
 

 

 平成31年度 第１回 

 

桐蔭学園 中等教育学校 学力検査問題 
 

国 語 
平成31年2月1日 施行 

 

 

注意事項 
  

１．試験開始の合図
あ い ず

があるまで、この冊子
さ っ し

の中を見てはいけません。 

 

 ２．机の上には、えんぴつ・シャープペンシル・消しゴム・受験票・座席券・時計以

外のものを置いてはいけません。受験生どうしの貸
か

し借
か

りもできません。また、机

の中には何も入れてはいけません。 

 

 ３．けいたい電話は、必ず電源を切って、かばんの中に入れておいてください。 

 

４．問題冊子
さ っ し

の印刷
いんさつ

が見えづらかったり、ページが不足したりしている場合、また、

えんぴつなどを落としたり、体の調子が悪くなったりした時は、だまって手をあげ

てください。 

 

 ５．問題冊子
さ っ し

のあいているところは自由に利用してかまいませんが、どのページも切

りはなしてはいけません。 

 

 ６．記述問題において、小学校で習わない漢字はひらがなで書いてもかまいません。 

 

 ７．問題は１９ページまであります。 

 

 ８．問題冊子
さ っ し

は持ち帰ってください。 
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一 

次
の
①
～
⑩
の
文
中
の

―
線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。 

  

① 
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ホ
キ
ュ
ウ
し
て
明
日
の
運
動
会
に
そ
な
え
る
。 

 

② 

先
生
か
ら
の
手
紙
を
ハ
イ
ケ
ン
す
る
。 

 

③ 

洞
窟

ど
う
く
つ

の
内
部
を
タ
ン
ケ
ン
す
る
。 

 

④ 

舞ぶ

台た
い

ソ
ウ
チ
を
念
入
り
に
確
認
し
て
本
番
に
臨の

ぞ

む
。 

 

⑤ 

合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
で
シ
キ
を
担
当
す
る
。 

 

⑥ 

キ
ン
ベ
ン
な
性
格
で
周
囲
か
ら
信
頼

し
ん
ら
い

さ
れ
て
い
る
。 

 

⑦ 

友
達
か
ら
出
た
意
見
に
イ
ギ
を
と
な
え
る
。 

 

⑧ 

ホ
ウ
フ
な
知
識
を
武
器
に
し
て
相
手
と
た
た
か
う
。 

 

⑨ 

有
名
な
絵
画
の
フ
ク
セ
イ
を
手
に
入
れ
る
。 

 

⑩ 

両
親
か
ら
の
テ
イ
ア
ン
を
受
け
入
れ
る
。 
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二 

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

 
僕ぼ

く

は
新
聞
に
寄き

稿こ
う

す
る
と
き
に
、
頻ひ

ん

繁ぱ
ん

に
ト
ラ
ブ
ル
を
経
験
し
ま
す
。
僕
の
使
う
言
葉
が
「
む
ず
か
し
す
ぎ
る
」
と
い
う
の
で
す
。
漢
字
が
多
い

し
、
外
国
語
も
多
い
か
ら
。
「
わ
か
ら
な
い
単
語
が
あ
っ
た
ら
辞
書
を
引
く
」
と
い
う
習
慣
を
あ
な
た
が
た
は
自
社
の
新
聞
の
読
者
に
求
め
な
い
の

で
す
か
、
と
僕
は
（
注
１
）

憤ふ
ん

然ぜ
ん

と
し
て
反
論
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
読
者
の
中
で
い
ち
ば
ん
（
注
２
）

リ
テ
ラ
シ
ー
が
低
い
読
者
を
基
準
に
紙
面
を
作

る
な
ら
、
い
っ
そ
全
部
ひ
ら
が
な
に
し
た
ら
ど
う
で
す
か
。 

 
 

メ
デ
ィ
ア
の
言
語
使
用
で
僕
が
い
ち
ば
ん
嫌き

ら

い
な
の
は
、「
漢
字
と
ひ
ら
が
な
」
を
交
ぜ
て
書
く
や
つ
で
す
。
熟
語
の
一
方
が
当
用
漢
字
に
な
い

も
の
だ
と
ひ
ら
が
な
に
し
て
し
ま
う
。「
破は

綻た
ん

」
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
「
破
た
ん
」
と
書
い
た
り
す
る
。
こ
れ
は
ひ
ど
い
と
思
う
。
前
に
ゼ
ミ
の

学
生
で
こ
れ
を
「
や
ぶ
た
ん
」
と
か
読
ん
だ
人
が
い
ま
し
た
。 

表
現
（
注
３
）

自じ

粛
し
ゅ
く

も
ひ
ど
い
で
す
ね
。
「
障
害
」
を
「
障
が
い
」
と
書
く
の
も
最
近
の
流
行
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
「
害
」
に
否
定
的
な
含が

ん

意い

が

あ
る
か
ら
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
で
も
「
障
」
だ
っ
て
原
義
は
「
さ
ま
た
げ
、
さ
し
つ
か
え
、
病
」
で
す
。
だ
っ
た
ら
い
っ
そ
「
し
ょ
う
が
い
」
に

す
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
も
と
の
漢
字
に
戻も

ど

さ
な
い
と
意
味
不
明
の
言
葉
な
ん
だ
か
ら
、
表
記
だ
け
つ
く
ろ
っ
て
も
始
ま

ら
な
い
。 

 
 

前
に
「
Ａ
は
な
も
ひ
っ
か
け
な
い
」
と
書
い
た
ら
、
編
集
者
か
ら
「
身
体
に
つ
い
て
の
差
別
的
な
表
現
は
や
め
て
ほ
し
い
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
人
は
「
洟は

な

」
と
い
う
言
葉
を
知
ら
ず
、
「
鼻
が
低
す
ぎ
て
、
も
の
（
め
が
ね
と
か
）
が
掛か

け
ら
れ
な
い
」
と
い
う
意
味
だ
と
思
っ

て
い
た
ら
し
い
。「
手
短
に
」
と
書
い
た
ら
、
編
集
者
か
ら
「
障
害
者
差
別
は
し
な
い
で
ほ
し
い
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 
 

そ
の
よ
う
な
判
断
基
準
で
使
用
禁
止
に
し
て
よ
い
な
ら
「
短
見
」
も
「
長
足
の
進
歩
」
も
「
炯け

い

眼が
ん

」
も
「
健け

ん

啖た
ん

」
も
ぜ
ん
ぶ
「
健
常
者
を
標
準
と

し
て
い
て
、
差
別
的
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
語
を
貧
し
く
す
る
こ
と
で
彼か

れ

ら
は
い
っ
た
い
何
を
実
現
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
か
。
僕
に
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
ぶ
ん
「
政
治
的
に
正
し
い
世
界
の
実
現
」
を
目
指
し
て
い
る
つ
も
り
な
の
で
し
ょ
う
が
、
①
無
意
識

的
に
は
言
語
を
貧
し
く
す
る
こ
と
し
か
し
て
い
な
い
。
実
に
多
く
の
人
々
が
、
作
家
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
教
師
た
ち
ま
で
が
、
自
分
た
ち
が
使
え
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る
言
語
が
よ
り
貧
し
く
、
よ
り
制
約
が
多
く
な
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。 

 
外
国
語
が
で
き
な
い
と
い
う
の
も
、
僕
は
②
同
じ
傾け

い

向こ
う

の
別
の
現
れ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
君
た
ち
の
世
代
は
外
国
語
が
で
き
ま
せ
ん
。
英
語
が

壊か
い

滅め
つ

的
に
で
き
な
い
。
壊
滅
的
に
で
き
な
い
と
い
う
の
は
学
力
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
言
葉
と
は
何
か
」
と
い
う
根
本
の
考
え
方
が
間ま

違ち
が

っ

て
い
る
か
ら
で
す
。 

 

英
語
を
学
ぶ
と
き
、
君
た
ち
を
英
語
学
習
に
動
機
づ
け
よ
う
と
す
る
と
、「
英
語
が
で
き
る
と
一
〇
億
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
き
ま
す
よ
」

と
い
う
方
向
に
行
っ
て
し
ま
う
。
で
も
、「
自
分
が
言
い
た
い
こ
と
」
を
外
国
語
で
言
い
ま
し
ょ
う
と
い
う
動
機
づ
け
で
は
ほ
ん
と
う
は
外
国
語
は

学
べ
な
い
ん
で
す
。
方
向
が
逆
だ
か
ら
で
す
。 

 

外
国
語
の
学
習
と
い
う
の
は
、
本
来
、
自
分
の
種
族
に
は
理
解
で
き
な
い
（
注
４
）

概が
い

念ね
ん

や
、
存
在
し
な
い
感
情
、
知
ら
な
い
世
界
の
見
方
を
、
他

の
言
語
集
団
か
ら
学
ぶ
こ
と
な
ん
で
す
。 

 

「
オ
レ
に
は
ぜ
ひ
言
い
た
い
こ
と
が
あ
る
。
で
も
英
語
が
で
き
な
い
と
、
自
分
の
気
持
ち
が
伝
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
英
語
を
勉
強
す
る
」
と
い
う

人
は
自
分
の
身
体
実
感
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
英
語
は
使
え
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
か
ら
先
に
は
行
け
な
い
。
本
来
、
外
国

語
と
い
う
の
は
、
自
己
表
現
の
た
め
に
学
ぶ
も
の
で
は
な
い
ん
で
す
。
自
己
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
学
ぶ
も
の
な
ん
で
す
。
自
分
を
外
部
に
押お

し
つ

け
る
た
め
で
は
な
く
、
外
部
を
自
分
の
う
ち
に
取
り
込こ

む
た
め
に
学
ぶ
も
の
な
ん
で
す
。 

 

理
解
で
き
な
い
言
葉
、
自
分
の
身
体
の
な
か
に
対
応
物
が
な
い
よ
う
な
概
念
や
感
情
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
が
外
国
語
を
学
ぶ
こ
と
の
最
良

の
意
義
だ
と
僕
は
思
い
ま
す
。
浴
び
る
よ
う
に
「
異
語
」
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
、
あ
る
と
き
（
注
５
）

母
語
の
（
注
６
）

語ご

彙い

に
な
く
、
そ
の
外
国

語
に
し
か
存
在
し
な
い
語
に
自
分
の
身
体
が
同
期
す
る
瞬

し
ゅ
ん

間か
ん

が
訪
れ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
、
足
元
が
崩く

ず

れ
る
よ
う
な
経
験
で
す
。
自
分
が

生
ま
れ
て
か
ら
ず
っ
と
そ
こ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
「
種
族
の
思
想
」
の
檻お

り

の
壁か

べ

に
亀き

裂れ
つ

が
入
っ
て
、
そ
こ
か
ら
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
感か

ん

触
し
ょ
く

の

「
風
」
が
吹ふ

き
込
ん
で
く
る
。
そ
う
い
う
③
生
成
的
な
経
験
な
ん
で
す
。
外
国
語
の
習
得
と
い
う
の
は
、
そ
の
「
一い

ち

陣じ
ん

の
涼

り
ょ
う

風ふ
う

」
を
経
験
す
る
た
め

の
も
の
だ
と
僕
は
思
い
ま
す
。
「
英
語
が
で
き
る
と
就
職
に
有
利
」
と
い
っ
た
「
手
持
ち
」
の
理
由
で
外
国
語
を
学
ぶ
人
た
ち
は
、
ど
れ
ほ
ど
語
彙

が
増
え
て
も
、
発
音
が
良
く
な
っ
て
も
自
分
の
檻
か
ら
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 



‐4‐ 

文
科
省
が
「
英
語
が
使
え
る
日
本
人
育
成
の
た
め
の
行
動
計
画
」
を
示
し
た
の
が
二
〇
〇
三
年
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
後
も
日
本
の
子
供
た

ち
の
英
語
力
の
低
下
に
は
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
。
④
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
急
坂
を
転
げ
落
ち
る
よ
う
に
劣れ

っ

化か

し
て
い
る
。
僕
は
当
然

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
「
行
動
計
画
」
の
前
文
に
書
い
て
あ
る
の
は
、
要
す
る
に
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
し
て
い
て
、
国
際
的
な
経
済
競
争
が
激

化
し
て
い
る
し
、
外
国
で
の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
や
雇こ

用よ
う

機
会
も
増
え
て
い
る
か
ら
、
こ
の
（
注
７
）

趨す
う

勢せ
い

に
（
注
８
）

キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
す
る
た
め
に
英

語
運
用
能
力
は
必ひ

っ

須す

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
す
。「
英
語
が
で
き
な
い
と
食
え
な
い
ぞ
」
と
言
っ
て
い
る
。
リ
ア
ル
な
の
か
も

し
れ
な
い
け
れ
ど
、
そ
こ
に
は
外
国
語
を
学
ぶ
「
喜
び
」
や
「
感
動
」
に
つ
い
て
語
っ
た
言
葉
が
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
自
分
を
（
注
９
）

繋け
い

縛ば
く

し
て
い
る
「
種
族
の
思
想
」
か
ら
抜ぬ

け
出
す
知
的
な
（
注
10
）

ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
の
機
会
だ
と
い
う
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
書
い
て
あ
る
の
は
、

ほ
と
ん
ど
「
金
の
話
」
だ
け
で
す
。
あ
と
少
し
だ
け
「
（
注
11
）

威い

信し
ん

」
の
話
。
英
語
が
で
き
な
い
と
金
に
な
ら
な
い
。
英
語
が
で
き
な
い
と
見
下
さ
れ

る
。
そ
れ
が
こ
の
行
動
計
画
を
ド
ラ
イ
ブ
し
て
い
る
人
の
基
本
的
な
英
語
観
で
す
。
そ
う
言
っ
て
子
ど
も
た
ち
を
脅お

ど

か
し
つ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
文
言
を
起
草
す
る
人
間
た
ち
の
脳
内
の
ど
こ
に
も
僕
は
「
地
球
的
規
模
の
課
題
の
解
決
に
向
け
て
」
用
い
ら
れ
る
べ
き
「
人
類
の
英
知
」
を
見
出

す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
「
前
文
」
を
読
ん
で
、
こ
れ
を
起
草
し
た
人
た
ち
の
持
つ
「
知
識
や
情
報
」
を
「
理
解
」
し
、
彼
ら
と
人
類
の
未
来

と
国
際
社
会
の
進
む
べ
き
道
に
つ
い
て
「
対
話
す
る
」
こ
と
を
望
む
人
た
ち
、
国
際
社
会
を
ど
れ
ほ
ど
「
広
い
視
野
」
で
眺な

が

め
回
し
て
も
見
つ
け
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
誰だ

れ

で
も
言
い
そ
う
な
言
葉
だ
け
で
す
。
傾け

い

聴
ち
ょ
う

に
値
す
る
「
知
見
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
言
葉
は

一
語
も
存
在
し
な
い
。 

 

こ
の
政
策
も
ま
た
現
代
日
本
人
の
言
葉
に
つ
い
て
の
根
本
的
な
勘か

ん

違ち
が

い
を
（
注
12
）

露ろ

呈て
い

し
て
い
る
も
の
だ
と
僕
は
思
い
ま
す
。
言
語
運
用
能
力
を

向
上
さ
せ
る
こ
と
で
、
現
在
の
自
分
の
価
値
観
や
世
界
観
を
そ
の
ま
ま
強
化
し
よ
う
と
す
る
人
は
、
お
の
れ
の
手
持
ち
の
わ
ず
か
な
語
彙
に
し
が
み

つ
く
「
（
注
13
）

オ
リ
ジ
ナ
ル
神
話
」
の
信
者
と
同
類
で
す
。
彼
ら
は
「
外
に
出
る
」
こ
と
に
は
興
味
が
な
い
。
他
者
に
興
味
が
な
い
。 

 

言
語
は
道
具
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
金
を
か
き
集
め
た
り
、
自
分
の
地
位
や
威
信
を
押
し
上
げ
た
り
、
文
化
資
本
で
身
を
飾か

ざ

っ
た
り
す
る
た
め
の
手

段
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
欲
望
の
主
体
そ
の
も
の
を
解
体
す
る
、
力
動
的
で
生
成
的
な
営
み
な
ん
で
す
。 

（
内う

ち

田だ

樹
た
つ
る

『
街
場
の
文
体
論
』
よ
り
） 
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（
注
１
）
憤ふ

ん

然ぜ
ん

＝
怒お

こ

る
さ
ま
。 

（
注
２
）
リ
テ
ラ
シ
ー
＝
読
み
書
き
の
能
力
。 

（
注
３
）
自じ

粛
し
ゅ
く

＝
自
分
で
自
分
の
行
い
を
つ
つ
し
む
こ
と
。 

（
注
４
）
概
念

が
い
ね
ん

＝
考
え
。 

（
注
５
）
母
語
＝
人
間
が
幼
少
期
に
自
然
に
習
得
し
た
言
語
。 

（
注
６
）
語
彙

ご

い

＝
あ
る
一
つ
の
言
語
で
使
わ
れ
る
単
語
の
総
体
。 

（
注
７
）
趨
勢

す
う
せ
い

＝
社
会
全
体
の
流
れ
。 

（
注
８
）
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
＝
追
い
つ
く
。 

（
注
９
）
繋
縛

け
い
ば
く

＝
つ
な
ぎ
し
ば
る
こ
と
。 

（
注
10
）
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
＝
進
歩
。 

（
注
11
）
威い

信し
ん

＝
誇ほ

こ

り
。
プ
ラ
イ
ド
。 

（
注
12
）
露ろ

呈て
い

＝
隠か

く

れ
て
い
た
も
の
を
あ
か
ら
さ
ま
に
す
る
こ
と
。 

（
注
13
）
オ
リ
ジ
ナ
ル
神
話
＝
自
分
の
知
っ
て
い
る
言
葉
だ
け
で
独
自
な
言
語
表
現
が
で
き
あ
が
る
と
思
い
込こ

ん
で
い
る
人
を
批
判
す
る
意
味
で
筆

者
が
使
っ
て
い
る
言
葉
。 
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問
１ 

―
線
部
Ａ
「
は
な
も
ひ
っ
か
け
な
い
」
の
用
法
と
し
て
正
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
ア
．
こ
の
車
は
す
ご
い
駆く

動ど
う

力
り
ょ
く

で
、
大
雪
で
も
は
な
も
ひ
っ
か
け
な
い
で
走
る
こ
と
が
で
き
た
。  

イ
．
あ
の
社
長
は
、
駆か

け
出
し
の
記
者
な
ど
は
な
も
ひ
っ
か
け
な
い
だ
ろ
う
。 

ウ
．
彼か

の

女じ
ょ

は
専
門
家
に
は
な
も
ひ
っ
か
け
な
い
ほ
ど
の
知
識
を
持
っ
て
い
る
。 

エ
．
店
員
に
こ
の
本
は
ど
こ
に
あ
る
か
た
ず
ね
た
が
は
な
も
ひ
っ
か
け
な
い
説
明
を
さ
れ
た
。 

 

問
２ 

―
線
部
①
「
無
意
識
的
に
は
言
語
を
貧
し
く
す
る
こ
と
し
か
し
て
い
な
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
「
言
語
を
貧
し
く
す
る
」
と
は
ど
う
い
う

こ
と
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  
 

ア
．
多
様
な
意
味
を
も
つ
言
語
を
整
理
し
て
い
く
中
で
、
言
葉
の
使
用
を
誤
っ
て
し
ま
う
こ
と
。 

イ
．
使
用
し
て
は
い
け
な
い
表
現
が
増
え
る
こ
と
で
、
言
い
た
い
こ
と
が
言
え
な
い
雰ふ

ん

囲い

気き

に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。 

ウ
．
漢
字
や
言
葉
の
難
し
さ
を
避さ

け
る
こ
と
で
、
活
字
を
読
も
う
と
し
な
い
人
が
増
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 

エ
．
表
現
に
制
限
を
設
け
る
こ
と
で
、
慣
用
句
な
ど
の
伝
わ
り
や
す
い
手
段
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
。 
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問
３ 

―
線
部
②
「
同
じ
傾
向

け
い
こ
う

」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
ア
．
漢
字
と
ひ
ら
が
な
を
交
ぜ
て
書
い
て
、
意
味
の
は
っ
き
り
伝
わ
る
表
現
を
使
お
う
と
す
る
傾
向
。 

イ
．
難
し
い
表
現
を
き
ら
う
、
リ
テ
ラ
シ
ー
の
低
い
読
者
を
増
や
そ
う
と
す
る
傾
向
。 

ウ
．
当
た
り
さ
わ
り
の
な
い
、
だ
れ
に
で
も
わ
か
る
表
現
を
使
お
う
と
す
る
傾
向
。 

エ
．
差
別
が
な
く
て
公
平
で
、
政
治
的
に
正
し
い
世
界
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
傾
向
。 

 

問
４ 

―
線
部
③
「
生
成
的
な
経
験
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア
．
自
分
の
常
識
に
は
な
い
外
部
の
価
値
観
を
取
り
こ
む
こ
と
で
、
今
ま
で
の
自
分
と
は
違ち

が

う
自
分
に
な
る
こ
と
。 

イ
．
自
分
の
常
識
を
く
つ
が
え
す
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
考
え
を
知
る
こ
と
で
、
今
ま
で
の
自
分
を
反
省
す
る
こ
と
。 

ウ
．
自
分
の
常
識
と
は
違
う
新
し
い
考
え
を
知
る
こ
と
で
、
自
己
表
現
が
豊
か
に
な
る
こ
と
。 

エ
．
自
分
の
常
識
が
疑
わ
れ
る
よ
う
な
言
動
を
ひ
か
え
る
こ
と
で
、
今
ま
で
の
自
分
を
よ
り
よ
い
も
の
に
す
る
こ
と
。 

 

問
５ 

―
線
部
④
「
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
急
坂
を
転
げ
落
ち
る
よ
う
に
劣れ

っ

化か

し
て
い
る
。
僕
は
当
然
だ
と
思
い
ま
す
」
と
あ
り
ま
す

が
、
筆
者
は
な
ぜ
そ
う
思
う
の
で
す
か
。
八
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。
句
読
点
な
ど
の
記
号
も
字
数
に
ふ
く
め
ま
す
。 
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問
６ 

こ
の
文
章
を
読
ん
だ
四
人
の
生
徒
が
議
論
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
本
文
の
内
容
を
誤
っ
て
理
解
し
て
い
る
生
徒
を
一
人
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。 

 
ア
．
誠せ

い

一い
ち

く
ん
―
―
ぼ
く
は
四
月
か
ら
英
語
の
授
業
を
受
け
る
け
ど
、
社
会
に
出
て
ど
れ
だ
け
必
要
か
知
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
学
ぶ

こ
と
自
体
の
お
も
し
ろ
さ
に
気
づ
か
せ
て
も
ら
え
る
と
う
れ
し
い
か
ら
、
筆
者
に
賛
成
だ
な
。 

イ
．
宏ひ

ろ

美み

さ
ん
―
―
確
か
に
、
今
得
ら
れ
る
喜
び
が
な
い
と
な
か
な
か
努
力
も
続
か
な
い
も
ん
ね
。
だ
か
ら
難
し
い
言
葉
で
は
な
く
、
簡
単
な

言
葉
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
る
楽
し
さ
を
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
大
切
だ
よ
ね
。 

ウ
．
恵け

い

子こ

さ
ん
―
―
外
国
語
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
日
本
語
で
も
、
難
し
い
言
葉
を
覚
え
た
り
文
章
を
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
で
視
野
が
広
が
る
こ
と

は
あ
る
よ
ね
。
自
分
が
無
意
識
に
感
じ
て
い
た
こ
と
を
言
葉
で
表
現
す
る
経
験
が
成
長
に
は
欠
か
せ
な
い
と
思
う
。 

エ
．
正ま

さ

雄お

く
ん
―
―
今
自
分
の
知
っ
て
い
る
こ
と
が
全
て
正
し
い
と
信
じ
て
し
ま
い
が
ち
だ
け
ど
、
新
し
い
も
の
の
見
方
を
拒き

ょ

否ひ

せ
ず
積
極
的

に
受
け
入
れ
て
い
く
姿
勢
で
い
る
た
め
に
、
何
が
出
来
る
か
を
考
え
て
い
き
た
い
な
。 

         



三 

      

著
作
権
の
関
係
か
ら
掲
載
で
き
ま
せ
ん 

（
9
～
19
ペ
ー
ジ
） 
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