
平
成
三
十
年
度 

入
学
試
験
（
平
成
30
年
3
月
3
日
） 

「
国
語
総
合
」 

戸
田
中
央
看
護
専
門
学
校 

一
、
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。 

  

わ
れ
わ
れ
は
平
生
、
「
時
が
た
つ
」
そ
の
仕
方
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ

れ
わ
れ
の
日
常
の
経
験
で
は
、
ひ
と
を
待
つ
と
き
の
時
間
は
長
く
感
じ
ら
れ
、
何
か
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
と
き
の
時
間

は
短
く
感
じ
ら
れ
る
。
時
間
の
流
れ
方
は
、
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
幼
児
な
ら
と
も
か
く
、
多

く
の
成
人
は
、
そ
う
し
た
時
間
の
流
れ
方
の
違
い
は
い
わ
ば 

 

ア 
 

的
な
感
じ
方
の
違
い
で
あ
っ
て
、
本
当
の 

 

イ 
 

的
時
間
は
、
主
観
の
そ
の
と
き
ど
き
の
状
況
と
は
関
わ
り
な
く
、
刻
々
均
一
に
経
過
し
つ
つ
あ
り
、
そ
の
均
一
さ

は
、
時
代
や
場
所
の
違
い
を
超
え
た 

 

ウ 
 

的
な
も
の
だ
、
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
私
が
何
か
に

夢
中
に
な
っ
て
、
時
間
を
短
く
感
じ
て
い
る
そ
の
間
に
、
「
標
準
時
」
に
合
わ
せ
た
時
計
が
刻
々
と
時
を
刻
み
、
そ
れ
を

他
の
人
が
見
て
（
あ
）

タ
イ
ク
ツ
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
ど
ん
な
自
然
科
学
者
や
歴
史
学
者

も
、
仮
に
時
代
の
違
い
に
よ
る
地
球
の
回
転
速
度
の
変
化
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、
時
間
の
経
過
そ
れ
自

体
が
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
速
さ
を
変
え
る
と
い
っ
た
言
い
方
は
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の 

 

エ 
 

的
な
捉

え
方
か
ら
す
れ
ば
、
時
間
は
や
は
り
、
天
上
か
地
上
か
の
違
い
に
は
無
関
係
に
、
永
遠
の
昔
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
全
く

同
一
の
速
さ
で
流
れ
来
り
、
永
遠
の
未
来
に
向
っ
て
流
れ
続
け
て
い
く
全
宇
宙
的
な
普
遍
の
流
れ
な
の
で
あ
る
。 

 

【 
Ⅰ
 

】
、
そ
う
し
た
時
間
の
流
れ
が
不
可
逆
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
の
常
識
に
属
す
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
【 

Ⅱ
 

】
、
時
間
の
流
れ
に
は
、
現
在
の
瞬
間
が
過
去
に
消
失
し
、
さ
っ
き
ま
で
未
来
で
あ
っ
た
瞬
間
が
現
在

に
な
る
と
い
う
一
定
の
方
向
が
あ
り
、
そ
の
方
向
を
逆
転
し
て
、
過
去
を
現
在
に
た
ぐ
り
寄
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
に

で
き
な
い
、
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
（
注
１
）

ニ
ュ
ー
ト
ン
が
言
っ
た
よ
う
に
、
常
識
的

時
間
の
各
部
分
の
順
序
も
不
変
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
【 

Ⅲ
 

】
、
実
を
言
え
ば
、
こ
の
不
可
逆
性
に
当
面
し
て
初

め
て
、
わ
れ
わ
れ
は
時
間
の
存
在
を
痛
切
に
意
識
し
、
そ
し
て
時
に
は
、
時
間
の
問
題
を
人
間
論
の
最
も
重
要
な
一
章
に

付
け
加
え
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
【 

Ⅳ
 

】
、
一
切
が
同
時
的
に
存
在
す
る
無
限
な
空
間
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

部
分
が
相
互
に
交
換
可
能
で
あ
る
の
に
（
い
）

タ
イ
ヒ
す
る
と
、
時
間
の
存
在
理
由
は
お
そ
ら
く
そ
の
不
可
逆
性
と
い
う
点

に
こ
そ
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
一
方
、
人
生
の
重
大
事
も
多
く
は
〈
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
が
ら
〉
に
成
り
立
つ

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
は
同
時
に
時
間
的
な
問
題
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
注
２
）

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
も
、

「
死
」
は
必
ず
し
も
生
理
学
的
死
亡
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
実
存
の
存
在
可
能
性
と
し
て
の
「
終
末
」

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
も
し
そ
の
終
末
が
可
逆
的
な
も
の
で
、
い
つ
で
も
元
に
戻
し
う
る
も
の
だ
と
し
た
ら
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
も
、
あ
れ
ほ
ど
死
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
死
を
「
現
存
在

が
絶
対
に
不
可
能
に
な
る
こ
と
の
可
能
性
」
と
し
て
、
そ
れ
を
「
最
も
極
限
的
な
可
能
性
」
と
呼
ぶ
と
き
、
彼
も
時
間
の

不
可
逆
性
を
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
ま
た
、
時
間
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
の
運
動
や
生
成
・
消
滅
な
ど
、
一
般
に
変
化
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
原

理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
時
間
が
あ
る
か
ら
変
化
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
変
化
が
あ
る
か
ら
時
間
が
あ

る
の
か
と
尋
ね
ら
れ
た
と
き
、
誰
も
が
（
う
）

ソ
ク
ト
ウ
を
用
意
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
（
注
３
）

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。
「
時
間
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
（
え
）

イ
ッ
キ
ョ
に
与
え
ら
れ
て
し
ま

う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
。
時
間
は
遅
ら
せ
る
も
の
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
遅
れ
で
あ
る
」（
『
思
考
と
動
く
も
の
』
）
。

こ
れ
は
、
時
間
に
積
極
的
な
働
き
を
認
め
た
言
葉
の
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
が
、
実
は
、
あ
ら
ゆ
る
変
化
に
は
時
の
経
過

が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
た
だ
そ
の
よ
う
に
言
い
か
え
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
時
間
は
物
で
は
な



い
か
ら
、
時
間
が
物
の
よ
う
な
形
で
他
の
物
に
働
き
か
け
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ

れ
は
時
間
を
介
さ
ず
に
変
化
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
事
実
で
あ
る
。
変
化
と
は
、
或
る
物
に
つ
い

て
、
或
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
別
の
こ
と
が
現
れ
た
り
、
そ
の
物
自
身
が
消
滅
し
て
、
そ
こ
に
別
の
物
が
現
わ
れ
る
こ
と

で
あ
る
が
、
な
く
な
っ
た
事
物
に
関
し
て
わ
れ
わ
れ
は
過
去
の
時
を
語
り
、
現
れ
よ
う
と
し
て
い
る
事
物
に
関
し
て
未
来

の
時
を
語
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
見
完
全
に
静
止
し
つ
づ
け
る
も
の
で
さ
え
、
時
間
の
一
種
の
浸
蝕
作
用
に
よ
っ

て
、
し
だ
い
に
古
び
て
い
か
ざ
る
を
え
ず
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
（

A
）

こ
の
世
の
す
べ
て
は
「
無
常
」
で
あ
る
。
と

い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
、
時
間
は
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
継
起
を
支
配
す
る
絶
対
的
な
器
だ
と
い
う
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

   
 

（
注
１
）

ニ
ュ
ー
ト
ン
―
―
一
六
四
二
～
一
七
二
七
。
イ
ギ
リ
ス
の
物
理
学
者
。
万
有
引
力
の
法
則
を
発
見
し
た
。 

 
 

（
注
２
）

ハ
イ
デ
ガ
ー
―
―
一
八
八
九
～
一
九
七
六
。
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
。
主
著
『
存
在
と
時
間
』 

 
 

 
 

（
注
３
）

ベ
ル
ク
ソ
ン
―
―
一
八
五
九
～
一
九
四
一
。
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
。
主
著
『
物
質
と
記
憶
』
『
創
造
的
進
化
』 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
滝
浦
静
雄
『
時
間
―
そ
の
哲
学
的
考
察
―
』
岩
波
新
書
、
一
九
七
六
、
に
よ
る
） 

                       



問
一
、 

傍
線
部
（
あ
）
～
（
え
）
の
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
と
同
じ
漢
字
を
使
う
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
１
～
４
か
ら
選
び
な
さ

い
。 

 
 
 

 
 

 
 

【
あ
…
解
答
番
号
１
、
い
…
解
答
番
号
２
、
う
…
解
答
番
号
３
、
え
…
解
答
番
号
４
】 

 
（
あ
） 

タ
イ
ク
ツ 

 
 

１
、
反
タ
イ 

 
 

２
、
軍
タ
イ 

 
 

３
、
引
タ
イ 

 
 

４
、
忍
タ
イ 

（
い
） 
タ
イ
ヒ 

 
 
 

１
、
ヒ
害 

 
 
 

２
、
ヒ
較 

 
 
 

３
、
ヒ
難 

 
 
 

４
、
ヒ
密 

（
う
） 
ソ
ク
ト
ウ 

 
 

１
、
ソ
ク
時 

 
 

２
、
規
ソ
ク 

 
 

３
、
ソ
ク
定 

 
 

４
、
催
ソ
ク 

（
え
） 

イ
ッ
キ
ョ 

 
 

１
、
キ
ョ
可 

 
 

２
、
根
キ
ョ 

 
 

３
、
キ
ョ
絶 

 
 

４
、
快
キ
ョ 

 

問
二
、 

空
欄 

 

ア 
 

～ 
 

エ 
 

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
常
識
」
、
「
絶
対
」
、
「
主
観
」
、
「
客
観
」
の
い
ず
れ

か
の
語
が
入
る
。
そ
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
も
っ
と
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
～
４
か
ら
選
び
な
さ
い
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
解
答
番
号
５
】 

１
、 

ア
…
主
観 

イ
…
絶
対 

ウ
…
客
観 

 
 

エ
…
常
識 

 
 

２
、 

ア
…
絶
対 

イ
…
常
識 
ウ
…
主
観 

 
 

エ
…
客
観 

 
 

３
、 

ア
…
常
識 

イ
…
絶
対 

ウ
…
客
観 

 
 

エ
…
主
観 

 
 

４
、 

ア
…
主
観 

イ
…
客
観 

ウ
…
絶
対 

 
 

エ
…
常
識 

 

問
三
、 

【 
Ⅰ
 

】
～
【 

Ⅳ
 

】
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
接
続
詞
が
入
る
。
そ
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
も
っ
と
も
適
当
な
も

の
を
、
次
の
１
～
４
か
ら
選
び
な
さ
い
。 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
解
答
番
号
６
】

 
 １

、 
Ⅰ

…
な
ぜ
な
ら 

Ⅱ

…
一
方 

Ⅲ

…
つ
ま
り 

 
Ⅳ

…
あ
る
い
は 

２
、 

Ⅰ

…
し
か
し 

Ⅱ

…
あ
る
い
は 

Ⅲ

…
ち
な
み
に 

Ⅳ

…
一
方 

３
、 

Ⅰ

…
し
か
も 

Ⅱ

…
つ
ま
り 

Ⅲ

…
そ
し
て 

 
Ⅳ

…
と
い
う
の
も 

４
、 

Ⅰ

…
つ
ま
り 

Ⅱ

…
な
ぜ
な
ら 

Ⅲ

…
一
方 

 
 
Ⅳ

…
し
か
し 

問
四
、 

傍
線
部
（
A
）
「
こ
の
世
の
す
べ
て
は
『
無
常
』
で
あ
る
。
」
と
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
文
脈
に
即
し
て
説
明
し

た
も
の
と
し
て
も
っ
と
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
～
４
か
ら
選
び
な
さ
い
。 

 
 

 
  
  

 

【
解
答
番
号
７
】 

 

１
、 

時
間
は
一
般
的
に
変
化
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
原
理
で
あ
り
、
一
種
の
浸
蝕
作
用
が
あ
る
か
ら
、
万
物
は
す

 
 

べ
て
永
遠
の
生
命
を
保
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
や
が
て
は
滅
ん
で
い
き
、
ま
た
新
た
な
生
命
と
し
て
蘇
っ
て
く

 
 

る
。 

２
、 

時
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
の
運
動
や
変
化
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
原
理
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
に
逆
に
運

 
 

動
や
変
化
を
考
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
は
必
然
的
に
時
間
の
存
在
に
束
縛
さ
れ
た
は
か
な
い

 
 

存
在
だ
。 

３
、 

時
間
は
変
化
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
原
理
で
あ
り
万
物
の
盛
衰
の
根
源
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人

 
 

間
も
そ
の
枠
の
中
か
ら
の
が
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
い
つ
か
は
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
滅
ん
で
い
く
存
在

 
 

だ
。 

４
、 

時
間
は
、
変
化
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
語
れ
ぬ
問
題
で
あ
り
、
す
べ
て
の
事
物
の
継
起
も
支
配
す
る

 
 

根
本
原
理
で
あ
る
か
ら
、
恒
久
不
変
の
存
在
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
地
上
に
は
あ
り
え
な
い
も
の
だ
。 

  



問
五
、 

本
文
で
、
筆
者
は
論
述
上
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
説
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
か
。

そ
の
説
明
と
し
て
も
っ
と
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
～
４
か
ら
選
び
な
さ
い
。 

 
 

 
 
 

【
解
答
番
号
８
】 

 
１
、
筆
者
は
は
そ
れ
ら
の
説
に
考
察
を
加
え
な
が
ら
自
説
を
展
開
し
て
い
る
。 

２
、
筆
者
は
そ
れ
ら
の
説
の
背
景
に
あ
る
考
え
方
に
修
正
を
加
え
て
い
る
。 

３
、
筆
者
は
そ
れ
ら
の
説
を
検
討
し
て
不
十
分
な
と
こ
ろ
を
補
強
し
て
い
る
。 

４
、
筆
者
は
そ
れ
ら
の
説
を
解
説
し
な
が
ら
自
説
を
権
威
づ
け
て
い
る
。 

 

問
六
、 

次
の
文
章
の
う
ち
本
文
の
趣
旨
に
合
う
も
の
は
ど
れ
か
。
も
っ
と
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
～
４
か
ら
選
び
な

さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
解
答
番
号
９
】 

 

１
、 

ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
時
間
の
各
部
分
の
秩
序
は
不
変
で
あ
る
と
説
い
た
。
そ
の
後
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
も
の
に

 
 

本
質
的
な
変
化
を
も
た
ら
す
作
用
が
時
間
に
は
あ
る
と
説
き
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
人
間
の
実
存
を
考
え
る
際

 
 

に
は
ど
う
し
て
も
抜
き
に
は
で
き
な
い
前
提
が
時
間
で
あ
る
と
説
い
て
、
三
者
三
様
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
を

 
 

う
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。 

２
、 

人
間
に
と
っ
て
時
間
は
普
遍
的
か
つ
不
可
逆
な
永
遠
の
流
れ
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ

 
 

う
な
解
釈
が
生
ま
れ
た
の
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
説
が
成
立
し
た
後
で
あ
る
。
そ
の
後
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
も
の
に

 
 

変
化
を
も
た
ら
す
原
理
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
人
間
の
実
存
の
根
源
を
な
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ

 
 

ぞ
れ
の
時
間
の
意
義
を
主
張
し
た
。 

３
、 

時
間
は
明
ら
か
に
一
方
向
に
流
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

 
 

そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
に
つ
い
て
の
解
釈
を
調
べ
て
み
て
も
、
直
線
的
か
つ
不
可
逆
な
永
遠
の
流
れ
で
あ
る
と

 
 

し
て
い
る
こ
と
は
共
通
で
あ
り
、
三
者
三
様
の
解
釈
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
説
を

 
 

土
台
と
し
て
い
る
。 

４
、 

時
間
は
わ
れ
わ
れ
人
間
に
と
っ
て
永
遠
に
し
て
普
遍
的
な
流
れ
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ニ
ュ
ー

 
 

ト
ン
も
説
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
常
識
の
根
底
も
形
成
し
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
時
間
を
変
化

 
 

と
呼
ば
れ
る
も
の
の
原
理
で
あ
る
と
説
き
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
時
間
の
不
可
逆
性
を
暗
黙
の
う
ち
に
認
め
て

 
 

間
の
実
存
を
考
え
た
の
で
あ
る
。 

            



二
、
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
対
す
る
答
え
と
し
て
も
っ
と
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
～
４
か
ら
選
び
な
さ 

 
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
解
答
番
号
10
】 

 
 

音
楽
や
美
術
、
彫
刻
な
ど
の
芸
術

ア

ー

ト

は
、
聴
く
人
、
観み

る
人
の
批
評
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
る
。
悪
い
演
奏
を
し
た
ら
、

 

良
く
な
い
作
品
を
出
品
し
た
ら
、
そ
の
芸
術
家
は
次
に
表
舞
台
に
出
る
機
会
を
失
う
。
と
こ
ろ
が
、
医
師
や
看
護
師
が

 

行
う
医
療
の
実
践

ア

ー

ト

を
評
価
で
き
る
患
者
は
作
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
一
般
の
人
に
知
識
を
与
え
ず
、
医
療
に
つ
い
て
評

 

価
で
き
る
患
者
が
い
な
い
。
だ
か
ら
医
療
の
ア
ー
ト
が
発
展
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
患
者
に
と
っ
て
は
も
と
よ
り
、

 

医
療
者
に
と
っ
て
も
不
幸
な
こ
と
で
は
な
い
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
日
野
原
重
明
『
い
の
ち
の
言
葉
』
春
秋
社
、
二
〇
一
三
、
に
よ
る
） 

  

問 
 

筆
者
が
こ
こ
で
も
っ
と
も
言
い
た
い
こ
と
は
何
か
。 

 
 
 

１
、
き
ち
ん
と
し
た
医
療
の
実
践
が
で
き
な
い
医
療
者
は
表
舞
台
か
ら
去
る
べ
き
だ
。 

 
 
 

２
、
医
療
者
を
不
幸
に
し
な
い
た
め
に
、
一
般
の
人
に
知
識
を
与
え
な
か
っ
た
。 

 
 
 

３
、
医
療
も
芸
術
と
同
様
に
、
医
療
の
良
し
悪
し
を
評
価
で
き
る
患
者
が
必
要
で
あ
る
。 

 
 
 

４
、
悪
い
演
奏
や
良
く
な
い
芸
術
作
品
は
、
病
院
に
お
け
る
医
療
事
故
と
同
じ
で
あ
る
。 

 

三
、
11
～
15
に
つ
い
て
、
正
し
い
読
み
を
１
～
４
か
ら
選
び
な
さ
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
解
答
番
号
11
～
15
】 

 
 

 

11 

攪
乱 

 

１
、
さ
く
ら
ん 

 
 

２
、
か
く
ら
ん 

 
 

３
、
こ
ん
ら
ん 

 
 

４
、
は
ん
ら
ん 

 

12 

悠
久 

 

１
、
は
ん
き
ゅ
う 

 

２
、
し
ん
き
ゅ
う 

 

３
、
こ
う
き
ゅ
う 

 

４
、
ゆ
う
き
ゅ
う 

 

13 

閑
散 

 

１
、
し
ん
さ
ん 

 
 

２
、
か
ん
さ
ん 

 
 

３
、
も
く
さ
ん 

 
 

４
、
こ
う
さ
ん 

 

14 

教
諭 

 

１
、
き
ょ
う
じ
ゅ 

 

２
、
き
ょ
う
ろ
ん 

 

３
、
き
ょ
う
ゆ 
 
 

４
、
き
ょ
う
そ
く 

 

15 

静
観 

 

１
、
せ
い
か
ん 

 
 

２
、
せ
い
が
ん 

 
 

３
、
じ
ょ
う
か
ん 

 

４
、
じ
ょ
う
が
ん 

 

四
、
傍
線
の
こ
と
ば
に
も
っ
と
も
意
味
が
近
い
も
の
を
１
～
４
か
ら
選
び
な
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

【
解
答
番
号
16
】 

 
 

 

 
 

・
田
中
さ
ん
は
単
な
る
友
人
で
す
。 

 
 

１
、
大
切
な 

２
、
一
生
の 

３
、
た
だ
の 

４
、
唯
一
の 

 

五
、
傍
線
の
こ
と
ば
の
使
い
方
と
し
て
も
っ
と
も
良
い
も
の
を
１
～
４
か
ら
選
び
な
さ
い
。 

 
 
 
 

【
解
答
番
号
17
】 

  
 
 

１
、
弱
い
立
場
の
人
を
い
た
わ
る
の
は
大
切
な
こ
と
で
す
。 

 
 
 

２
、
山
田
さ
ん
は
こ
れ
ま
で
の
努
力
を
い
た
わ
っ
て
く
れ
ま
し
た
。 

 
 

 

３
、
母
は
孫
が
遊
び
に
来
た
ら
、
い
つ
も
い
た
わ
っ
て
い
ま
し
た
。 

 
 

 

４
、
政
治
家
は
国
民
の
生
活
を
い
た
わ
る
べ
き
で
す
。 

 

六
、
傍
線
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
（ 

 
 

）
に
入
る
対
照
的
な
意
味
の
語
を
１
～
４
か
ら
選
び
な
さ
い
。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
解
答
番
号
18
】 

 
 

・
職
場
で
は
い
つ
も
寡
黙

か

も

く

な
彼
が
、
飲
み
会
と
な
る
と
途
端
に
（ 

 
 
 

）
に
な
る
か
ら
不
思
議
だ
。 

 
 

 

１
、
喧
伝

け
ん
で
ん 

 
 

２
、
世
辞 

 
 

３
、
饒
舌

じ
ょ
う
ぜ
つ 

 
 

４
、
雄
弁 


