
か
図
書
館
に
行
っ
て
、
わ
か
っ
て
も
わ
か
ら
な
く
て
も
一
バ
ン
で
そ
れ
を
読
ん
で
、
翌
日
に
は
涼
し
い

ｂ

す
ず

顔
を
し
て
「
そ
う
言
え
ば
、
あ
れ
は
た
い
し
た
本
じ
ゃ
な
い
ね
」
な
ん
て
言
っ
て
み
る
も
の
だ
。
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
、
ぼ
く
た
ち
は
教
養
を
身
に
つ
け
る
。 

②

ぼ
く
は
「
教
養
」
と
い
う
言
葉
を
二
つ
の
意
味
で
と
ら
え
て
い
る
。
一
つ
は
知
識
の
量
で
、
こ
れ
は
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
い
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
少
し
古
風
な
教
養
の
と
ら
え
方

で
あ
る
。
現
代
で
は
あ
ま
り
に
多
く
の
情
報
が
あ
ふ
れ
て
い
る
か
ら
と
て
も
追
い
つ
け
な
い
。
そ
の
上
に
過
去
の
こ
と
ま
で
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
大
変
だ
。
も
ち

ろ
ん
そ
の
た
め
の
努
力
は
大
切
だ
が
、
限
り
が
あ
る
。
そ
こ
で
二
つ
め
の
教
養
の
意
味
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
物
事
を
考
え
る
た
め
の
ザ
ヒ
ョ
ウ
ジ
ク
を
で
き
る
だ
け

ｃ

た
く
さ
ん
持
つ
こ
と
だ
。「
た
く
さ
ん
」
と
は
言
っ
て
も
、
ぼ
く
た
ち
の
思
考
方
法
に
は
そ
の
時
代
ご
と
に
流
行
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
無
限
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ぼ
く
は
、
そ
の

時
代
に
必
要
な
思
考
方
法
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
第
二
の
教
養
、
そ
し
て
現
代
の
教
養
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。
こ
の
現
代
の
教
養
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
評
論
を
読
む
の
で
あ
る
。 

ふ
つ
う
「
評
論
は
、
筆
者
の
言
い
た
い
こ
と
を
読
解
す
れ
ば
い
い
」
と
考
え
て
い
る
人
が
多
い
と
思
う
が
、
実
は
評
論
を
読
む
に
も
コ
ツ
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
「
評
論
早
わ

か
り
」
と
い
う

類
の
も
の
で
は
な
い
。
具
体
的
に
は
、
評
論
に
も
「
内
包
さ
れ
た
読
者
」
の
位
置
が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ご
く
簡
単
に
身
も
蓋
も
な
い
言
い

た
ぐ
い

Ａ

ふ
た

方
を
す
れ
ば
、「
ふ
つ
う
は
こ
う
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
ぼ
く
は
こ
う
思
う
」
と
書
く
の
が
評
論
で
あ
る
。
実
際
、
た
っ
た
い
ま
書
い
た
ぼ
く
の
文
章
が
そ
う
な
っ
て
い
る
で
は
な
い

か
。 こ

の
「
ふ
つ
う
」
の
位
置
が
「
内
包
さ
れ
た
読
者
」
の
位
置
だ
。
そ
う
、
ち
ょ
っ
と
「
お
ば
か
さ
ん
」
を
演
じ
る
の
が
、
評
論
を
読
む
コ
ツ
な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
「
へ
ぇ
、

③

そ
う
だ
っ
た
の
か
！
」
と
い
う
具
合
に
評
論
が
面
白
く
読
め
る
（
こ
と
も
あ
る
）
。
具
体
例
を
見
て
お
こ
う
。 
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じ
ぶ
ん
の
身
体
と
い
う
も
の
は
、
だ
れ
も
が
じ
ぶ
ん
の
も
っ
と
も
近
く
に
あ
る
も
の
だ
と
お
も
っ
て
い
る
。（
中
略
）
ぼ
く
と
は
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
ぼ
く
の
身
体
の
こ
と
だ
と
言

か

ら

だ

い
う
る
ほ
ど
に
、
ぼ
く
は
ま
ち
が
い
な
く
ぼ
く
の
身
体
に
密
着
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
ぼ
く
が
じ
ぶ
ん
の
身
体
に
つ
い
て
も
っ
て
い
る
情
報
は
、
ふ
つ

う
想
像
し
て
い
る
よ
り
も
は
る
か
に
貧
弱
な
も
の
だ
。
身
体
の
全
表
面
の
う
ち
で
じ
ぶ
ん
で
見
え
る
部
分
と
い
う
の
は
、
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
。
だ
れ
も
じ
ぶ
ん
の
身
体
の
内
部

は
も
ち
ろ
ん
、
背
中
や
後
頭
部
で
さ
え
じ
か
に
見
た
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ま
し
て
や
自
分
の
顔
は
、
シ
ュ
ウ
セ
イ
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
顔
に
、

ｄ

じ
ぶ
ん
で
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
可
能
な
じ
ぶ
ん
の
感
情
の
揺
れ
が
露
出
し
て
し
ま
う
。
な
ん
と
も
無
防
備
な
の
だ
。 

（
鷲
田
清
一
「
ち
ぐ
は
ぐ
な
身
体
」
、
傍
線
部
は
マ
マ
） 

わ
し

だ

き
よ
か
ず

 

い
ま
傍
線
を
ホ
ド
コ
し
た
と
こ
ろ
に
、
「
ふ
つ
う
」
の
読
者
の
位
置
が
、
す
な
わ
ち
「
内
包
さ
れ
た
読
者
」
の
位
置
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
た
ぶ
ん
、
鷲
田
清
一
は
「
ふ
つ
う
」

ｅ

の
人
は
①
「
自
分
の
身
体
の
こ
と
な
ら
自
分
が
一
番
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
」
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
を
前
提
と
し
て
②
「
い
や
、
実
は
自
分
の
身
体
ほ
ど
わ
か
り

に
く
い
も
の
は
な
い
の
だ
」
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
読
者
が
「
な
る
ほ
ど
」
と
思
え
ば
、
鷲
田
清
一
の
勝
ち
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
、「
二
項
対
立
」
が
利
い
て
い
る
。〈
既

④

知
の
身
体
／
未
知
の
身
体
〉
と
い
う
図
式
で
あ
る
。
「
ふ
つ
う
」
の
読
者
は
①
〈
既
知
の
身
体
〉
の
側
に
い
て
、
鷲
田
清
一
は
②
〈
未
知
の
身
体
〉
の
側
に
い
る
こ
と
に
な
る
。 

人
は
①
は
い
わ
ば
常
識
と
言
え
る
部
分
で
、
②
は
そ
れ
に
対
す
る
批
判
的
検
討
（
批
評
）
だ
と
言
え
る
。
評
論
は
こ
の
二
つ
の
要
素
が
う
ま
く
組
み
合
わ
さ
っ
て
は
じ
め
て
成
功
す

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
項
対
立
を
う
ま
く
使
う
こ
と
が
評
論
を
読
ん
だ
り
書
い
た
り
す
る
コ
ツ
な
の
だ
。
一
番
み
じ
め
な
の
は
①
の
常
識
の
ハ
ア
ク
が
間
違
っ
て
し
ま
っ
た
場
合

ｆ

で
、
こ
れ
が
ズ
レ
て
い
る
と
、
何
に
対
し
て
イ
ギ
申
し
立
て
（
批
評
）
を
行
っ
て
い
る
の
か
サ
ッ
パ
リ
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
ピ
ン
ぼ
け
の
文
章
に
な
っ
て
し
ま
う
。
次
に
み
じ
め
な
の

ｇ

は
、
②
の
批
判
的
検
討
（
批
評
）
が
実
は
常
識
そ
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
場
合
で
、
実
に
ボ
ン
ヨ
ウ
な
評
論
に
な
っ
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
、「
ふ
つ
う
は
自
分
の
身
体
の
こ
と
は
よ

ｈ

く
わ
か
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
実
は
自
分
の
身
体
の
こ
と
は
自
分
が
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
た
ら
、
前
半
は
「
な
に
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
こ

と
言
っ
て
る
の
？
」
と
な
っ
て
、
後
半
は
「
当
た
り
前
じ
ゃ
ん
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。 

こ
の
点
に
関
し
て
、
フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー
の
永
江

朗
が
面
白
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
新
聞
の
読
者
ト
ウ
コ
ウ
欄
に
よ
く
あ
る
「
ゴ
ミ
を
捨
て
る
の
は
よ
く
な
い
」
と
か
「
電
車
で
は

な

が

え
あ
き
ら

ｉ

老
人
に
は
席
を
譲
ろ
う
」
と
い
っ
た
文
章
は
、
わ
が
新
聞
は
「
こ
う
い
う
つ
ま
ら
な
い
ふ
つ
う

、
、
、
の
人
々
が
読
ん
で
い
る
ん
で
す
よ
。
み
な
さ
ん
、
ご
安
心
下
さ
い
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
で
あ
っ
て
、
お
金
を
も
ら
う
た
め
の
文
章
な
ら
ば
「
ゴ
ミ
を
捨
て
れ
ば
、
ゴ
ミ
を
拾
う
人
の
仕
事
が
増
え
る
の
だ
か
ら
ゴ
ミ
を
ど
ん
ど
ん
捨
て
よ
う
」
と
か
「
老
人
を
キ
タ
え
る
た

ｊ

め
に
、
席
を
譲
る
の
は
や
め
よ
う
」
ぐ
ら
い
の
こ
と
は
書
か
な
い
と
ダ
メ
だ
と
言
う
の
だ
。 

ま
っ
た
く
そ
の
通
り
だ
。
も
と
も
と
新
聞
は
「
ふ
つ
う
」
の
人
に
向
け
て
作
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
当
然
と
言
え
ば
当
然
で
、「
ふ
つ
う
」
で
い
い
の
だ
が
、
評
論
で
プ
ロ
に
な
る
た
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め
に
は
「
ふ
つ
う
」
で
は
ダ
メ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
「
ふ
つ
う
」
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　
　

Ｂ　
　

、
評
論
と
は
「
ふ
つ
う
」
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
る

人
が
「
ふ
つ
う
」
で
な
い
こ
と
を
書
い
た
文
章
な
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
鷲
田
清
一
の
文
章
は
み
ご
と
な
評
論
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
ふ
つ
う
」
の
読
者
の
振
り
を
し
た
ぼ
く
た

⑤

ち
も
、
み
ご
と
に
成
功
し
た
わ
け
だ
。 

⑥
問
題
は
、
こ
の
「
ふ
つ
う
」
が
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
昔
の
「
ふ
つ
う
」
は
い
ま
の
「
ふ
つ
う
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
よ
く
起
き
る
。「
昔
の
常
識
は

６い
ま
の
非
常
識
」
と
い
う
わ
け
だ
。
だ
か
ら
、
小
説
よ
り
も
評
論
の
方
が
早
く
古
く
な
る
。
あ
る
い
は
、
古
さ
が
目
立
っ
て
し
ま
う
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。 

（
石
原
千
秋
『
未
来
形
の
読
書
術
』
に
よ
る
。
出
題
の
都
合
上
、
一
部
改
変
し
た
。
） 

 

注　

鷲
田
清
一
…
哲
学
者
。 

　
　

二
項
対
立
…
二
つ
の
概
念
が
互
い
に
矛
盾
し
た
り
、
対
立
し
た
り
す
る
状
態
。 

 

問
一　

傍
線
部
ａ
〜
ｊ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。 

 

問
二　

傍
線
部
①
「
は
じ
め
か
ら
評
論
を
書
け
ば
よ
か
っ
た
の
だ
」
と
あ
る
が
、
筆
者
が
「
自
作
解
説
を
す
る
人
」
を
そ
の
よ
う
に
批
判
す
る
の
は
「
小
説
」
と
「
評
論
」
と
で
何
が

違
う
と
考
え
て
い
る
か
ら
か
。
七
十
字
程
度
で
答
え
な
さ
い
。 

 

問
三　

空
欄　
　

Ａ　
　

・　
　

Ｂ　
　

に
当
て
は
ま
る
語
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。　
　

 

①　

つ
ま
り　
　
　
　

②　

け
れ
ど
も　
　
　
　

③　

た
だ
し　
　
　
　

④　

で
は　
　
　
　

⑤　

た
と
え
ば 

 

問
四　

傍
線
部
②
「
ぼ
く
た
ち
は
教
養
を
身
に
つ
け
る
」
と
あ
る
が
、「
教
養
を
身
に
つ
け
る
」
の
は
「
ぼ
く
た
ち
」
に
何
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
の
か
。
そ
れ
を
示
し
た
言

葉
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 

問
五　

傍
線
部
Ａ
「
身
も
蓋
も
な
い
」
の
意
味
を
、
端
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 
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問
六　

傍
線
部
③
「
「
お
ば
か
さ
ん
」
を
演
じ
る
の
が
、
評
論
を
読
む
コ
ツ
な
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
「
評
論
を
読
む
コ
ツ
」
に
つ
い
て
、
別
の
言
葉
で
明
確
に
言
い
表
し
た
十
二
字

の
言
葉
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 

問
七　

傍
線
部
④
「
鷲
田
清
一
の
勝
ち
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
「
勝
ち
」
だ
と
言
え
る
の
は
な
ぜ
か
。
九
十
字
程
度
で
説
明
し
な
さ
い
（
句
読
点
な
ど
も
一
字
と
数
え
る
）
。 

 

問
八　

傍
線
部
⑤
「
そ
し
て
、「
ふ
つ
う
」
の
読
者
の
振
り
を
し
た
ぼ
く
た
ち
も
、
み
ご
と
に
成
功
し
た
わ
け
だ
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
に
「
成
功
し
た
」
と
い
う
の
か
。
五
十
字
程

度
で
説
明
し
な
さ
い
。 

 

問
九　

傍
線
部
⑥
「
問
題
は
、
こ
の
「
ふ
つ
う
」
が
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
あ
る
が
、
「
「
ふ
つ
う
」
が
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
く
る
」
と
い
う
問
題
に

つ
い
て
、
看
護
の
現
場
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
と
考
え
る
か
。
あ
な
た
自
身
の
看
護
や
介
助
、
介
護
、
入
院
等
の
経
験
や
知
識
に
基
づ
い
た
具
体
例
を
示

し
な
が
ら
、
二
百
字
程
度
で
あ
な
た
の
考
え
を
述
べ
な
さ
い
（
句
読
点
な
ど
も
一
字
と
数
え
る
）
。 


